
ピジン語とクレオールそして外国語学習

　

言
語
の
話
と
な
る
と
、
話
と
し
て
は
広
い
分
野
に
関
わ
り
が
あ
り
、
言
語
学
者
、
心
理
学
者
、
脳
科
学

者
ら
の
領
域
で
あ
っ
て
我
々
素
人
が
口
を
出
す
余
地
な
ど
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
普
段
か
ら
言
語
を
用
い

そ
れ
な
り
に
考
え
て
い
る
者
と
し
て
書
く
。

　

あ
る
こ
と
が
き
っ
か
け
で
ピ
ジ
ン
語
お
よ
び
ク
レ
オ
ー
ル
に
関
心
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
生
物
で
、

現
在
の
よ
う
に
抽
象
的
な
も
の
ま
で
表
現
し
う
る
言
語
を
持
つ
の
は
人
類
だ
け
で
あ
ろ
う
。
人
類
が
ど
の

時
期
に
言
語
な
る
も
の
を
獲
得
し
た
か
と
い
う
の
は
、
諸
説
あ
っ
て
我
々
が
議
論
し
て
も
ほ
と
ん
ど
無
意

味
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
初
期
の
言
語
は
具
体
的
な
物
と
結
び
つ
い
た
単
語
で
あ
っ
た
ろ
う
。
馬
な
ら

馬
を
表
す
「
音
」
で
あ
る
。
そ
し
て
馬
は
す
ぐ
に
絵
に
描
か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
絵
と
言
っ
て
も
古
代
遺
跡

に
描
か
れ
た
よ
う
な
線
画
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
画
像
」
は
、
先
ほ
ど
の
馬
を
表
す
「
音
」
と
結
び
つ

い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
画
像
と
音
は
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
具
体
的
な
物
を
表
す
画
像
と
音
、
と
が
言
語
の
初
め
で
あ
ろ
う
。
抽
象
的
な
言
語
が
現

れ
る
の
は
、
ず
っ
と
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
文
字
の
発
明
も
ず
っ
と
後
の
話
と
思
わ
れ
る
。

　

言
語
は
初
期
か
ら
、
音
と
聴
覚
に
よ
る
も
の
と
、
画
像
と
視
覚
に
よ
る
も
の
と
が
並
存
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
現
在
も
文
学
の
朗
読
な
ど
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
し
、
詩
や
短
歌
な
ど
音
声
に

よ
る
朗
詠
が
基
本
で
あ
る
。
そ
し
て
言
語
は
、
や
は
り
音
声
が
先
に
立
つ
と
思
う
事
が
ら
が
あ
る
。

　

ま
ず
書
か
れ
た
言
語
は
、
先
に
述
べ
た
「
馬
」
や
「
牛
」
な
ど
の
よ
う
に
具
体
的
な
物
に
対
し
て
名
詞

と
し
て
の
機
能
だ
け
で
無
く
、
動
詞
、
形
容
詞
、
副
詞
な
ど
の
機
能
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
音
と
し
て

の
言
語
も
同
じ
で
は
な
い
か
と
い
う
論
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
確
か
に
現
在
の
多
く
の
言
語
は
、
書
か

れ
た
物
と
音
声
に
よ
る
物
と
は
強
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
文
法
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
音
声
あ
る

い
は
文
字
表
現
に
共
通
に
成
り
立
つ
。
そ
し
て
こ
の
文
法
が
、
多
く
の
言
語
で
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
私
が
言
語
に
お
い
て
音
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
根
拠
の
一
つ
が
、
ピ
ジ
ン
語
と
い
わ
れ
る
も
の

と
ク
レ
オ
ー
ル
と
よ
ば
れ
る
変
則
言
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
語
は
、
母
国
語
の
違
う
人
達
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
外
国
語
を
話
す
際
に
、
彼
ら
の
母
国
語
の
影

響
が
大
き
く
出
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ピ
ジ
ン
日
本
語
の
例
と
し
て
、
中
国
人
の
話
す

「
私
、
日
本
人
な
い
。
中
国
人
あ
る
」

ピ
ジ
ン
語
と
ク
レ
オ
ー
ル
そ
し
て
外
国
語
学
習

蔦
　
恭
嗣
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の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
、
中
国
語
の
発
想
が
元
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
違
う
文
化
圏
で
異
な
る

言
語
を
使
っ
て
い
た
人
達
の
間
で
自
然
発
生
的
に
生
じ
る
も
の
で
、
近
年
も
植
民
地
な
ど
で
生
じ
た
。
従

っ
て
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
、
そ
し
て
そ
れ
以
前
の
ス
ペ
イ
ン
語
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
ピ
ジ
ン
言
語
化
が
広

く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
や
は
り
言
語
を
音
と
し
て
捉
え
た
場
合
に
起
こ
る
現
象
で
、
言
語
が
文
字
か
ら

ピ
ジ
ン
化
す
る
事
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
書
か
れ
た
言
語
か
ら
、
名
詞
の
順
序
が
置

き
換
わ
り
、
文
法
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ピ
ジ
ン
語
は
、
次
の
世
代
に
は
あ
る
意
味
確
立
さ
れ
て
ク
レ
オ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
る
。
こ
の

言
葉
は
広
く
用
い
ら
れ
、
そ
れ
自
体
確
立
さ
れ
た
言
語
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
を
話
す
人
達
に
は
母
国

語
同
様
の
言
語
な
の
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
な
ど
で
話
さ
れ
る
英
語
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
米
国
な

ど
で
使
用
さ
れ
る
英
語
と
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
当
地
で
は
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て

お
り
、
独
特
の
文
法
も
あ
る
の
で
あ
る
。
米
国
の
黒
人
の
使
用
す
る
英
語
に
も
、
ダ
ブ
ル
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
と

い
う
の
が
あ
っ
て
、
二
重
否
定
を
否
定
の
意
味
に
用
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
古
く
か
ら
持
っ
て
い
た

言
語
の
反
映
で
あ
る
。

　

日
本
語
自
体
が
北
方
系
と
南
方
系
言
語
の
ク
レ
オ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
ま
た
古
代
に
流
入

し
た
漢
字
や
中
国
語
は
、
名
詞
だ
け
で
な
く
多
く
の
品
詞
で
日
本
語
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
際
従
来
の
日

本
語
に
は
大
き
な
変
革
が
加
え
ら
れ
た
は
ず
だ
。
こ
の
変
革
が
文
字
が
先
か
音
が
先
か
と
い
え
ば
、
や
は

り
音
が
先
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
古
代
歴
史
書
で
あ
る
「
日
本
書
記
」
は
漢
文
で
書
か

れ
て
い
る
が
、
所
々
中
国
人
は
こ
う
は
書
か
な
い
と
い
う
日
本
人
の
癖
が
出
た
（
和
臭
）
漢
文
が
見
受
け

ら
れ
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
日
本
語
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
ペ
ジ
ン
化
で
も
無
く
、
単
に
外
国
語

習
得
が
不
十
分
な
だ
け
で
あ
る
。

　

あ
る
意
味
世
界
中
で
使
わ
れ
て
い
る
言
語
も
互
い
に
影
響
し
合
っ
て
い
る
以
上
、
元
は
ク
レ
オ
ー
ル
言

語
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
説
は
充
分
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
多
く
の
民
族
が
共
存
し

て
い
た
社
会
で
は
、
言
語
も
そ
れ
ぞ
れ
影
響
し
合
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
英
語
で
す
ら
千
年
前
の
ノ
ル

マ
ン
人
征
服
に
よ
り
影
響
を
受
け
、
ク
レ
オ
ー
ル
化
し
た
と
い
う
説
は
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
先
述
し

た
よ
う
に
近
年
で
も
、
新
し
い
言
語
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
や
は
り
音
と
し
て
の
言
語

が
、
書
か
れ
た
言
語
よ
り
優
先
す
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ピ
ジ
ン
語
や
ク
レ
オ
ー
ル
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
最
近
気
に
な
っ
て
い
る
外
国
語
の
学
習

に
つ
い
て
一
言
言
い
た
く
な
っ
て
く
る
。
現
在
世
界
で
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
言
語
は
や
は
り
英
語
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
英
語
を
ベ
ー
ス
に
し
た
ク
レ
オ
ー
ル
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
の
ク
レ
オ
ー
ル
英
語
は
動
詞
は

ほ
と
ん
ど
現
在
進
行
形
に
す
る
、
ま
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
英
語
は
主
語
やbe

動
詞
が
欠
落
す
る
、
あ
る

い
は
疑
問
文
も
語
順
を
変
え
ず
そ
の
ま
ま
で
、
最
後
に
疑
問
を
表
す
単
語
をlah

を
加
え
る
、
な
ど
な
ど
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本
来
の
英
語
か
ら
は
外
れ
た
言
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
日
本
の
大
学
入
試
で
あ
れ
ば
、
完

全
に
間
違
い
と
な
る
の
で
あ
る
。
地
球
上
で
現
在
か
な
り
多
く
の
人
々
が
使
っ
て
い
る
英
語
は
、
日
本
の

大
学
入
試
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
日
本
の
教
育
の
レ
ベ
ル
が
高
い
と
い
っ
て
誇
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

最
近
思
う
の
は
、
日
本
の
語
学
教
育
の
問
題
点
で
あ
る
。
現
在
で
も
英
語
は
文
系
、
理
系
を
問
わ
ず
最

重
要
科
目
で
あ
る
。
莫
大
な
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
か
け
て
、
せ
い
ぜ
い
英
米
の
中
学
生
か
高
校
生
程
度

の
英
語
力
し
か
身
に
つ
か
な
い
の
だ
。
ま
た
以
前
、
放
送
大
学
の
講
師
が
話
し
て
い
た
が
、
外
国
語
を
話

す
と
き
、
話
し
手
の
思
考
力
は
母
国
語
で
話
す
と
き
に
比
べ
３
０
％
位
落
ち
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ

か
ら
英
語
を
母
国
語
と
す
る
相
手
に
英
語
で
議
論
す
る
の
は
愚
で
あ
り
、
自
分
よ
り
下
手
で
あ
っ
て
も
通

訳
を
介
す
る
の
が
得
策
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。

　

現
在
で
は
ネ
ッ
ト
上
の
書
か
れ
た
英
語
は
ほ
と
ん
ど
日
本
語
に
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
だ
訳
文
自
体

は
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
Ａ
Ｉ
の
発
達
な
ど
か
ら
翻
訳
は
格
段
に
正
確
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
音
声
に

よ
る
し
ゃ
べ
り
言
葉
の
同
時
通
訳
も
、
ス
マ
ホ
を
通
し
て
実
用
化
の
段
階
に
入
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。

音
声
認
識
の
精
度
は
以
前
に
比
較
す
る
と
格
段
に
上
が
っ
て
い
る
。
現
在
で
も
グ
ー
グ
ル
に
は
音
声
か
ら

文
字
に
変
換
す
る
ソ
フ
ト
が
あ
っ
て
、
著
者
な
ど
話
し
声
が
よ
く
聞
き
取
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
多

い
の
だ
が
、
こ
の
ソ
フ
ト
で
は
、
ほ
と
ん
ど
間
違
い
な
く
文
字
変
換
を
し
て
く
れ
る
。
十
年
ほ
ど
前
の
ソ

フ
ト
は
声
の
特
徴
を
前
も
っ
て
学
習
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
今
の
も
の
は
全
く
そ
う
い
っ
た
手
続
き
な

し
で
、
誰
が
し
ゃ
べ
っ
て
も
正
確
に
聞
き
取
る
の
で
あ
る
。
今
や
人
が
持
つ
音
声
認
識
を
超
え
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
。
ま
た
専
門
用
語
か
と
思
わ
れ
る
言
葉
す
ら
、
か
な
り
正
確
に
変
換
す
る
の
に

は
驚
く
。
お
そ
ら
く
Ａ
Ｉ
に
よ
り
前
後
関
係
も
考
慮
し
た
変
換
が
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

現
在
の
小
学
生
が
社
会
人
に
な
る
頃
に
は
、
自
動
翻
訳
、
通
訳
な
ど
は
電
子
機
器
を
通
し
て
今
以
上
に

正
確
に
な
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
音
声
認
識
も
今
よ
り
も
ず
っ
と
精
度
が
高
く
な
る
。
そ
う
な
れ
ば

外
国
語
は
、
常
識
的
な
範
囲
で
知
っ
て
い
れ
ば
良
い
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
我
々
に
は
学
ぶ
べ
き
事

柄
が
増
加
し
て
い
る
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
国
語
の
学
習
を
も
っ
と
減
ら
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

現
在
で
も
、
普
通
に
英
語
を
学
習
し
た
者
が
、
直
接
英
文
を
読
む
よ
り
自
動
翻
訳
機
能
を
使
っ
た
方
が
誤

解
無
く
内
容
を
つ
か
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
逆
も
全
く
正
し
い
。

　

以
前
言
語
学
者
の
金
田
一
秀
穂
氏
が
彼
の
講
演
の
中
で
、
学
生
に
機
械
翻
訳
の
話
を
す
る
と
決
ま
っ
て

機
械
翻
訳
は
感
情
が
入
ら
な
い
か
ら
、
と
い
う
否
定
的
な
感
想
を
述
べ
る
と
話
し
て
い
た
。
彼
は
そ
れ
に

対
し
て
、
直
接
学
生
に
言
っ
た
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
学
生
の
英
語
力
で
感
情
が
伝
え
ら
れ
る

の
か
、
も
っ
と
言
う
と
彼
の
日
本
語
で
す
ら
正
し
く
感
情
を
伝
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
、
と
最
後
は
ジ
ョ
ー

ク
か
も
知
れ
な
い
が
、
な
ぜ
か
機
械
翻
訳
に
対
す
る
同
じ
感
想
が
若
い
人
に
も
「
す
り
込
ま
れ
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
電
子
機
器
の
外
国
語
翻
訳
機
能
は
、
外
国
語
を
学
ん
だ
ほ
と
ん
ど
の
人
達
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の
力
を
確
実
に
超
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
差
は
、
こ
れ
か
ら
も
短
時
間
で
ど
ん
ど
ん
開
い
て
い
く
の
は

間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
そ
う
な
る
と
言
葉
の
ピ
ジ
ン
語
化
そ
し
て
ク
レ
オ
ー
ル
化
と
い
う
の
も
な
く
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
言
葉
は
生
き
物
だ
か
ら
、
ま
た
違
っ
た
形
で
変
化
を
遂
げ
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
言
語
を
母
国
語

と
す
る
人
達
の
間
で
の
変
化
は
当
然
続
く
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
れ
ま
で
人
間
が
や
っ
て
い
た
異
な
る
言
語

間
の
橋
渡
し
は
、
確
実
に
電
子
機
器
が
肩
代
わ
り
す
る
で
あ
ろ
う
事
は
間
違
い
な
い
。
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