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力
行
イ
音
便
の
形
態
的
定
着

一

所

謂
音

便

は
、
も

と
特

殊
な

連
音

上

の
音

韻
変

化

現
象

で
あ

っ
た

が
、

四
段

活
用

動
詞

の
連

用
形

を
規

則
的

・
恒
常

的

に
襲
う

よ
う

に
な

っ
て
そ

れ
自

体
形

態
的
意

味

を
も

持

つ
よ
う

に
な

っ
た

(
サ
行

を
除

く

)
。
現
代

語
法

に

お
け

る
動
詞

の
音

便

は
、
ま

さ

に

こ
の
文
法
現

象

と
し

て

の
そ
れ

で
あ

る

が
、
音

便

が

こ
の
よ
う

な
質

的
転
換

を

と
げ

た

の
は
、

い
つ
の
時

代

に
属

す

る

か
、

と

い
う

問
題

に

つ
い
て
は
、
今

日
な

お

十
分
論

議

が
な

さ

れ
て

い
る

と
は
言

い
難

い
よ
う

で
あ

る
。

四

段
活

用
動

詞

の
連

用
形

が

「
テ

」

「
タ

(
リ

)
」

な

ど

に
接

す

る
と

き
、

そ

の
あ
り

方

に
よ

っ
て
次

の
三

つ
の
共
ハ
時
態

に
分

け

る

こ
と
が

で
き

る

か
と
思
う

。

1
、

口
頭
言

語

に
お

い
て
も

、

「読

み
て
」

「書

き

て
」

の
ご
と
く

発

音

さ

れ
、
未

だ
音
便

の
形

を
知

ら
な

か

っ
た
時
代

2
、

「
読
う

で
」

「
書

い
て
」

の
形

が
、
そ

の
非
音

便
形

と
文

法
的

に

は
等

価

の
も

の
と
し

て
併

用
さ

れ

た
時

代

3
、

「
テ
」

「
タ

(
リ

)
」

な

ど
に
接
続

す

る
と
き

は
必

ず
音

便
形

を

迫

野

慶

徳

と

り
、
非

音
便

形

は
専
ら

中
止

法
な

ど

に
使

用

さ
れ

る
と

い
う

よ
う

に
、
相

互

に
機
能

の
分

担

が
な

さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
時

代
。

音

便

に
関
す

る
問

題

と
し

て
は
、

従
来

は
主

と
し

て
右

の
第

二

の
段

階

が
論

じ

ら
れ

て
き

た
と

い
っ
て
よ

い
。

訓

点
資

料
な

ど

の
比

較
的

早

い
時

代

の
確
実

な

文
献

の
調
査

研
究

が
進

展
し

た

こ
と
な

ど
も
あ

っ
て
、
音

便

の
初

期

の
段
階

の
諸

問
題
ー

音

便
発

生

の
時

期

、
そ

れ
を
惹

起
し

た
要

因
、

初

期

の
段

階

に
お
け

る
音

便
形

使
用

の
実
態

等

々
ー

に

つ

い
て

は
種

々

の

考
察

が
な

さ

れ

て
き

た
。

し

か
し
、

第

二
段
階

か
ら
第

三
段

階

へ
の
、
音

便

自
体

の
本
質

的
な

転
換

が
な

さ

れ
た
時

期

に

つ
い
て
は

、
あ
ま

り
言
及

さ

れ

て

い
な

い
よ
う

に
思
う

。

動
詞

に
お
け

る
音

便

が
、
音
韻

現
象

と
し

て

の
段
階

か

ら
文
法

現
象

と

し

て

の
そ
れ

に
展
開

し

た
時

期

は
、

莫
然

と

「中

世
」

に
あ

る
ら

し

い
こ

」
1

)

と

は
予
想

さ

れ

て

い
る
。

そ

の

こ
と

は
、

天
草
本

伊
曽

保
物

語
な

ど

の
中

世
末

期

の

口
語

資
料

に

お
け
る
音

便
使

用

の
実
態

な
ど

か
ら

も
あ

る
程
度

推
測

で
き

る

こ
と

で
あ

り

、
ま

た
、

ロ
ド

リ
ゲ

ス
が
そ

の
文

典

で

○
〉
胆
①
8

(上

げ

て

)
の
形

に
関
連

し

て
注
意

を
要
す

る

の
は
、
書

き

こ
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と

ば
に
於

け

る
他

の
二
種

の
活

用

で
は

く
。
含
8

(読

み

て
)
、
　

(習

ひ

て
)

と
な

る
事

で
あ
る
。

尤

も
多

く

の
場
合

、
書

き

こ
と
ば
も

話
し

こ
と
ば

の
形

の
　

(
読
う

で
)

Z
鎚
郎

①
(
習
う

て

)
を
も

用

ゐ

る

の

で
あ

る

が
。

(
「
書

き

こ
と
ば

の
活

用
」

土
井
忠

生
訳
書
　

P

)

と
、

む
し
ろ
書

き

こ
と
ば

に
お
け

る
非
音

便

形

の
方
を

、
特

に
注
記

し
な

れ
ば
な

ら
な

か

っ
た

こ
と

に
よ

っ
て
も

ほ

ぼ
推
察

で
き

る

こ
と

で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
の
中
世

末

の
状
態

を

ど

こ
ま

で
遡

ら

せ
る

こ
と
が

で
き

る

か
、

と
な

る
と
問

題

は
甚

だ
難
し

い
。

第

一
に
、

こ
れ
を
音

便

と

い
う

名

の
も

と
に
総

括
的

に
論
ず

る

こ
と

が

で
き
な

い
こ
と

で
あ

る
。

同

じ
四

段
動

詞

に
お
け

る
音

便

と

い

っ
て
も

、

連

用
形

の
末
音

節

の
子

音

の
違

い
に
よ

っ
て
、
所

謂
イ
音

便

・
ウ
音

便

・

擬

音
便

・
促

音
便

の
四
種

に
分

れ
る

が
、

そ
れ
ら

が
そ

の
生
成

・
発
達

段

階

を
同

じ
く

し

た
と

い
う
保

証

は
な

い
。

音

便
現

象

が

口
頭

音
声

の
領
域

で
多
分

に
発

音
上

の
便
宜

に
基

い
て
発
生

し

展
開

し

た
も

の
で
あ

る
と
す

れ
ば

、
む
し

ろ

そ
れ
ら

の
間

に

は
当
然

生
成

、
展

開
上

の
遅

速

が
あ

っ
た

と
み
な

け

れ
ば

な
ら
な

い
。

現

に
、

ハ
行

四
段
動

詞

の
ウ
音

便

は
か
な

り

(
2

)

遅

れ

て
発
生

し

た
ら
し

い
ふ
し

が
あ

る
し

、
サ
行

四
段

活
用

動
詞

の
ご
と

く

、
遂

に
第

三

の
段
階

に
至

ら
ず

、

一
時
期

を
境

と
し

て
却

っ
て
衰
退

の

一
途

を
辿

っ
た

よ
う

な
も

の
も
あ

る
。

従

っ
て
第

二

段
階

か
ら
第

三
段

階

へ
の
音

便

の
質
的

転
換

は

、
各
音

便

の

一
、

一
に

つ

い
て
跡

付
け

を
試

み

な

け

れ
ば

な
ら
ず

、

こ
れ

ら
を

一
概

に
概
括

的

に
論
ず

る

こ
と

は

で
き

な

い
の
で
あ

る
。

第

二

に
、

こ
の
よ
う

に
各

音
便

ご
と

に
検
討

し
な
け

れ

ば
な
ら

な

い
と

し

て
も
、

そ

の

い
つ

れ

の
場
合

も

転
換

の
跡
付

け
を
得

る

こ
と

が
甚

だ
困

難

な

こ
と
で
あ

る
。

文
献

に

お
け
る
表

記

の
面

か
ら

、
当
時

の
口
頭
語

の

世
界

に

お

い
て
音

便

が
ど

の
よ
う

な
位

置
を

占

め
て

い
た

か
を
推
察

す

る

こ
と
は
、

実
際

問
題

と
し

て
不
可

能

に
近

い
。

音

便
形

の
み
が
使

用
さ

れ

て

い
る
文
献

は

ま
だ
し

も

、
音

便
形

、
非
音

便
形

が
混

用
さ

れ

て

い
る

文

献

で
は
、

そ

の
非

音
便

形

が
文
語

的
な

表
記

で
あ

る

の
か
、

実
際

に
そ

の

よ
う

な
形

が
あ

り
得

た

の
か
判
別

の
手

段

は
ま
ず

な

い
と
言

っ
て
よ

い
。

湯

沢
幸

吉
郎

博
士

が
、
抄

物

に
見

え
る

カ

・
ル

ム
ツ
カ

シ
キ
気

ツ

マ
リ
ナ

ル
処

へ
行
キ

タ

コ
ト

ハ
ナ
イ

ソ

(中

華

若
木

詩
抄

)

民

カ

ソ

ム
キ

タ

ホ
ト

ニ

(
古

文
真
宝

抄

)

大

文
字

ニ
カ
キ

テ
ヲ
イ

タ

ソ

(
蒙
求

抄

)

の
よ

う
な

表
記

字
面

を
示

さ
れ

て

「
こ
れ
等

は
今

日

の

い
は
ゆ

る
文
語

・

口
語

両
体

を
混

合
し

た
様

な
言
方

で
あ

っ
て
、
当

時
果

し

て
実
際

の
対
話

に
も

用

い
た

か
否

か
、
或

は
記
述

に
の

み
現

れ

る
言
方

で
あ

る

か
。

軽

々

に
断

案
を

下
す

べ
き

で
は
な

い
が
、

と

に
か
く

過
渡
期

の
言

語

と
し

て
興

味
あ

り

、
且

つ
注
意

に
値
す

る
も

の
と
思
う
θ

と
、
慎

重

に
そ

の
結

論

を

保

留
さ

れ

た
の
も

、

そ

の
適

切
な
判

別

の
手

段

が
求

め
難

か

っ
た
か
ら

で

あ

ろ
う
。

も

っ
と
も
、

た
と

え
ば
、

「
行

キ
タ

コ
ト

ハ
ナ

イ
ソ
」

の
よ

う

な
表

記

の
見

え

る
中
華
若

木
詩

抄

で
は
、

力
行

四
段

動
詞

の
連

用
形

が
イ

音
便

表

記
さ

れ

た
割
合

は
次

の
よ
う

に
な

っ
て
お
り

、

テタ

音
便
形

90
%

84
%

非
音
便
形

10
%

16
%

」
4
)

こ
れ

を
、
他

の
抄

物

の
状
態

(
例

え
ば

、
漢
書

抄
、

論
語
聞

書

な
ど

)
と

比

べ
て
み

る
と

、
そ

の
非
音

便
形

の
大
半

は
文

語
的

な
表
記

で
あ

る
可
能
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性

が
強

そ
う

で
あ

る
。

従

っ
て

こ
の
よ
う
な

こ
と
か

ら

「
行

キ
タ

」

の
如

キ
表
記

も
特

殊

な
記

述
上

の
形

で
し

か
な

か

っ
た

の
で
は
な

い
か
と

い
う

解

釈
も

で
き
る

か
も

し
れ

な

い
。

し

か
し

同
時

に
、
例

え

ば
橋

本

四
郎
氏

が

こ
の
種

の
表
記

に

つ
い
て

「
実
際

に

口
頭
語

で
行

は
れ

た
も

の
か
ど
う

か
疑

は
し

い
点
も

あ

る
が

、
室

町
頃

の
状
態

が
あ

る
程

度
推

測

で
き

る
」

「
室
町

期

ご
ろ
ま

で
は
、

な

ほ
非

音

便
形
も

か
な

り
用

ゐ
ら

れ

て
ゐ
た

の

(
5

)

で
は
あ

る
ま

い
か
θ

と
述

べ

て
お
ら

れ
る
よ

う

に
、
そ

れ
を
積

極
的

に

、

実
際

の

口
頭
語

に
も
あ

り
得

た
形

だ

と
解

そ
う

と
す

る

立
場

も
大

い
に
あ

り
得

る
し
、

ま

た
、

そ
れ

を
あ
な

が

ち

に
否

定
す

る

こ
と
も

で
き
な

い
で

あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う

な
困

難
な

事
情

は

、
他

の
す

べ
て

の
音

便

に

つ

い
て
言

え

る

こ
と

で
あ

り
、
ま

た

、
時
代

を
遡

る

ほ
ど
そ

の
困

難
さ

は
増
し

て
く

る
。

も
ち

ろ

ん
、

か

つ
て

の
時

代

の
音
便

状
態

を
知

り
得

る
よ
う

な
記

録

の

ご
と
き

も
残

さ

れ
て

い
な

い
。

明
覚

の

「
悉

曇
要

決
」

に
、

日
本

ニ
モ

キ
キ

テ

ヲ
云

北

キ

イ
テ

墨

ヒ
キ
テ

ヲ

云

北

ヒ
イ
テ

㌧

云
々

ト
キ

テ

ヲ
云

ニ
ト
イ

テ
ト
。
一

の
よ
う

な
記

述

は
あ

る
が

、

こ
れ
も
当
時

の
非

音
便

形

の
存
在

を
積
極

的

に
否

定
す

る
よ
う

な
も

の
で
は
な

い
。

こ
う

し

て
み
る

と
、

音
便

が
文

法
現
象

と

し

て
新

た
な

転
換

を
遂

げ

た

時
期

を

帰
納
的

に
明

め
る

こ
と

は
、
ま
ず

不

可
能

に
近

い
と

い

っ
て
過
言

で
は
な

か
ろ
う

。

し

か
し
、

一
歩

視
点

を
転

じ

て
、
音

便
が

文
法
現

象

と
し

て
抗
し

得

ぬ

体
系

的
事

実

と
な

っ
た
と
き

、
そ

の
よ
う

な
事

態

に
素

直

に
対

処
し

得
な

か

っ
た

た

め
に
異
例

の
変
化

を
余

儀
な

く
さ

れ
た
、

そ

の
よ
う

な
特

殊
例

を

検
討
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

こ

の
問

題
解

明

の

一
つ
の
手

が
か
り

を

つ

か

む

こ
と
が

で
き

る

の
で
は
な

い
か
と
思
う

。

叙

上

の

ご
と
く
、

こ
の
問
題

に

つ

い
て
は
今

日

ほ
と
ん

ど
手
詰

り

の
状

態

で
あ

る

こ
と
を
思

え
ば

.
敢

え

て

こ
の
よ
う

な
検
討

を
試

み

る

こ
と
も

こ
の
際
許

さ

れ
て
も

よ

い

の
で
は
な

い
か

と
思
う
。

二

2

・
1
、
先
述

の
ご
と
く

、
音

便

が
単
な

る
音
韻

変

化

の
段
階

か
ら

、

文
法

現
象

と
し

て

の
段
階

に
発
展

し

た
時
期

は
、
各

音

便

ご
と

に
個
別
的

に
検

討
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ

こ
で
は
、

以
下

の

ご
と
き

て
が

か

り
を

も
と

に
、

力
行

四
段
動

詞

の
イ
音

便

の
場
合
口
に

つ
い
て
考

え

て

み
た

い

。 2

・
2
、
現
代

語

で
上

一
段

に
活
用
す

る

「
い
き

る

(
生

)
」

と

い
う

動
詞

は
、

か

つ
て
は

、

限

り
と

て
別

る
る
道

の
悲

し
き

に
、
生

か

ま

ほ
し

き

は

命

な

り
け

り

(
源
氏
物

語

・
桐
壺

)

の
ご
と
く

四
段

に
活

用
し

て

い
た
。

こ
れ
は

、
上
代

・
中

古
を

通
じ

て
不

変

で
あ

る
。

し

か
る

に
そ
れ

が
、

中
世

に
入

る
と

た

と

ひ
耳
鼻

こ
そ
き

れ
う
す

と

も
、
命

ば

か
り

は
な

ど
か
生

き
ざ

ら
ん

(徒

然
草

)

の
よ
う

に
上

二
段

に
活

用
す

る
よ
う

に
な

る
。

こ
の

「
生

く
」

と

い
う

動

詞

の
、

四
段

か
ら

上

二
段

に
転

じ

た
背
景

に
、

口
頭

語

に
お
け

る

力
行

四

段

動
詞

イ
音

便
現

象

の
著

し

い
盛
行

が
関

係
し

て

い
た

の
で
は

な

い
か
、

と

い
う

の
が

こ
の
稿

の
主

旨

で
あ

る
。

2

・
3

古

典

語

の
長

い
時

期

を
通
じ

て
、

安
定

し

て
四
段

活
用
を

保

っ
て
き

た

「
生
く

」

と

い
う

動
詞

が
、
他

の
多

く

の
四
段

活
用

動
詞

に

い
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さ

さ

か

の
動

揺
も

見

ら
れ
な

い
の

に
、

こ
の
語

に
限

っ
て
上

二
段

に
転

じ

た
に

つ
い
て
は
、

そ

こ

に
そ
れ
な

り

の
理
由

が
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
。

も

っ
と
も

、

「
も

み

つ

(
紅
葉

)
」

の
よ
う

に
、
上

代

四
段

に
活
用

し

て

い
た
動

詞
が
、

平
安

時
代

に
は
上

二
段

に
転
じ

た

ご
と
き

例

が
あ

る
し
、

時

代

は
降

る
が

「
借

り
る

」

「
飽
き

る
」

「
足

り
る
」

の
よ
う

に
、

四
段

活

用

か
ら
上

一
段

活

用

に
転

じ

た

と
思

わ

れ
る

よ
う
な

類
例

も
他

に
な

い

わ

け

で
は

な

い
。

し

か
し

、

こ
れ
ら

の
四

段
活

用
か

ら
上

二
段

(
上

一
段

)

活

用

に
転

じ
た

と
思

わ

れ
る
例

が
、
す

べ
て
同

一
の
理
由

に
基

い
て
活

用

の
種
類

を
転

じ

た

の
で
あ

れ
ば

、
そ

れ
ら

が
き

び
す

を
接

し

て
相

継

い
で

転

じ

て
し

か

る

べ
き

で
あ

る
。

し

か
る

に
、
そ

の
よ
う

な

形
跡

が
な

い
の

は
、

そ
れ

ら

が
全

く

個
別

的

に
、

そ
れ
ぞ

れ

の
事

情

に
基

い
て
活
用

の
種

類

を
転

じ

た

と
見
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
。

こ
れ
ら

の
う

ち
、

す

く
な
く

と
も

上

二
段
活

用

の

「
生

く
」

と
、
上

一

段
活

用

の

「
借

り

る
」

は
、

そ
れ

ぞ
れ
相

異

る
音

便

現
象

が
、

そ

の
直
接

の
契

機

と
な

っ
て
、

四

段
活

用
か

ら
転
じ

た

と
考

え
ら

れ
る
。

上

一
段

活

用
動

詞

の

「
借

り
る

」

の
成

立

と
、

「
生
く

」

の
四
段

か
ら

上

二
段

へ
の
転

化

の
背

景

に
は
、

ほ
と

ん
ど

同
じ
よ
う

な

理
由

を
措
定

す

る

こ
と

が

で
き
そ
う

で
あ

る
。

そ

こ
で
、
す

こ
し
く

本
題

か

ら
は
ず

れ

る

が
、

比
較

的

見
や
す

い

「
借

り
る

」

の
成

立

の
事
情

を
ま

ず
検

討
し

て
、

併

せ

て

「
生

く
」

の
上

二
段

転
化

の
場
合

の
傍

証

と
し

た

い
｡

2

・
4

上

一
段
活

用

の

「
借

り

る
」

の
成

立

と
音
便

現
象

が
密

接
な

関
係

に
あ

る

こ
と
は
、

現
在

方
言

の
状
態

か
ら
も
容

易

に
想
像

の

つ
く

こ

と
で
あ

る
。

国
立

国
語

研
究

所
編

『
日
本
言

語

地
図
』

第

二
集
第

71
図

「
か
り

る

(
借
り

る

)
」

の
分
布

図

と
、
第

72
図

「
カ

ッ
テ
ク

ル
を

"
買

っ
て
く

る

"

の
意

味

で
使
う

か

"
借
り

て
く

る

"

の
意

味

で
使

う

か
」

の
分
布

図

を
比

較
し

て

み
れ

ば
、

そ

の
こ
と

は
よ
く

分
る
。

両
者

の
詳
細
な

分
布

は
右

図

巻

に
譲

る
が
、

第

72
図

に
表
わ

さ

れ
た

カ

ッ
テ

ク

ル
を

「買

っ
て
く

る
」

の
意

味

で
使
う

地
域

と
、

第

71
図

の

「
借

り
る
」

の
分
布
地

域

は
ほ

ぼ
完

全

に

一
致
す

る
。

主

と
し

て
東

部

日
本

に
分
布

し

て

い
る
。

そ
れ

に
対
し

て

西
部

日
本

に
分
布
す

る

カ

ッ
テ
ク

ル
を

「借

り

て
く

る
」

の
意

味

で
使
う

地
域

、
即

ち
五

段
活

用

の

「
借

る
」

を
使

用
す

る
地
域

は

、

「
買

っ
て
く

る
」

は

「買
う

て
く

る
」

と
ウ
音

便

の
形

に
な

る

の

で
あ

る

か
ら

(国

語
調

査
委

員
会

『
口
語
法

分
布

図
』

22
図

「
ハ
行

四

段
活

用

ノ

語

ノ
連

用
形
」

)
結

局

現
在
方

言

に
は
次

の
よ
う

な

対
応

が
あ

る

こ
と

に

な

る
。

借
る

(五

段

)

買
う

て

(
ワ
行

ウ
音
便

〉

(
西

日
本

)

借
り

る

(
上

一
段

)

買

っ
て

(
ワ
行

促
音
便

)

(東

日
本

)

こ

の
対

応
関
係

は

、
そ

の
緊
密

な

分
布
対

応

の
姿

か
ら
し

て
偶

然

に
成

立

し

た
も

の
と
は
考

え
ら

れ
な

い
。
右

の
対

応
関

係

は
、
次

の
よ
う

に
言

い

か
え

る

こ
と
が

で
き
る
。

借

っ
て

買
う

て

(
西
日
本

)

借

り
て

買

っ
て

(
東

日
本

)

カ

ッ
テ
ク

ル
が

「
借

っ
て
く

る
」

「
買

っ
て
く

る
」

両
様

の
意

を
含

ん

で

い
た

の

で
は
、
実

際

の
言
語

生
活

に

は
支

障

を
来
す

で
あ

ろ
う
。

「
借

る
」

「
買
う

」

が
、

同
じ

形

で
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て
生
ず

る
意
志

伝
達

の
ま

ぎ

ら
わ

し
さ

は
、
古

く
遡

っ
て
も
同

様

で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

右

の
対
応

は
、

そ

の
よ
う
な

「
同

音
衝

突
」

を
回

避
し

よ
う

と
し

た
配
慮

の
結

果

と

予
想
す

る

こ
と

が

で
き

よ
う
。

右

の
対
応

の
う

ち

、
西
部

日
本

の

「
借

っ
て

買
う

て
」

の
形

は
、

そ
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れ

そ
れ

歴
史

的

に
見

て
も
音

便

の
体
系

の
上

か
ら

は
自
然

な
形

で
あ

っ
て
、

「
同
音

衝

突

」
回
避

の
た

め

の
、

こ
と
さ
ら

な
る

配
慮

の
結
果

と
も

考
え

ら

れ
な

い
。

配
慮

が
な

さ
れ

て

い
る
と
す

れ

ば
、
そ

れ
は
東

部

日
本

の
「
借

り

て

買

っ
て
」

の
形

に
対

し

て
で
あ

る
。

「
買

っ
て
」

の
促
音

の
形

は
、

東
部

日
本

の
他

の
多

く

の

ハ
行

四
段

動
詞

の
音

便

と
軌

を

一
に
す

る

も

の

で
あ

る

か
ら
、

そ

の
配
慮

は

、

「
借
り

て
」

の
形

に
あ

っ
た
と
見

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

「
借
り

て
」

の
形

の
成
立

に

つ
い
て
、
か

っ
て
亀

井

(
6
)

孝

氏

は
、

次

の
よ
う

に
述

べ
ら

れ

た

こ
と
が
あ

る
。

1
、

「
か
り

て

・
か
り

た
」

の

か
た
ち

は

「
か

っ
て

・
か

っ
た

(
買

)
」

の

か

た
ち
を

つ
か
う

方

言

の

圏
外

で

う

ま

れ

て

い
て
、

こ
の
方

言

の
領

域

が

さ

い
わ

い

そ

れ
を

借

用
し

え

た

の
で
は

な

い
か
。

H
、

「
か
り

て

・
か
り

た
」

の

か
た
ち

の

成
立

は

「
か

っ
て

・

か

っ
た

(
借

)
」

の

(音

便

の
)

か
た
ち

の

成

立

と

せ
り
あ

っ
て

ふ
る

い
で
あ

ろ
う

。

簡

潔

に
述

べ
て
お
ら

れ

る

の
で
、
そ

の
意

を
誤

っ
て
解

し

て

い
る

の
で

は
な

い
か
と

恐
れ

る

が
、
右
記

の
文

面
に

は
直
ち

に
承
服

し
難

い
と

こ
ろ

ガ
あ

る
。

「
か

り

て

・
か

り
た

(
借

)
」

の
形

は
、

「
か

っ
て

・
か

っ
た

(
買

)」

の
形

を
使

う
方

言

の
圏
外

で
し
か
成

立
し

得
な

か

っ
た
よ
う

な

も

の
で
は

な

い
。

初

め

に
述

べ
た
よ
う

に
、
音
便

の
問
題

は
、

三
段
階

に
分
け

て
考

え
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
。

1
、
未

だ
音

便
を

知
ら

な

か

っ
た
時

代

2
、

「取

り

て

・
取

っ
て

」
、

「
切
り

て

・
切

っ
て
」

が
文
法

的

に
等

価

の
も

の
と
し

て
併

用
さ

れ
た
時

代

3
、

「取

っ
て
」

「
切

っ
て
」

の
形

の
み
が
使

用
さ

れ
る

よ
う

に
な

っ

た
時
代

亀
井

孝
氏

が

11

で
述

べ
て
お
ら

れ
る

と

こ
ろ

の
真
意

は
よ
く

理
解

で
き

な

い
が
、
「
か
り

て

.
か
り

た

(
り

)
」

の
非

音
便

の
形

そ

の
も

の

の

「
成

立

」

は
決
し

て
新

し

い
も

の
で
は
あ

る
ま

い
○

右

の
1

の
時

代

に
は

、

こ

の
非

音

便

の
形
し

か
存

し
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。

し

か
し

て
音
便

の
現
象

が
発
生

し
、

2

の
時

代

に
至

る
と
、

「
取

り

て
」

が

「
取

っ
て
」

、

「
切

り

て
」

が

「
切

っ
て
」

と
な

る

の
に
な
ら

っ
て
、
同

じ
ラ
行

四
段

に
属
す

る

「
借

り
て
」

も
「
借

っ
て
」
へ
の
音
便
化

の
衝
動

を
持

っ
た
で
あ

ろ
う
。

し

か

る
に

ハ
行
四

段
動

詞

の
促
音
便

が
行

わ

れ
て

い
た
領
域

で
は
、
「
買

っ
て
」

と

の

「
同
音

衝
突
」

を

生
ず

る
恐

れ
が
あ

り
、

「
借

っ
て

」

へ
の

音
便

化

が
阻
止

さ
れ

た
も

の
と
思

わ

れ

る
○

ラ

行

四

段

動

詞

の
音

便

化

は
、
他

の
音

便

よ
り

遅
れ

た
ら
し

い
形

跡

が
あ

る

が
、
仮

り

に
そ
う

で
は

な
く

ハ
行

四
段
動

詞

の
音
便

化

と
殆

ん
ど
歩

み
を

同
じ

く
し

て

い
た
と
し

て
も

、
結
果

と
し

て
は

「
買

ひ

て
」

の

「
買

っ
て
」

へ
の
音
便

化

に

一
歩

を

譲

り
、

「
借
り

て
」

は
、

そ

の
位

置

に
そ

の
ま
ま

と

ど
ま

っ
た
形

と
な

っ
た
。

つ
ま

り
、

「
借

り

て
」

の
非

音
便

の
形

は
、

「
か

っ
て

・
か

っ
た

(
買

)
」

の
方
言

領
域

の
圏
外

で
成

立
し

た
も

の
を

借
用

し
た

よ
う
な

も

の
で

は
な

い
。

そ

の
方
言

領
域

の

「
か

っ
て

・
か

っ
た

(
買

)
」

の
形

と

の
兼
ね
合

い
の
た

め

に

「
か

り
て

(
借

)
」

の
形

に
と
ど

ま
る

こ
と
を

余

儀

な
く

さ
れ

た

の
で
あ

る
。

時

と

共
ハ
に
音

便
形
多

用

の
傾
向

を

強

め
て

い
た
中

で
、
「
か
り

て
(
借

)
」

の
ご
と
き

非
音

便

の
形
を

保
ち
続

け

て

い
る
と

ど

の
よ
う
な

こ
と
に
な

る

で
あ

ろ
う

か
。

,

右

の
2

の
時

代

に
は
、

「
借

り

て
」

の
非

音
便

の
ま

ま

の
形

で
あ

っ
て
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も

、
他

の
ラ
行

四

段
動

詞

の

一
方

の
許
容

の
形

「
取

り

て
」

「
切
り

て
」

な

ど
と
等

し

な

み
に
見

な
さ

れ

て
、
そ

れ
程

そ

の
形

を
不

自
然

な
も

の
と

し

て
と

が

め
ら
れ

る
よ
う

な

こ
と
は
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う
。

し

か
し

、

3

の
時

代

に
至

っ
て
、

「
取
り

て
」

「
切

り

て
」

の
非

音
便

の
形

が

口
頭
語

か
ら
消
滅

し

て
し

ま
う

と
、

た

だ
ひ
と

り

「
か
り

て

(借

)
」

の
非

音
便

の
形
を

保
持

し

て

い
る

の
は
著
し

く
不

自
然

な
も

の
と

な

っ
た

に
違

い
な

い
。他

の
ラ
行

四
段

動

詞
が
す

べ
て
促
音

便

の
形

で
実
現

さ
れ

て

い
る
中

で
、

ひ
と

り

「
か
り

て

(借

)
」

の
形

に
と
ど
ま

っ
て

い
る
ー

実

は
、

「
買

っ

て
」

と

の
兼
ね
合

い
上

、

そ

の
形

を
余

儀
な

く

さ
れ

て

い
る
=

う

ち

に
、

や

が
て
、

そ

の
連

用

形

が

決

し

て
音

便

化

す

る

こ
と

の
な

い

「
お
り

て

(
降

)
」

な

ど
と

の
類
推

を
呼

び

お

こ
し

て

い

っ
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

し

か
し

て

「
お
り

て

(
降

)
」
の
終
止

形

が

「
お
り
る

」

で
あ

る

ご
と
く

、

「
か
り

て

(借

)
」

の
終
止
形

は

「
か
り

る
」

と
類
推

さ

れ
、

こ
こ
に
新

形

が
成
立

す

る

こ
と
と
な

っ
た
と
考

え
ら

れ

る
。

一
方
、

「
買

ふ
」

が

「
買
う

て
」

と

ウ
音
便

の
形

で
実

現
さ

れ

て

い
た

領
域

で
は
、

「
借

る
」

が

「借

っ
て
」

の
形
を

と

っ
て
も

「
同
音

衝
突

」

の
恐
れ

は
な

か

っ
た
。

そ

の
た
め

に

「借

る

」
は
他

の
ラ
行
四

段
動

詞
と

並
行

し

て
容

易

に
促
音

便
を

と
る

こ
と

が

で
き
、

ひ

い
で
は

旧
来

の
活
用

段

を
保

つ
こ
と

が
で
き

た

と
も

の
と
考

え
ら

れ
る
。

今

日

の
方

言
分

布

が
先
述

の
ご
と
く

「
借

る

・
買
う

て
」

「
借
り

る

・

買

っ
て
」

と

い
う

緊
密

な
対

応
分

布
を

示
し

て

い
る

の
は
、

以
上

の
よ
う

な

理
由

に
基

い
て

い
る
も

の
と
思

わ

れ
る
。

こ
の
よ
う

に
考

え

れ
ば

、
四
段

活

用

の

「
借

る
」

か
ら
上

一
段

の

「借

り
る

」

に
転

化
し

た

そ

の
直

接

の
契
機

は
、

ハ
行

四
段

動
詞

の
促
音

便
ー

と
り

わ
け

「
買

っ
て
」
1

と

い
う

音
便

現
象

に
あ

っ
た

と

い
う

こ
と
が

で

き

る
。

2

・
5

「生

く

」
と

い
う

動

詞

が
、
四

段
か

ら
上

二
段

に
転

じ
た
背

景

に
も
、

こ
れ

と
同

じ
よ
う

な
事

情
を

想
定

で
き

そ
う

で
あ

る
。

「
借

り

る
」

の
成

立

の
場
合

を
傍
証

と

し
な

が
ら
、

以
下

に

「
生
く

」

の
活
用

段

転
化

の
背

景
を
考

え

て

み
た

い
○

先

述

の
ご

と
く
、

今

日

「
生

き
る

」
と
上

一
段

に
活

用
す

る

こ

の
動

詞

は
、

上
代

・
中
古

を

通
じ

て
四

段

に
活

用
し

て
ゆ

る
ぎ

な

い
も

の
で
あ

っ

た
。四

段

に
活

用
す

る
以
上

、

「
い
き

て

(生

)
」

の
形

に
も

音
便

化

へ
の

衝
動

は
当

然
あ

っ
た
も

の
と
思

わ

れ
る
○
音

便

は
、
当

初

は
仮

り
に
語
彙

的
色

あ

い
の
強

い
も

の
で
あ

っ
た

と
し

て
も
、
次

第

に
体
系

的
事

実

と
し

て

の
性
格

を

強

め
て

い
た

こ
と
は
疑

い
な

い
。

2

の
時

代

か
ら

3

の
時

代

に
近
付

く

に

つ
れ

、
そ

の
傾
向

は

ま
す
ま
す

顕
著

に
な

っ
て

い

っ
た

で
あ

ろ
う

○
し

か
る

に
、

ハ
行

四

段
動

詞

の
促
音
便

が
行

わ
れ

て

い
た
領
域

で

「
借

り
て
」

が

そ

の
音

便
化

を
阻
止

さ

れ
た
よ

う

に
、

「
生
き

て
」

に
も

そ

れ

を
阻

む
も

の
が
あ

っ
た
。

「
借
り

て
」

が
そ

の
音

便
化
を

果

せ
な

か

っ
た

の
は
、
「
買

っ
て
」

と

の
兼

ね
合

い
の
た
め

で
あ

っ
た
が
、

「
生

き

て
」

の

場
合

は
専

ら
自
身

の
音

的
構
成

の
不
都
合

さ

に
あ

っ
た

と
思

わ
れ

る
。

そ

の
こ
と
は

、
同
じ

く

力
行
四

段
動

詞

で
あ

っ
て
、

「
い
く

(生

)
」

と
音

の
構
成

を

同
じ
く

す

る

「
い
く

(
行

)
」

と

い
う

動
詞

が
、

こ
の
語

に
限

っ
て
促
音

便

と

い
う

異
質

の
音
便

を

と
る

こ
と

に
よ

っ
て
も
容

易

に

想
像

さ
れ

る
。

「
い
き

て

(
行

)
」

が

「
い

っ
て

(行

)
」

と

い
う

変

則

的
な

形

で
で
も

、

と
も

か
く
音

便
化

を
実
現

し
よ
う

と
す

る

そ

れ
程
強

い
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音

便
化

へ
の
志

向

を
持

ち
な

が
ら

、
他

の
力
行

四
段

動
詞

に
準
拠

し

た
「
い

い
て

.
い

い
た
」

の
形

を
敢

え

て
捨

て
て
取

ら
な

か

っ
た
と

こ
ろ

に
、
そ

の
形

の
も

つ
な

み
な

み
な
ら

ぬ
不
都

合

さ
を
感

じ
な

い
わ

け

に
は

い
か
な

い
。橋

本

四
郎

氏
は
、

「行
き

て
」
が

「
い
い
て
」

の
音
便

の
形
を
避
け

た
理
由

を
次
の

(9
)

二

つ
に
求
め
ら
れ
た
。

1
、

「
い
い
て
」

の
形

で
は
語
幹

と
語
尾

と
が
全
く
同
音
と
な

っ
て
け
じ

め
が

つ
き
に

に
く

く
な
る
こ
と
。
特

に

「行
く
」

の
ご
と
き
基
本
語
と
し

て
利
用
価
値

の
高

い

語

は
、
独
自
の
語
形
式
を
際
立

た
せ
よ
う

と
す

る
意

識
が
働
く

こ
と

と
思
わ

れ
る
。

そ

れ
を

「
い
い
て
」
と
音
便
す

る
と
す

れ
ば
、
自
ら
求
め
て
語
幹
を
曖
味

に
す

る

こ
と
に
な
る
。

2
、
同
じ

く
基
本

語
で
あ
る

「言

ひ
て
」

の
口
頭
音

「
い
い
て
」
と
衝
突
を
起
す
恐

れ

が
あ

る
。

但
し
、

こ
の
2

の
理
由
は

い
さ
さ
か
問
題

で
あ

ろ
う
。

イ
、

「
い
き

て

(行

)」

に

「
い

っ
て
」

と

い
う

変
則
的
な
音
便
化
を

促
す

ほ
ど

「言

い
て
」

の
非
音
便
形

が
勢
力
を
持

ち

つ
づ
け
て

い
た
か
ど
う
か
。

ロ
、
「行

く
」
と

「
言
う
」

が
実
際

の

言
語
生
活

に
お

い
て
不
都
合

な
衝
突
を
起
す
恐

れ
が
、
そ
れ

ほ
ど
強

か

っ
た
か
ど

う

か
。
現

に
東
部

日
本

で
は

「言

っ
て
」
「行

っ
て
」
は
同
形

で
、
そ

こ
に
衝
突
同

避
の
跡
は
見
ら

れ
な

い
等
。
結

局
、そ

の
主
た
る
理
由
は

ー
に
あ

る
と
見
る

べ
き

で

あ
ろ
う
と
思
う
。

そ
の
事
情

は
、
「
い
き
て

(生
）

」

の
場
合
も

同
じ
と
考
え
る
。

も

ち

ろ

ん

言

う

ま

で
も

な

く

「
ゆ

い

て

(
行

)

」

の
形

は

あ

っ

て

も

、

「
い

い

て

(行

)

」

「
い

い

て

(生

)

」

の

音

便

の

形

は

、

文

献

に

一
も

見

出

す

こ

と

が

で

き

な

い
。

そ

れ

は

偶

然

で

は

な

く

、

恐

ら

く

「
い

き

て

(行

)

」

「
い
き

て

(
生

)
」

の

二

つ

の

動

詞

は

、

他

の

力

行

四

段

動

詞

が

時

と

共
ハ
に

イ

音

便

多

用

の
傾

向

を

強

め

て

い

た

口

頭

語

の

世

界

に

あ

っ

て
、

「
い
き

て
」

の

「
い

い
て
」

と
な

る

こ
と

の
不
都
合

さ

に
よ

っ
て
、

依
然

と
し

て
非
音
便

の
形
を

保
ち

続
け

て

い
た
も

の
と
思

わ

れ
る
。

そ

の
結
果

が

ど

の
よ
う

な
事

態

に
な

る

か
は

「
借
り

て
」

の
孤
立

化

に

そ

の

一
つ
の
場
合

を
見

て
き

た
。

「
借

り

て
」

が

そ

の
非
音

便

の
形

で
孤

立
化
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
上

一
段

へ
の
類

推
を

呼

び
起
し

た
よ
う

に
、
「
い

き

て

(生

)
」
も

、

力
行

四
段

動

詞
イ
音

便
化

の
中

で
孤

立
化

し
、

そ

の

非

音

便

の
形

の
不

自

然

さ

が
上

二
段

へ
の
類

推

を
呼

び
起
し

て

い

っ
た

と
思

わ

れ
る
。

こ

の
間

の

こ
と
は

、

「借

り

て
」

の
場
合

に
譲

っ
て
く
り

返

さ
な

い
。

し
か

る
に

、
同
じ
音

の
構
成

を
持

つ

「
い
き

て

(行

)
」
は

、

「
い

っ
て

(行

)
」

と

い
う

変

則
的

な

が
ら
も
音

便
化

を
果

し

て
、

「
い

き

て

(生

)
」

と
そ

の
道

を
異

に
し

た

の
は
な

ぜ

か
、
次

に

こ
の
点
を

考

え

て
み
よ
う

。

2

.
6

「
い
き

て

(生

)
」

「
い
き

て

(行

)
」

が
相
携

え

て
同

じ

変
化

を
遂

げ
な

か

っ
た
そ

の
最

も
大

き
な

理
由

は
、

(塙

者

の
四
段

動
詞

と

し

て

の
安
定

度

に
差

が
あ

っ
た

た
め

と
考

え
ら

れ
る
。

例

え
ば
古

本
説

話
集

に
お
け

る

「
い
く

(
行

)
」

と

「
い
く

(
生

)
」

の
各
活

用

形

の
使

用
例

を
調

べ
て
み

る
と
、

次

の
よ
う

に
異

っ
た

現
れ
女方

を
示
す
。

(
A
表

)

行
く

生
く

未
然

連
用

終
止

連
体

巳
然

命
令

「
い
く

(行

)
」
は

、
各
活

用

形

い
つ
れ
も

一
応

そ

の
例

を

見
る

こ
と

が
で
き

る

が
、

「
い
く

(
生

)
」

に
は
、

使
用

さ
れ

る
活

用
形

に
か

た
よ

り

が
見

ら
れ

る
。

こ
れ

は
古
本

説
話
集

に
限

っ
た

こ
と

で
は
な
く

、
他

の
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資
料

に
も

同
様

の
傾

向
を

見

る

こ
と
が

で
き

る
。

「
い
く

(
生

)
」

の
各

活

用

形

の
使

用

状
態

を
中

古

の
資
料

に
求

め

る
と
次

の
よ
う

に
な
る
。

(
B

表

)

竹
取
物
語

伊
勢
物
語

古

今

集

蜻
蛉
日
記

落
窪
物
語

枕

草

子

源
氏
物
語

紫
式
部

日
記

更
級
日
記

新
古
今
集

計

未
然

連
用

終
止

連
体

巳
然

命
令

右

に
見

る
よ
う

に
、

「
い
く

(
生

)
」

の
使

用
例

の
大
半

は

、
連

用
形

と
命
令

形

で
あ

っ
て
、
あ

と

は
全
く

使
用
例

を

持

た
な

い
か
、
あ

る

い
は

微

々
た
る

も

の
で
し

か
な

い
。

そ

の
う

ち

、
命

令
形

は
す

べ

て
完

了

の
助

動
詞

「
り

」

に
接
し

た
も

の
で
、
命

令
法

の

「
い
け

(
生

)
」

の
形

は
、

和

泉
式

部

日
記

に
、

君
は
来

ず

た
ま

た
ま

見

ゆ
る
童

を
ば

い
け

と
も

今

は
言

は
じ

と

お
も

ふ
か

と
あ

る

「
い
け

(
行

)
」
と

の
掛
詞

と
し

て
用

い
ら

れ
た
も

の
が
わ
ず

か

に
そ

れ
か

と
さ

れ
る

ぐ

ら

い
で
、

ほ
と

ん
ど

そ

の
例

を
見

な

い
。
未

然

形

・

連

体

形
も

源
氏
物

語

に
わ
ず

か
各

一
例

を
見

る

だ
け

で
あ

る
。

源
氏

物

語

に
見

え
る

そ

の
未

然
形

の

一
例
も

、

限
り

と

て
別

る

る
道

の
悲
し

き

に

い
か
ま

ほ
し
き

は
命

な

り
け

り

(
桐

壺

)

と

い
う

や

は
り

「
い
く

(行

)
」

と

の
掛
詞

と
し

て
用

い
ら

れ
た
も

の
で

あ

る
。

こ
の
よ
う

に
連

用
形

・
命

令
形

以
外

は

ほ
と
ん

ど
そ

の
使

用
例
を

持

た

な

い
と
す

れ
ば
、

こ
の

「
い
く

(
生

)
」

と

い
う

動
詞

は
四

段
活
用

動

詞

と
し

て
は
甚

だ
不

完
全

な
も

の
で
あ

っ
た

と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

力
行

四
段
動

詞

の
非
音

便
形

が

口
頭
語

に

お

い
て
も

は
や
不

自

然

と
み
な

さ

れ

る
だ
け

の
情

勢

が
周
囲

に
醸

し
出

さ
れ

た
と
き

、

「
い
き

て

(
生

)
」

が

む
し

ろ
あ

っ
さ

り
と
古
来

の
四
段

の
座

を
捨

て
上

二
段

に
転
じ

て

い
っ
た

の
も
、

こ
う

し

た
四
段

活
用

動
詞

と
し

て
は
不

完
全

な
状

態

に
あ

っ
た

こ

と
が
幸

い
し

て

い
た

と
見

る

こ
と
が

で
き
よ
う

。

わ
ず

か
に

、
比
較

的
多

数

の
使

用
例

を
持

つ
命
令

形

の
み
が
、

「
お
き

て

(
起

)
」
な

ど

の
上

二

段

語

と
同
類

の

ご
と
く
類

推
し

て

い
く

こ
と

に
抵
抗

を
示

し
得

る

に
過
ぎ

な

い
が
、
し

か
し

そ

の
命

令
形

す

ら
も

既

に
そ

の
類
推

を

妨
げ
得

る

ほ
ど

の
力

は
失

い

つ
つ
あ

っ
た
も

の
と
思

わ

れ
る
。

先

述

の
よ
う

に
先

の
⑧

表

に
お
け

る
命
令

形

の
計

四
六
例

は
、
す

べ
て

完

了

の
助
動

詞

の

「
リ
」

に
続

く
も

の
で
、
し

か
も

そ

の
大

半

は

「生

け

る

」
と

い
う

「
リ
」

の
連

体
形

に
接

し

た
形

で
あ

る
。

使

用
例

の

こ
の
よ

う

な
固
定

化

は
、
命

令
形

の
働

き

の
弱
さ

を
示
す

も

の
で
あ

ろ
う

が

、
そ

の
ほ
と

ん
ど
唯

一
の
用
法

と

い

っ
て
よ

い
完

了

の
助

動
詞

「
り
」

と

の
接

続

用
法
も

次

第

に
衰

弱
し

つ

つ
あ

っ
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

完

了

の
助
動

詞

の

「
リ
」

は
、
中

古
以
来

、

次
第

に

「
タ
リ
」

に
摂

せ

ら

れ
よ
う

と
す

る
傾

向

に
あ

り

、
従

っ
て

「
生
け

り
」

の
命

令
形

+

リ

の
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形

は
、
次
第

に

「
生

き

た
り
」

と

い
う

連

用
形

+
タ

リ
の

形

へ
の
傾
斜

を

深

め
て

い
た

と
思

わ

れ

る
か
ら

で
あ

る
。

ま

た
、
宮

地
幸

一
氏

が
既

に
指
摘

さ

れ
て

い
る
よ
う

に
、
中

で
も
大

半

の
例

を
占

め

た

「
生

け

る
」

と

い
う

「
リ
」

の
連
体
形

に
続

い
た
形

は
、

「
リ

」

の
衰

退

と
共
ハ
に

「
生
け

る
」

と

譜

の
そ

の
形

で

一
語

的
性

格
を

強

め
、

固
定

化

さ

れ
て

い

っ
た
趣

き

が
あ

る
。

こ
の
よ
う

な
命

令

形
使

用

の
衰
弱

と
固
定

化

に
よ

っ
て
、

「
生

く
」

と

い
う

動

詞

は
、

わ
ず

か

に
連

用

形

の
み

が
ひ
と

り
十
全

の
機
能

を

発
揮

し

得

る

だ
け

の
心
も

と

な

い
状
態

に
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
そ

の
連

用
形

の
「
い

き

て

(
生

)
」

の
形

が
、

四
段

動
詞

と
し

て
は
も

は
や
不

都
合

と
さ
れ

る

程

の
情

勢

と
な

っ
た

と
き

、
そ

の
音

便
化

し
な

い
形
を

上

二
段
動

詞

に
類

推

し

て

い
く

の
は
、

む
し

ろ
自
然

な
成

り
行

き

で
あ

っ
た
と

さ
え

言
え

る

で
あ

ろ
う

。

し

か
る

に
、

「
い
く

(行

)
」

の
場

合

は
、
古
来

か

ら

の
四
段

活
用

の

座

が
固

定
し

き

っ
て

い
た
。
　

表

に

み
る
よ
う

に
、

「
い
く

(
行

)
」

は
、

と
も

か
く

そ

の
全

活

用
形
を

整

え
て
ま

ん

べ
ん
な

く
使

用
さ

れ

て

い
る
。

特

に

「
い
く

(生

)
」

の
場
合

と
は
違

っ
て
、

「
い
く

(
行

)
」
に
は

「
い

け

(
行

)
」

の
命

令

法

の
例

を
見

、
そ

れ

は
ま
た
実

際

の
ぞ

ん
ざ

い
な
言

語

生
活

に

お

い
て
は
、

欠
く

こ
と

の
で
き
な

い
重
要

な
形

で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

ま

た
、

「
い
か

(
行

)
」

の
未

然

形

の
例

も
多

い
。

こ
の
よ
う

に
四

段
活

用

と
し

て
の
定
着

度

が
高

い
と
、

「
い
く

く
生

)」

の
よ
う

に
身
軽

に
活
用

段
を
転

化
す

る

こ
と

は
、
ま

ず
不

可
能

で
あ

る
。

し

か
し

、

か
と

い

っ
て

「
い
き

て

(
行

)
」

の
非
音

便

の
形

で
あ
り
続

け

る

こ
と
は

で
き
な

い
。

音

便

現
象

が

2
か
ら

3

の
時

代

に
変

容

を
始

め
る

と

、
非
音

便

の
形

は
、

四
段

動
詞

と
し

て
は
次
第

に
不
自
然

な

も

の
と
な

っ
て
き

た

の
で
あ

る
。

も
ち

ろ
ん

こ

の
際

と
言

え

ど
も
、

「
い
き

て
(
行

)
」

の
非
音

便

の
形
を
他

の
力
行

四
段

動
詞

の
例

に
な

ら

っ
て
「
い

い
て

(行

)」

と
す

る

こ
と
は

で
き
な

い
。

音

便

と

い
う

新

た
に
生

じ

た
音
韻

現
象

が
形

態

の
領

域

に
ま

で
関

与
す

る
よ

う
な

情
勢

と
な

っ
て
、

「
い
く

(
行

)
」

と

い
う

動
詞

は
、

「
い

い
て

(
行

)
」

と

い
う
音

便
化
は

で
き
な

い
、
四

段

の
位

置
を
捨

て
て
他

の
活
用

段
を

選

ぶ

こ
と
は
不

可
能

、
か

と

い

っ
て

こ

の
ま

ま

「
い
き

て

(行

)
」

の
非
音

便

の
形

で
あ

り
続

け
る

こ
と

は

で

き

な

い
、
と

い
う

深

刻
な

自
己

矛
盾

に
陥

入

っ
て
し

ま

っ
た
と
言

え

る
。

基
本

語

と
し

て
日
常

の
言

語
生

活

に
大

き

な
比
重

を
持

っ
て

い
る

「
い
く

(行

)
」

の
よ
う

な

語

が
、

こ

の
よ
う

な
不

安
定

な
状

態

で

い

つ
ま

で
も

放

置
さ

れ
た
ま

ま

で

い
る
わ
け

に

は

い
か
な

い
。

こ
の
深
刻

な
事
態

を
解

決
す

る

た
め

に
、

い
わ
ば
窮

余

の

一
策

と
し

て
選

ば

れ
た

の
が
、

促
音

便

と

い
う

変

則
的

な
音

便
化

で
あ

っ
た

と
見

る

こ
と
が

で
き
よ
う

。

三

 

「
い
く

(
生

)
」

が
四
段

か

ら
上

二
段

に
転
化

し

「
い
く

(
行

)
」

が

た

だ

一
語
変

則
的

な

促
音
便

を

と
る

こ
と
を

、
以
上

の
よ
う

に
力
行

四
段

動
詞

の
イ

音
便

現
象

と
関
連

づ
け

て
捉

え
る

こ
と
が

で
き
る

と
す

れ
ば
、

そ

こ
か
ら
逆

に
、
そ

れ
ら
を

そ

こ
ま

で
追

い

つ
め
て

い
た
当
時

の
音

便
状

態

を
知

る
手

が

か
り

と
す

る

こ
と
が

で
き
よ
う
。

「
い
く

(
行

)
」

が

「
い
っ
て

(
い
て

)
」

と
な

っ
た
時
期

に

つ
い
て

は

い
ま

十
分

調
査

が
及

ば
な

い
。

訓
点
資

料
あ

る

い
は
訓

読
調

の
強

い
資

料

に
は

「
ゆ
く
」

の
形

で
あ

ら
わ

れ
、

「
い
く

」

の
形

は
見
出

し
難

い
な

ど
資
料

的
制

約

が
大
き

い
び
従

っ
て

こ
の
点

か
ら

の
推
測

は
将
来

に
残

し

て
、

い
ま

は

「
い
く

(生

)
」

の
上

二
段

転
化

の
面

か
ら
あ

る

程
度

の
目
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安

を

た
て

・
お
く

に
と
ど

め
て

お
き
た

い
。

「
い
く

(
生

)
」

が
四
段

か
ら
上

二
段

に
転

じ

て

い

っ
た
時

期

に

つ

い

(
12

)

て
は
、

既

に
宮
地
幸

一
氏

に
詳
細

な
調
査

が
あ

る
。

そ

の
早

い
例

に
は
、

た

と
え
ば

次

の
よ
う

な
も

の
が
あ

る
。

○
父
討

れ

ぬ
と
聞

け
ば

、
自

害
を

も

せ
で
、

尼

に
属

し

て
か

ひ
な
き

命

い

き

ん
と
歎

く

こ
そ
無

下
な

れ
。

(
平

治
物

語

)

○
又

い
き

ん
と

や
思

召
す

又
死

ん

と
や
思

召
す
。
(
長
門
本

平
家

物
語

)

○
そ

れ
も
生

く

る

は
少

く

死
者

は
多

く
そ

あ
り

け
る
。
(
右
同

)

○
わ
ず

か

に
か

ひ
な
き

命

ば
か
り

は
生

く

れ
ど
も

国

々

の
民

百
姓

と
な

り

て
所

々
に
か
く

れ
居

た

り
。

(
右

同

)

○
此

の
里

の
人

々
疾

く
逃

げ
退
き

て
命

を
生

き
よ
。

(宇

治
拾

遺
物

語

)

○
身

ば
か

り
は
命

も
生

き

よ
と
内

々
に
申

し
た

ら
ん

か
ら

に

(愚

管
抄

)

「
い
く

(
生

)
」

の
上

二
段
活

用

の
明

ら
か
な

例

は
、

だ

い
た

い
鎌
倉

時

代

ご
ろ

か
ら
散

見
す

る

よ
う

で
、

そ
れ

以
前

の
も

の
は

旧
来

の
四
段
活

用
と

見
な
す

べ
き
も

の
ば

か
り

で
あ

る
。

先

述

の
よ
う

に
、

「
い
き

て

(
生

)
」

と

い
う

非
音

便

の
形

が
四
段

動

詞
と

し

て
は
不
自

然

な
状
態

と
な

っ
て
、

そ

の
音

便
し

な

い
形

が
上

二

段

へ
の
類

推

を
呼

ん
だ

と
す

れ
ば

、
そ

の
よ
う

な
非

音
便

の
形

を
不

自
然

と

す

る
だ
け

の
力
行
イ
音

便

の
質
的

な
転

換

が

こ

の
鎌
倉

時
代

頃

に
な
さ

れ

た

と
予
測
す

る

こ
と
が

で
き
よ
う

。

「
い
く

(生

)
」
と

い
う
動

詞
は

、

鎌
倉

時
代

頃
を

境

と
し

て
四
段

か
ら

一
転

し

て
す

べ
て
上

二
段

に
な

っ
た

わ
け

で

は
も
ち

ろ

ん
な

い
。

明
ら

か
に
四

段
活

用
と

認
む

べ
き
も

の
も

そ

れ
以

後

に
す

く

な
く

な
く

、

そ

の
伝

統

の
強
さ

を
思

わ
ず

に
は

い
ら

れ
な

い
。

も
し

「
書

き

て

・
書

き

た
」

「
着
き

て

・
着
き

た
」
な

ど

の
非
音

便

の
形

が

、
鎌
倉

時
代

以
降

も

口
頭
語

に
な

お
普

通

に
あ

り
得

た

の

で
あ

れ

ば
、

「
生
く

」
も

「
生

き

て
」

の
形

で
、
そ

の
伝

統
的
な

四

段
活

用

の
座

を
守

っ
て

い
た

こ
と

で
あ

ろ
う

。

「
生

く
」

と

い
う

動

詞
は

、
鎌
倉

時
代

以
前

に
は

日
増

し

に
イ

音
便

化

の
現
象

が
勢
力

を
増

し

て

い
た
中

で
な

お

四
段

活
用

と
し

て

の
働

き
を

保
ち

続
け

て

い
た

の
で
あ

る
。

そ
れ

が
何
故

、

鎌
倉
時

代
頃

に
至

っ
て
は
じ

め

て
上

二
段

へ
の
類

推
を
呼

び
起

し

た

の
か
、

と

い
う

こ
と
は

や
は
り

注
意

し

て
お

か
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
こ
と

で
あ

る
。

二

つ

の
事
象

の
間

に
強

い
同
類
意

識

が
生
ず

る

こ
と

に
よ

っ
て

「
類

推

」

は
起

る
。

「
い
き

て

(
生

)
」

の
そ

の
形

が
、
上

二
段

の
「
お
き

て
(
起

)
」

な

ど
と

の
間

に
同
類
意

識
を

生
ず

る
よ
う

に
な

っ
た

と

い
う

の
は

、
即

ち

周
囲

の
イ
音

便
化

の
情

勢

の
中

で

「
い
き

て

(
生

)

」

の
そ

の
形

が
孤

立

化
し

て

い
た

こ
と
を
意

味
す

る

こ
と

に
他
な

ら
な

い
。

音

便

が
音

韻

現
象

と
し

て

の
位

置

か
ら
文
法

現

象

の
段
階

に
進
展

し

た

時
期

は
も

ち
ろ

ん

一
線

を

も

っ
て
画

せ
る
よ
う

な

も

の
で
は

な

い
○

そ

の

変
化

は

徐

々
に
進
行

し

て

い
た

こ
と

で
あ
ろ
う

し

、
個

人
的

に
も

遅
速

が

あ

っ
た

で
あ
ろ
う

。

ま
た

、

こ
の
問
題

に
と

っ
て
詳
密

な
時

期

の
比
定

が

そ

れ
ほ

ど
重
要

で
あ

る
と

も
思

え
な

い
。

た
だ

力
行
イ

音
便

の
性
格

の
変

化

が
お
よ

そ
鎌
倉

時

代
前

後

に
起

っ
た

ら
し

い
と

い
う

推
定

に
と

ど

め
て

お
く

こ
と
で

こ

の
際

十
分

で
あ

ろ
う

と

思
う
。

こ

の
よ
う
な

音
便

の
問

題
を
通

し

て
も

、
古
典

語

か
ら
近

代
語

へ
の
脱

皮

を
や

は
り
鎌
倉

時

代

と

い
う

こ
の
時

代

に
見

る

こ
と
に
深

い
興

味
を

覚

え

る
。

し
か
し

、

こ
と
は

わ
ず

か

力
行

の
イ
音

便

一
つ
に
限

る

こ
と

で
あ

る
。

厳
密

に
は
ガ
行

の
イ
音
便

に

つ
い
て
も

保
証

し

か
ね

る

こ
と
で
あ

る

が

、
た

だ
、

そ

の
最

も
初

期

の
段
階

か
ら
見

え

以
後
も

ご
く

あ
り

ふ
れ
た

音

便
現
象

で
あ

る

こ

の
力
行

イ
音
便

の
お
よ
そ

の
そ

の
性
格

転
換

の
時

期
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を

知

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

他

の
音

便

に

も

あ

る

程

度

の

目

安

を

与

え

る

こ

と

は

で

き

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

.

注

1
、

土
井
忠

生

「
近
古

の
国
語
」

『国
語
科
学

講
座
』
第
四
巻

63
P

「
イ
音
便
。
中
古

に
於
け

る
イ
音

便
は
力
行
サ
行

に
早
く
あ

ら
は
れ
、
近
古

に
入

っ
て
も
、

こ
の
両
行

の
イ
音
便

が
最

も
勢

力
を
得
た
。
ガ
行

の
イ
音
便

は
、
中
古

に
も
存
し
た
が
極
め

て
稀

で
あ

っ
て
、
鎌
倉

時
代

に
も
尚
多
く

は
な

い
。
室

町
時

代
に
な

っ
て
、

力
行
サ
行

及
び
ガ
行

の
四
段
活
用
動
詞

の
連

用
形
は
話
言
葉

に
於

て

「
い
」

の
語
尾
を

と
る
の
が
本
龍

と
な

っ
た
。
」

浜

田
敦

「中
世

の
文
法
」

『
日
本
文
法

講
座
3
文
法
史
』
鵬

P

「
動
詞

の
場
合
、
主

と
し

て
四
段

形
式

の
も

の
の
連
用
形

に
見

ら
れ
る

「音

便
」

に

つ
い
て
は
、
そ
の
始
ま

っ
た
時
期
は

一
応
前
代

に
あ
る
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が

一
般
的

に
な
り
、

し
た
が

っ
て
単

な
る
音
韻
現
象

で
は
な

く
、
む
し
ろ
文

法
的

、
形
態
的
な
も

の
と
な

っ
た
の
は
、
や
は
り
中
世

に
あ

る
と
言

っ
て
よ

い
。

(中

略
)
も

っ
と
も
、

「行
き
た
」
な
ど
と

い
う
現
代
語

で
は
あ

り
得

な

い
形
が
、

ま
だ
中

世
末
期
な

い
し
近
世
初

期
頃

ま
で
の
文
献
に
決
し

て
珍
し

く
は
な

い
け
れ

ど
も
、
し
か
し
そ
れ
も
言

わ
ば
特

殊
な
表

現
に
属
す
る
も

の
で
、

や
は
り
普
通

に

は

「
行

っ
た
」
と

か

「行

い
た
」
が
話

し

こ
と
ば
と
し
て

は
正
規

の
形

だ

っ
た
の

で
あ
る
。

」

2

築
島

裕

『平
安
時
代
語
新
論
』
5

P

3
、
湯

沢
幸
吉
郎

「室
町
時
代
言
語

の
研
究
』
08

P

1

4
、

「
行
キ
タ
」
は
本
抄

の
仮
名
書

き
例

か
ら

「
ユ
キ
タ
」

で
あ

る
蓋
然
性

が
大
。

「漢
書

抄
」
「論
語
聞
書
」

の
イ
音
便
表
記

の
実
態
は
、
出
雲
朝
子

「抄
物

に
お
け

る
ラ
行
四
段
動
詞

の
音
便
形

に
つ

い
て
」

『
佐
伯
梅
友
博
士
古
稀
記
念
国
語
学
論

集

・
49

P

51
P

5
、
橋
本

四
郎

「

『
行
く
』

の
音
便
」
女
子
大
国

文
12

6
、
亀
井
孝

「
口
語
の
慣

用

の
徴
証

に
つ
き

そ
の
発
掘

と
評
価
」
国
語
学

76

7
、
出
雲
朝
子

「抄
物

に
お
け
る
ラ
行
四
段

動
詞
の
音
便

形
に

つ
い
て
」
『佐
伯
梅
友

博
士
古
稀
記
念
国
語

学
論
集
』

「各
種

の
抄
物

の
調
査

か
ら
言
え
る

こ
と

は
、
室

町
時
代

の
口
頭
語
に
お

い
て
は
、

ラ
行
四
段
活

用
動

詞
連
用
形

の
促
音
便
化

は
な
お
進
行

の
過
程

に
あ

り
、
応
仁
以

前

に
お
い
て
は
、
特
殊

な
場
合
を
除

い
て
は
、
む
し
ろ
原
形

の
方
が
、
ど
ち
ら
か
、

と

い
う
場
合
口
に
選
択

さ
れ
る
、

い
わ
ば
標
準
的
な
言

い
か
た
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
と

い
う

こ
と
て
あ

る
。

」
2

P

5

「ラ
行
以
外

の
動

詞
の
音

便
形
は
す

で
に
固
定
化
し

て

い
て
、
ラ
行
の
場
合

の
よ

う

に
流
動
的

で
な

か

っ
た
と

い
う

こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
」
27

P

5

8
、
恐
ら
く

「借

り

・
借

る
る

・
借
る
れ
」

の
上
二
段

の
形
を

と
る
こ
と
な
く
、
た

だ
ち

に
上

一
段

「借

り
る
」
を
成
立
さ
せ
た
も

の
と
思
わ

れ
る
。

そ
れ
を
可
能

に

し
た

の
は
、

そ
の
地
方

の

一
段
化

の
進
展
が
早

か

っ
た
か
ら

で
あ

る
と
考
え
る
。

「借
り
る
」

の
成

立
過
程
に

つ
い
て
は
、
具
体
的
な
資
料

に
拠

っ
て
別
に
詳
述
し

た

い
。

9
、
橋
本
四
郎

「
『行
く

』
の
音
便
」
女
子
大
国
文

12

10
、
そ

の
他
、
両
者

の
口
頭
語
に
お
け
る
使
用
頻
度

の
差
、

ア
ク
セ

ン
ト
の
違

い
な

ど
考
え
ら
れ

る
が
、

そ
れ
ら
が
関
係
し
た
か
ど
う
か
は
分
ら
な

い
。

い
つ
れ
に
し

ろ

こ
れ
ら

は
大
き
な

理
由
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
。

11

宮
地
幸

一

「動
詞
漸
移

相
の
研
究
一
」
国
語
研
究

4

12

右
同
。

13
、

こ
の
時
代

に
、

「生

く
」
と

い
う

動
詞

の
四
段
ら
し
さ
を
示
し

て

い
た

「生

け

+
り
」

と
い
う
命
令
形

の
決
定

的
な
衰
滅

が
あ

っ
て
、
上
二
段

へ
の
類
推

が
果

さ

れ
た

の
で
は
な

い
か
と

い
う
考

え
方
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し

か
し

、
連

用
形
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以
外

の
活
用
形
を
持

た
な
か

っ
た
と
は
考
え

が
た

い
「借
る
」
が
、
連
用
形

の

「
か

り

て
」

の
形

の
不
都
合

さ
の
故
に
活
用
段
を
転
化
し

た
よ
う

に
、

こ
の
種

の
変
化

に
は

口
頭
語

に
お

い
て
大

き
な
比
重
を
も

つ
連

用
形

の
事
情

が
大
き
く
作
用
す
る

も

の
と
考
え

ら
れ
る
。

「行

(
い
)
く

」
の

「
い
っ
て

(
い
て
)
」

の
促
音
便

は
、
史
記
抄
な
ど

に
既

に
見

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
よ
り

一
時
代
前

に
成

立
し
て

い
た

こ
と
は
充
分

考
え
ら

れ
る
。

文
献

の
徴
証
に
期
待
す

る
こ
と
大
。
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