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一

現
在
の
奄
美
・
沖
縄
方
言
で
は
、
ハ
行
四
段
動
詞
を
ラ
行
四
段
化
す

る
地
域
が
広
く
認
め
ら
れ
る
。
内
間
直
仁
氏『

琉
球
方
言
文
法
の
研
究』

(

笠
間
一
九
八
四)

に
よ
る
と
、
沖
縄
県
本
部
町
並
里
方
言
の｢
思
う｣

は
、
語
幹
は

｢����｣
と
な
り
、
次
の
よ
う
に
活
用
す
る
。

志
向
形

未
然
形

条
件
形

命
令
形

連
用
形

� ������ �����〈�〉� ������� ������� ����

こ
れ
は
、
奄
美
沖
永
良
部
島
田
皆
・
具
志
川
市
上
江
洌
・
浦
添
市
小

湾
・
伊
是
名
村
勢
理
客
・
本
部
町
瀬
底
・
東
村
有
銘
・
与
那
城
村
平
安

座
・
豊
見
城
村
饒
波
な
ど
奄
美
方
言
の
一
部
、
沖
縄
方
言
に
広
く
行
わ

れ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
琉
球
方
言
全
体
が
例
外
な
く
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
喜
界
島
志
戸
樋
・
大
島
名
瀬
市
名
瀬
・
瀬
戸
内
町
古
仁

屋
・
徳
之
島
井
之
川
・
久
米
島
鳥
島
・
先
島
な
ど
は
、����

語
幹

で
あ
る
。
ま
た
、
動
詞
語
彙
に
よ
っ
て
も
、
若
干
相
違
が
あ
る
よ
う
で

あ
る
が
、｢

買
う｣

｢

笑
う｣

｢

言
う｣

に
つ
い
て
も
、
内
間
氏
に
よ
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

志
向
形

未
然
形

条
件
形

命
令
形

連
用
形

買
う��� ����� ����� ��� ��� ����� �(
上
江
洌)

笑
う������������������� �����������

(

小
湾)

言
う� ���� ���� ����� ���� ��

(

小
湾)
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ハ
行
四
段
動
詞
の
ワ
行
化
を
経
て
、
ラ
行
四
段
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、『
お
も
ろ
さ
う
し』

に
お
い
て
は
、
ハ
行
四
段
動
詞
は
表
記
上

は
、
ま
だ
、
ハ
行
な
い
し
ワ
行
四
段
の
ま
ま
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
ハ

行
四
段
動
詞
の
ラ
行
四
段
化
は
、
お
も
ろ
以
降
と
考
え
る
べ
き
と
す
る

見
解
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る(

内
間
氏『

琉
球
方
言
文
法
の
研
究』

第
１
章

第
５
節

｢
ハ
行
四
段
系
動
詞
の
通
時
的
考
察｣

等)

。

仲
宗
根
政
善
氏
は
、

ハ
行
四
段
は
、
ま
だ
お
も
ろ
で
は
、
一
般
に
ラ
行
四
段
化
し
て
い
な

い
。
た
だ

｢

た
ほ
う｣

(

賜
う)
の
命
令
形

｢

た
ほ
れ｣

の
一
例
が

異
例
と
し
て
出
て
い
る
。

と
し
て
一
つ
だ
け
ラ
行
四
段
化
を
思
わ
せ
る
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
ら
れ
る

(

注
１)

。
ラ
行
四
段
化
の
唯
一
の
例
か
と
い
う
の
は
、
次
の
例
で

あ
る

(

注
２)

。
阿
嘉

あ

か

の
お
祝
付

ゑ

つ

き
や

饒
波

ね

は

の
お
祝
付

ゑ

つ

き
や

牛う
し

乞こ

わ
ば

吾あ
ん

に

賜た
ぼ

れ

又

下し
も

の
世
の
主ぬ
し

の
按
司
あ

ぢ

の
又
の
按
司
あ

ぢ

に

(

お
も
ろ
卷
八
・

四
四
七

阿
嘉
の
お
祝
付
き
、
饒
波
の
お
祝
付
き
は
、
お
祈
り
を
し

ま
す
。
下
の
世
の
主
が
、
按
司
の
中
の
按
司
が
、
実
に
立
派
な
こ
と

よ
。
按
司
様
、
牛
を
く
だ
さ
い
と
乞
う
た
な
ら
ば
、
ぜ
ひ
私
に
く
だ

さ
い
。)

こ
の
こ
と
に
や
や
関
係
が
あ
る
も
の
に
、｢

オ
モ
ロ｣

の
語
源
の
問

題
が
あ
る
。
外
間
守
善
氏
は
、

�

久
志
村
汀て

い

間ま

の
ウ
ム
イ
で

｢

う
む
り｣

と

｢

う
む
い｣

が
同
義

語
と
し
て
謡
わ
れ
て
い
る
こ
と

�
国
頭
村
阿
波
の
オ
モ
リ
で
は
、｢

お
も
り
ぐ
わ｣

と

｢

か
な
し

ぐ
わ｣

が
同
義
語
と
し
て
謡
わ
れ
て
お
り
、｢

か
な
し
ぐ
わ

(

愛

し
子)｣

と
対
応
す
る

｢

お
も
り
ぐ
わ｣

が

｢

思
い
子｣

で
あ
る

こ
と
は
明
白
で
、
こ
れ
は
、『

お
も
ろ
さ
う
し』

の

｢

お
も
ひ
子｣

に
あ
た
る
。

な
ど
の
例
を
上
げ
て
、｢

オ
モ
ロ｣

｢

思
う｣

説
を
唱
え
て
お
ら
れ
る

(

注
３)

。

ハ
行
四
段
動
詞

｢

オ
モ
フ

(

ウ)｣

が
ラ
行
四
段
化
し
て

｢

ウ
ム
ル｣

と
な
り
、
大
和
風
の
表
記
に
引
か
れ
て｢

オ
モ
ロ｣

と
い
う
字
面
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

外
間
氏
に
よ
る
と
、『

お
も
ろ
さ
う
し』

以
外
の
文
献
に
も

｢

オ
モ

ル｣

と
い
う
か
た
ち
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

○
僧
袋
中

『

琉
球
神
道
記』

(

一
六
〇
五)

中
の

｢

御
唄｣

の
文
字

に
〈
オ
モ
リ
〉
の
振
り
仮
名

(

第
五
卷)

が
あ
る
。

○『

中
山
世
鑑』

(

一
六
五
〇)

｢

キ
ミ
テ
ズ
リ
ト
申
ス
ハ
、
天
神
也
。

国
主
世
継
ノ
後
、
一
代
ニ
一
度
、
出
現
有
テ
、
国
主
万
歳
ノ
寿
ヲ

シ
給
神
也
。
二
七
ノ
託
遊
也
。
ヲ
モ
ル
ハ
其
時
ノ
託
宣
也｣

(

文

脈
か
ら
考
え
て
、
こ
の

｢

ヲ
モ
ル｣

は
、
オ
モ
ロ
と
考
え
ら
れ
る
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と
い
う)

『
お
も
ろ
さ
う
し』

は
、
卷
第
一
は
嘉
靖
一
〇

(

一
五
三
一)

年
成

立
、
卷
第
二
は
万
暦
四
一

(

一
六
一
三)

年
、
卷
第
三
以
降
は
天
啓
三

(

一
六
二
三)
年
の
成
立
で
、
こ
の
こ
ろ
、
ハ
行
四
段
動
詞

｢

思
う｣

か
ら
、
ラ
行
四
段

｢
オ
モ
ル

(

ウ
ム
ル)｣

が
で
き
て
い
た
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
立
場
の
よ
う
で
あ
る
。

外
間
氏
は
、
ハ
行
四
段
動
詞
の
ラ
行
四
段
化
は
、
動
詞
連
用
形
に

｢

居
り｣

が
後
接
し
て
、
終
止
形
と
連
体
形
の
区
別
が
失
わ
れ
る
過
程

を
経
て
成
立
し
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

お
ら
れ
る

(

注
４)

。

現
代
琉
球
方
言
の
ハ
行
四
段
動
詞
は
、
ラ
行
四
段
化
し
て
い
て
、

特
異
な
形
を
み
せ
て
い
る
が
、
資
料
で
は
、
ハ
・
ワ
行
の
混
乱
だ

け
で
、
ラ
行
四
段
化
の
き
ざ
し
は
、
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
す
べ
て
の
動
詞
に
複
合
す
る
〈
居
り
〉
の
当
時
の
活
力
か
ら

す
れ
ば
、｢

思
ひ
＋〈

居
り〉｣

の
複
合
に
よ
る
ラ
行
変
格
化
が
考

え
ら
れ
、
更
に
、
後
述
す
る
終
止
形
と
連
体
形
の
統
合
に
よ
る
ラ

行
四
段
化
へ
の
変
遷
を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
ハ
行
四
段
動
詞
の
ラ
行
四
段
化
は
、
外
間
氏
の
よ
う
に

｢

居
り｣

の
下
接
と
そ
の
四
段
化
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
よ
り
、
最
近

は
、
動
詞
活
用
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
語
形
態
の
音
変
化
な
ど
の
た
め
に

活
用
段
の
動
揺
が
生
じ
、
連
用
形
な
ど
一
部
の
形
態
の
相
似
が
引
き
金

に
な
り
、
類
推
変
化
を
生
じ
た
、
と
考
え
る
人
の
方
が
多
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

先
引
内
間
直
仁
氏

(『

琉
球
方
言
文
法
の
研
究』

笠
間
一
九
八
四)

は
、〈

思
う
〉
の
連
用
形
が����� �

↓�����

↓� � ���

と
変
化
し

て
い
く
一
方
で
、〈
取
る
〉
の
連
用
形
も�����

↓���

と
変
化
し

て
い
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
両
者
は
そ
の
語
幹
末

構
造
お
よ
び
語
尾
に
お
い
て
全
く
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
加

え
て
連
用
形
は
琉
球
方
言
に
お
い
て
、
そ
の
用
法
が
多
岐
に
わ
た
っ

て
お
り
、
使
用
頻
度
も
高
い
。
そ
こ
で
、
両
者
の
間
に
は
連
用
形

を
契
機
と
し
て
容
易
に
類
推
が
は
た
ら
き
え
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。

と
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
高
橋
俊
三
氏
は

(

注
５)

、

未
然
形

連
用
形

接
続
形

進
行
形

問
う

と
わ

と
い

と
う
て

と
よ
る

���������������������
通
る

と
う
ら

と
う
り

と
う
て

と
う
よ
る

���������������������
未
然
形
・
連
用
形
・
進
行
形
の
語
幹
は

『

お
も
ろ
さ
う
し』

で
は
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｢
と｣

で
あ
る
が
、
首
里
方
言
で
は���
で
あ
る
。
こ
れ
は
音
韻
変

化
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、｢

問
う｣

の
接
続
形

｢

と
う
て｣

と
、

｢

通
る｣
の
接
続
形
の

｢

と
う
て｣

が
音
韻
的
に
同
じ
で
あ
り
、｢

通

る｣

の
語
幹
は

｢

と
お｣

で
あ
る
と
い
う
意
識
に
よ
り
、｢

問
う｣

の

｢

と
う｣
も
語
幹
で
あ
る
と
類
推
し
、
未
然
形
・
連
用
形
・
進
行

形
の
語
幹｢

と｣
を｢
と
う｣

に
置
き
換
え
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん

｢

と｣

と���
が
音
韻
的
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
こ
の

置
き
換
え
を
容
易
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、｢

問
う｣

の

進
行
形
が�������
と
な
り｢

通
る｣
の
そ
れ
と
同
じ
形
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、｢

り｣

の
子
音
脱
落
現
象
が
規
則
的
に
生
ず
る
に
及
び
、

｢

問
う｣

の
連
用
形
も����
と
な
り
、｢
通
る｣

の
そ
れ
と
同
じ
形

に
な
っ
た
。
残
さ
れ
た
未
然
形

｢

と
う
わ｣

は
長
音
＋
半
母
音
と
い

う
不
安
定
で
活
用
の
不
明
確
な
形
に
な
り
、(

終
止
形
・
連
体
形
な

ど
で
は
も
っ
と
不
明
確
な����
と
な
り)

、
そ
の
補
強
と
し
て
、

｢

通
う
て｣

の

｢

と
う｣

と

｢

て｣

の
間
に
も
と

｢

り｣

が
あ
っ
た

と
い
う
意
識
か
ら
、｢

問
う
て｣

の

｢

と
う｣

と

｢

て｣

の
間
に

｢

り｣

が
あ
っ
た
と
類
推
し
、
未
然
形
の
活
用
語
尾

｢

わ｣

を

｢

ら｣

に
替
え
た
。
か
く
し
て
ラ
行
四
段
活
用
化
が
完
成
し
、
今
日
の
首
里

方
言
で
は

｢

問
う｣

と

｢

通
る｣

は
全
く
同
じ
活
用
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

と
、
ラ
行
四
段
動
詞
と
の
類
推
の
結
果
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。

二

『

お
も
ろ
さ
う
し』

に
尊
敬
の
動
詞
、
補
助
動
詞
と
し
て

｢

お
わ
る｣

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
仲
宗
根
政
善
氏

｢

お
も
ろ
の
尊
敬
動
詞

『

お
わ
る』

に
つ
い
て｣

(『

沖
縄
学
の
黎
明』

一
九
七
六)

と
い
う
研
究
が
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
敬
語
と
し
て
の
観

点
か
ら
の
論
述
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
に
つ
い
て

は
、
同
時
に
そ
の
形
態
面
に
つ
い
て
も
う
少
し
注
意
を
は
ら
っ
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

�
し
よ
り

お
わ
る

て
た
こ

(

五
・
三
九)

�
ゐ
ち
へ

お
わ
れ
は

き
よ
ら
や

つ
ち
ゑ

お
わ
れ
は

み

ほ
し
や

(

五
・
三
九)

�
み
や
こ
し
ま

は
ち
へ

お
わ
れ

(

一
・
三
六)

｢

い
ら
っ
し
ゃ
る｣

と
い
う
意
の
本
動
詞
と
し
て
の
用
法
で
あ
る
が
、

｢

来
お
わ
る｣

｢

ち
ょ
わ
る｣

で
同
様
の
意
味
を
表
す
こ
と
が
あ
る
。

�
あ
ち
お
そ
い
や

い
み
や
か
ら
と

す
ゑ
ま
さ
て

ち
よ
わ
る

(

七
・
一
六)

�
首
里
も
り

ち
よ
わ
る
／
ま
玉
も
り

ち
よ
わ
る(

一
・
一
三)

�
き
こ
ゑ
あ
ん
し
お
そ
い
き
や

し
よ
り
も
り

ち
よ
わ
れ
は

け
よ
も

あ
ち
や
も

お
み
き
や
う
よ

お
か
む
す
か
ま
さ
り
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(

七
・
四
五)

�
あ
ん
し
お
そ
い
す

と
も
も
す
へ

ち
よ
わ
れ

(

一
・
六)

�
て
に
か

し
た

た
い
ら
け
て

ち
よ
わ
れ

(

一
・
一)

｢

輝
き
お
わ
れ｣
が

｢

か
か
ち
よ
わ
れ｣

、｢

見
お
わ
れ｣

が

｢

み
よ
わ

れ｣

、｢

め
し
お
わ
れ｣

が

｢

め
し
よ
わ
れ｣

｢

ふ
さ
い
お
わ
る｣

が

｢

ふ
さ
よ
わ
る｣

の
よ
う
に
融
合
変
化
す
る
。

�
月

て
た
の

や
に

て
て

か
か
ち
よ
わ
れ

(

八
・
六
七)

�
ゑ
け

人

お
そ
て

み
よ
わ
れ

又

う
ま
か
な
し

め
し

よ
わ
れ

(

一
六
・
一
二)

�
あ
ら
か
き
の

ね
た
か
も
り
く
す
く

て
た
か

ふ
さ
よ
わ
る

く
す
く

(

二
・
二
一)

｢

か
け
お
わ
れ｣

の
よ
う
に
エ
段
音
の
後
で
は
、｢
お｣
が
脱
落
す
る
こ

と
が
あ
る
。
イ
と
エ
の
区
別
が
な
お
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
証
で
あ
ろ

う
。

�
い
と

わ
た
ち
へ

か
け
わ
れ

(

三
・
六)

こ
の

｢

お
わ
る｣

が

｢

お
わ
す｣

か
ら
出
た
こ
と
は
、
は
や
く
か
ら

指
摘
の
あ
る
と
お
り
で
疑
い
の
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

『

お
も
ろ
さ
う
し』

に
は
、｢

お
わ
す｣

も
同
時
に
よ
く
使
わ
れ
て
い

て
、
連
用
形

(

四
段
に
活
用
さ
せ
た
可
能
性
が
大
き
い)

は
、｢

イ｣

の
か
た
ち
に
な
っ
て
、｢

て｣

に
続
い
た
場
合
、
そ
れ
を

｢

チ
エ｣

と

口
蓋
化
し
て
い
る
。

�

く
め
の
し
ま

お
わ
ち
へ

(

久
米
島

お
わ
し
て

一
一
・
七

〇)

�

世

そ
う

せ
ぢ

も
ち
よ
わ
ち
ゑ

(

世
添
う
せ
ぢ

持
ち
お

わ
し
て

五
・
二
〇)

｢

持
ち
お
わ
し
て｣

の
よ
う
に
イ
段
音
に

｢

お
わ
す｣

が
続
く
と
き
は
、

｢

持
ち
よ
わ
イ
ち
え｣

の
よ
う
に
融
合
し
て

｢

よ｣

に
な
る
が
、
エ
段

音
に
続
く
と
き
は

｢

お｣

が
脱
落
す
る
こ
と
は
、
先
の

｢

お
わ
る｣

の

場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

�
よ
り
み
ち
へ
に

お
れ
わ
ち
へ

(

寄
り
満
て
に

降
れ
お
わ
し

て

一
・
三
四)

次
の
例
は
、｢

い｣

の
仮
名
に
な
っ
て
い
る
が
、｢

よ｣

と
融
合
し
て
い

な
い
の
は
、
た
し
か
に

｢

イ｣
｢

エ｣

の
音
に
ま
だ
区
別
の
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

�
た
ま
よ

そ
ろ
い
わ
ち
へ(

玉
を

揃
え
お
わ
し
て

二
・
九)

｢

来
お
わ
し｣

が

｢

ち
ょ
わ
い｣

と
な
る
の
も

｢

お
わ
る｣

の
場
合
と

同
じ
で
あ
る
。

�
か
つ
れ
ん

し
よ
さ
く
も
い
か
な
し

お
な
り
ゑ
け
り

ち
よ

わ
い

か
な
し
け
さ

(

一
六
・
一
九)

｢

来
お
わ
し
居

(

を)

る｣

が

｢

ち
よ
わ
よ
る｣

と
な
る
の
は
、｢

来
お

わ
し｣
の

｢
し｣

が

｢

イ｣

と
な
る
た
め
で
、
こ
れ
か
ら
す
る
と

｢

お

わ
ち
え｣

の
よ
う
な

｢

て｣

に
続
い
た

｢

お
わ
し
て｣

も
含
め
て
、
サ
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行
イ
音
便
の
よ
う
な
形
態
変
化
で
は
な
く
、｢

シ｣

が

｢

ヒ｣

を
経
て

弱
化
し
て

｢

イ｣

と
な
っ
た
音
韻
変
化
と
考
え
ら
れ
る
。�
の

｢

ち
よ

わ
い

(
来
お
わ
し)｣

の
連
用
中
止
の

｢

イ｣

の
か
た
ち
も
そ
の
こ
と

を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

�
あ
か

な
さ
か

ち
よ
わ
よ
り

も
ち
ろ
ち
へ

こ
か

き
よ

る

き
よ
ら
や

(
二
・
四
三)

�
の
ち
ま
さ
り

ち
よ
わ
よ
る

き
よ
ら
や

(

九
・
一)

と
こ
ろ
で
、｢

お
わ
す｣

が
四
段
活
用
で
あ
る
と
す
る
と
、
未
然
形

の
か
た
ち
が
問
題
に
な
る
。
高
橋
俊
三
氏
に
よ
る
と
、『

お
も
ろ
さ
う

し』

の
未
然
形
は
、

�
単
独
で
文
節
を
作
り
、
推
量
・
意
志
・
勧
誘
の
意
を
表
す
。
終

助
詞

｢

や｣

が
つ
い
て
詠
嘆
的
に
文
を
終
わ
る
こ
と
や
、
終
助

詞

｢

い｣

が
つ
い
て
軽
い
疑
問
を
あ
ら
わ
し
て
文
を
終
わ
る
こ

と
も
あ
る
。

○
あ
ん
は

か
み

て
づ
ら

か
み
や

あ
ん

ま
ぶ
れ

(
私

は
神
を
祈
ろ
う
、
神
は
私
を
守
れ)

〈
二
の
四
五
〉

○
や
ま
と
い
く
さ

よ
せ
ら
や

(

大
和
の
軍
勢
が
寄
せ
て
来
る

で
あ
ろ
う
よ)

〈
二
〇
の
三
四
〉

○
か
ぐ
ら
お
て

て
お
り
あ
す
び

し
よ
ら
い

(

神
の
在
所
で

手
折
り
遊
び
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か)

〈
二
一
の
一
〇
八
〉

�

単
独
で
文
節
を
つ
く
り
、｢

と
き
・
か
ず
・
ひ
と｣

な
ど
の
名

詞
を
修
飾
す
る
。

○
あ
け
ろ

と
し

た
た

か
す

き
み
き
み

て
つ
て

ふ

さ
よ
わ
れ

(

新
年
が
や
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
ご
と
に
、
神
女

様
を
祈
っ
て
栄
え
ま
せ)

〈
一
二
の
七
四
〉

○
し
よ
り
か
ち

い
き
や

人

あ
ん

か
た
れ

(

首
里
〈
地

名
〉
に
行
く
人
は
私
に
語
れ)

〈
一
三
の
一
四
三
〉

の
よ
う
に
な
る
と
い
う
。｢

手
擦
ら｣

(

手
を
擦
ら
う
・
祈
ろ
う)

、｢

寄

せ
ら｣

(

寄
せ
ら
う)

、｢

し
よ
ら｣

(

し
居
ら
う)

、｢

た
た

か
す｣

(

た
た
う
・
立

か
ず
・
た
び)

、｢

い
き
や

人｣
(

行
か
う

人
、
行

か
の｢

か｣

が
前
の｢

イ｣

の
影
響
で｢

キ
ヤ｣

と
口
蓋
化
し
て
い
る)

の
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、｢

お
わ
す｣

が
サ
行
四
段

に
活
用
す
る
な
ら
、｢

お
わ
さ｣

の
か
た
ち
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

『

お
も
ろ
さ
う
し』

の
サ
行
四
段
動
詞
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
実
際
、

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

�
ふ
な
も
と
ろ

お
し
う
け
て

い
ぢ
や
さ

か
す

せ
ち

そ

わ
て

は
り
や
せ

(

一
三
・
一
六
〇)

｢
出
す｣

の
語
頭
の

｢

イ｣

の
影
響
を
受
け
て
、
次
の

｢

ダ｣

が

｢

ヂ

ヤ｣
に
な
っ
て
い
る
が
、｢

出
さ｣

の

｢

サ｣

の
か
た
ち
が
残
っ
て
い

る
。

�
お
れ
ほ
し
や
の

あ
め
そ
こ

お
れ
て

お
れ
な
お
さ(

一
五
・

四
五)
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�
き
こ
ゑ

さ
す
か
さ
が

よ
け

よ
う

よ

な
お
せ

世
う

な
お
さ

(

一
〇
・
一
二)

�
ま
は
ゑ

ま
は
へ

や
お
ら

お
せ

こ
か
ね
く
ち

は
り
や

さ

(
一
三
・
一
三
九)

｢

走
ら
す｣

の
未
然
形
、｢

は
し
ら
さ
う｣

の

｢

シ｣

が

｢

イ｣

と
な

り
、
次
の

｢

ら｣

を
口
蓋
化
し
て

｢

は
り
や
さ｣

と
な
っ
た
も
の
。

未
然
形
に
は
ま
た

｢

仮
定
条
件
を
表
す
助
詞
〈
ば
〉
が
つ
く｣

が
、

こ
の
場
合
も
、
サ
行
四
段
で
あ
る
な
ら
、｢

サ｣

の
か
た
ち
か
ら
つ
く
。

�
わ
た
さ
は

わ
た
せ

く
だ
さ
は

く
だ
せ

(

一
八
・
二
九)

�
大
に
し
に

は
り
や
さ
は

な
よ
く
ら
す

し
り
よ
わ
め

(

一

三
・
一
五
七)

｢

は
り
や
さ
は｣

は
、｢

走
ら
さ
ば｣

、｢

走
る｣

の

｢
シ｣

が

｢

イ｣

に

な
っ
た
た
め
、
後
を
口
蓋
化
し
て

｢

は
イ
ラ
さ
ば｣

｢
は
り
や
さ
ば｣

と
な
っ
た
も
の
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
然
、

�
き
こ
ゑ
き
み
か
な
し

せ
ち

は
や
し
よ
わ
ば

せ
ち
に
す

お
わ
め(

聞
得
大
君
か
な
し
が
、
霊
力
を
盛
ん
に
し
た
な
ら
ば
、

霊
力
に
こ
そ
お
わ
す
で
あ
ろ
う
。
六
・
一
一)

�
き
こ
ゑ
せ
の
き
み
や

い
の
り
や
り

ち
よ
わ
ば

せ
の
き
み

し
よ

よ
は
に
せ
め

(

二
一
・
一
四)

は
、｢

は
や
し
よ
わ
さ
ば｣

｢

ち
よ
わ
さ
ば

(

来
お
わ
さ
ば)｣

と
な
る

は
ず
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。｢

せ
ち
に
す
お
わ
め｣

や
、
次
の
例

｢

ち
よ

わ
め｣

は
、｢

お
わ
さ
め｣

｢

ち
よ
わ
さ
め｣

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

�

ま
み
ち
け
が

お
も
ろ

す
ゑ
の
く
ち

ま
さ
し
や

と
も
も

す
ゑ

と
ひ
や
く
さ
す

ち
よ
わ
め

(

五
・
五
二)

｢

差
す｣

と
い
う
サ
行
四
段
動
詞
を
例
に
と
れ
ば
、
そ
の
未
然
形
は

｢

さ
さ｣

と
な
り
、
当
然

｢

サ｣

の
か
た
ち
を
保
つ
こ
と
に
な
る
。

�
き
み
し
ゆ

よ
の
く
き

さ
さ
ま
へ

(

四
・
二
三)

こ
の
例
の

｢

ま
へ｣

は
、
助
動
詞

｢

む｣

の
已
然
形

｢

め｣

を
表
記
し

た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
は
、｢

君
こ
そ

世
の
く
ぎ
〈
閂
〉

を
差
す
で
あ
ろ
う｣

の
意
味
に
な
る
。｢

お
わ
す｣

の
よ
う
に
、
サ
行

四
段
に
活
用
す
る
は
ず
の
動
詞
で
あ
り
な
が
ら
、
未
然
形
に
あ
る
は
ず

の

｢

サ｣

の
か
た
ち
を
失
う
の
は
普
通
で
は
な
い
。
連
体
形
も
、

�
ゑ
け
り
き
や

し
よ
り
お
や
国

お
わ
と
き

又

ゑ
け
り
き

や

あ
ん
し
お
や
こ
に

お
わ
と
き

(

一
四
・
一
二)

の
よ
う
に
、
サ
行
の
音
を
失
っ
て
お
り
、
命
令
形
と
思
わ
れ
る
も
の
も
、

｢

お
わ
せ｣

の

｢

セ｣

の
音
を
失
っ
て
い
る
。

�
お
と
ち
よ
も
い

つ
か
よ
わ

き
こ
へ

く
ろ
か
り
や
よ

と

り
よ
わ
や
り

ふ
さ
よ
わ

(

お
と
ち
よ
杜

使
い
お
わ
せ

聞

こ
え
夜
光
貝
を

取
り
お
わ
し
や
れ

栄
え
お
わ
せ

一
三
・

四
六)

こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
琉
球
方
言
で
は
、｢

お
わ
す｣

は
サ
行
四
段
活

用
と
い
う
よ
り
、
不
変
化
の

｢

お
わ｣

の
か
た
ち
で
一
般
化
し
た
と
み
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る
こ
と
も
で
き
る
。

未
然
形

連
用
形

接
続
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

お
わ

お
わ

お
わ

お
わ

お
わ

こ
れ
は
、｢

お
わ
し｣
の｢
シ｣

が
音
韻
変
化
に
よ
り
、｢

イ｣

と
な
り
、

｢

お
わ
イ｣

の
か
た
ち
が
シ
ラ
ビ
ー
ム
の
音
節
構
造
の
中
で
、
十
分
な

音
節
的
位
置
を
獲
得
す
る
こ
と
な
く
、｢

イ｣

を
無
視
し
た

｢

お
わ｣

の
か
た
ち
で
一
般
的
な
認
知
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。し

か
し
、
こ
の
か
た
ち
は
、
動
詞(

補
助
動
詞)

の
活
用
と
し
て
は
、

問
題
を
含
む
。
そ
れ
を
あ
ら
た
め
て
補
正
し
よ
う
と
し
た
の
が

｢

お
わ

る｣

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。｢

お
わ｣

と

｢

お
わ
る｣

に
は
、
意

味
の
増
減
は
な
い
よ
う
で
、
活
用
語
と
し
て
の
機
能
の
補
正
が
は
か
ら

れ
た
と
み
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

未
然
形

連
用
形

接
続
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

お
わ
る

お
わ
る

お
わ
れ

お
わ
れ

仲
宗
根
政
善
氏
は
、｢

お
わ｣

の
か
た
ち
に
つ
い
て
、

未
然
形

｢

お
わ｣

は
、
四
段
活
用
の

｢

お
は
す｣

の
未
然
形

｢

お

は
さ｣

の

｢

さ｣

の
脱
落
と
見
る
べ
き
か
、
ラ
行
四
段
化
し
て
、

｢

お
わ
ら｣

と
な
り
、
さ
ら
に

｢

ら｣

の
脱
落
し
た
も
の
と
見
る

べ
き
か
、
明
ら
か
で
な
い

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、｢

お
わ
さ｣

の

｢

さ｣

や
、｢

お
わ
ら｣

の

｢

ら｣

が
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
脱
落
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
連
用
形

の

｢

お
わ
し
て｣

な
ど
が

｢

お
わ
イ
ち
え｣

と
な
り
、
そ
の
頻
用
が
こ

の
語
形
を

｢

お
わ｣

と
い
う
か
た
ち
に
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
か
た
ち
の
不
完
全
さ
が

｢

お
わ
る｣

と
い
う
ラ
行
四
段
動
詞
を
生
み

出
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ラ
行
四
段
動
詞
化
は
、
完
全
な

も
の
で
は
な
く
、
連
体
形
や
命
令
形
に
お
い
て
先
行
し
、
未
然
形
や
連

用
形
は
旧
来
の

｢

お
わ
す｣

系
を
根
強
く
残
す
相
補
的
な
活
用
を
作
り

上
げ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
連
体
形
や
命
令
形
は
、
ラ
行
四
段
の

｢

お
わ
る｣

系
を
発
達
さ
せ
な
が
ら
、
な
お
、｢

お
わ｣

と
い
う
サ
行
四

段｢

お
は
す｣

に
起
源
す
る
か
た
ち
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、

｢

お
わ
す｣

の
も
と
の
か
た
ち
の
不
備
が

｢

お
わ
る｣

の
新
し
い
か
た

ち
を
生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

三

連
体
形
や
命
令
形
を
も

｢

お
わ｣

と
い
う
か
た
ち
で
統
一
す
る
こ
と

の
不
自
然
さ
が
、
一
般
的
な
動
詞
と
し
て
再
度
そ
の
活
用
を
整
備
し
よ
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う
と
し
た
と
き
、
ラ
行
四
段
の
か
た
ち
を
選
択
し
た
の
は
、
ご
く
自
然

な
方
向
で
あ
る
。『

お
も
ろ
さ
う
し』

の
動
詞
活
用
は
、
一
見
す
る
と

こ
ろ
二
段
活
用
の
一
段
化
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
が
多
い
。

�
な
で
る

わ
は

よ
せ
て(

撫
で
る
曲
は
寄
せ
て

一
・
三
四)

�
や
ま
と
の

か
ま
く
ら
に

た
と
ゑ
る

(

大
和
の
鎌
倉
に
喩
え

る

一
六
・
一
八)

�
よ
が

あ
け
る
や
に

(
夜
が
あ
け
る
様
に

七
・
四
一)

�
も
も
し
ま

ひ
き
よ
せ
る

わ
し

(

百
島
を
引
き
寄
せ
る
鷲

二
〇
・
一
〇)

�
し
た
た
り
や

よ
ろ
い

た
る
が

に
せ
る

(

直
垂
や
鎧
は
誰

が
着
て
似
せ
る
か

二
・
一
九)

�
き
り
さ
び
も

つ
け
る
な

か
う
さ
び
も

つ
け
る
な

(

塵
錆

も
付
け
る
な
、
粉
錆
も
付
け
る
な

三
・
一
〇)

『

お
も
ろ
さ
う
し』

の
刊
行

(

卷
一
は
、
嘉
靖
一
〇
年
・
一
五
三
一)

よ
り
お
く
れ
て
刊
行
さ
れ
た

『

ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典』

(
長
崎
学

林
慶
長
九
・
一
六
〇
四
〜
慶
長
一
三
・
一
六
〇
八
刊)

に
は
、
い
わ
ゆ

る
一
段
形
は
、｢

た
だ
、
関
東

(������)
で
用
ゐ
ら
れ
、
又
都

(�����)
で
一
部
の
者
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。｣

と
述
べ
て
い
る
だ
け

で
、
本
土
方
言
の
一
段
化
は
な
お
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
す
る
と
、
こ
の

『

お
も
ろ
さ
う
し』

の
状
態
は
、
目
を
見
張

ら
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
な
お
よ
く
見
る
と
、
こ
れ
は
二
段
活
用
の
一

段
化
と
い
う
よ
り
、
ラ
行
四
段
化
の
一
部
と
見
る
べ
き
こ
と
が
、
他
の

例
か
ら
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
。

�

き
り
さ
び
も

つ
け
る
な

か
う
さ
び
も

つ
け
る
な

(

塵
錆

も
つ
け
る
な
、
粉
錆
も
つ
け
る
な

三
・
一
〇)

�
し
ら
よ
ね
に

つ
け
れ
ば

世
よ
中
に

つ
け
れ

(

白
米
に
つ

け
れ
ば

世
よ
中
に
つ
け
よ

一
三
・
二
一
〇)

�
も
も
し
ま

ひ
き
よ
せ
る

わ
し

(

百
島
を
引
き
寄
せ
る
鷲

二
〇
・
一
〇)

�
か
み
が
み
す

う
ら
の
か
す

い
の
り
や
ゑ
て

よ
せ
れ(

神
々

こ
そ
浦
ご
と
祈
っ
て
集
ま
る

六
・
四
三)

�
や
ま
と
い
く
さ

よ
せ
ら
や

(

大
和
軍
が
寄
せ
た
な
ら
ば

二

〇
・
三
四)

�
よ
し
ま

よ
せ
れ

(

四
島

寄
せ
れ

一
三
・
二
〇
九)

�
お
み
か
う
の

お
か
め
は
の

よ
が

あ
け
る

や
に

(

お
顔

を
拝
め
ば
、
夜
が
明
け
る
よ
う
に

七
・
四
一)

�
さ
や
は

し
も
は
し
り

お
し
あ
け
れ
よ

ち
ゃ
う
の
し
ゆ

(

斎
場
の
遣
り
戸
を
押
し
開
け
よ

門
の
主

七
・
五)

�
こ
う
て
は

ゑ
ら
た
な

(

乞
う
て
は
得
ず
に

一
〇
・
三
六)

�
し
ま

ゑ
り
き
や

ほ
し
や
す

や
へ
ま
し
ま

お
わ
ち
や
れ

(
島
が
欲
し
い
か
ら
こ
そ

八
重
山
島
に
お
い
で
に
な
っ
た
の

だ

二
一
・
一
六)
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�
し
ま

ゑ
れ
い

国

ゑ
れ
い

お
な
り
あ
ん
し

(

島

(

国)

を
得
な
さ
い
神
女

一
四
・
一
七)

�
お
れ
ら

か
す

ま
ぶ
ら(

降
り
る
た
び

守
護
し
よ
う

四
・

五
四)

�
お
れ
る

か
す

き
み

は
や
す

み
こ
い

(

降
り
る
た
び

君

栄は
や

す
御
声

一
一
・
四
三)

上
一
段
動
詞
も
四
段
化
し
て
い
る
。

�
よ
し
の
う
ら
の

め
づ
ら
し
や

け
よ
か
ら

し
ば
し
ば

み

ら
に

(

み
た
い
も
の
だ

二
・
二
〇)

�
ま
う

と
り

ま
わ
さ
た
な

い
り
お
と
ち
へ

(

射
り
落
と
し

て

一
四
・
六
三)

『

お
も
ろ
さ
う
し』

の
頃
の
琉
球
方
言
の
動
詞
は
、
圧
倒
的
な
ラ
行
四

段
化
の
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
音
韻
的

な
原
因
か
ら
や
が
て
活
用
の
あ
り
か
た
に
ま
で
疑
問
を
も
た
せ
る
よ
う

な
変
化
が
起
き
た
と
き
、
修
復
は
、
そ
の
大
き
な
流
れ
に
沿
っ
た
か
た

ち
で
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
予
想
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

｢

お
わ
し
て｣

の

｢

シ｣

の
弱
化
と
い
う
音
韻
的
な
変
化
は
、
こ
の
動

詞
を

｢

お
わ｣

と
す
る
よ
う
な
動
詞
と
し
て
異
例
の
か
た
ち
に
追
い
込

ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
動
詞
シ
ス
テ
ム
の
中
で
も
安
定

し
た
か
た
ち
に
整
備
し
よ
う
と
す
れ
ば
、｢

お
わ
る｣

(

ラ
行
四
段)

の

か
た
ち
に
な
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ハ
行
四
段
動
詞
の
ラ
行
四
段
化
は
、『

お
も
ろ
さ
う
し』

の
こ
ろ
、

ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
は
、
資
料
が
十
分
で
な
く
何
と
も
判
断

し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、｢

お
わ
し
て｣

が

｢

お
わ｣

の
か
た
ち
に

な
っ
て
い
っ
た
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
ハ
行
四
段
動
詞
に
も
起
こ
っ
て

い
た
こ
と
が

『

お
も
ろ
さ
う
し』

の
表
記
か
ら
も
あ
る
程
度
う
か
が
え

る
。
オ
モ
ロ
は
、
ウ
ム
ル
で
あ
り
、
ウ
ム
ウ

(

思)

と
関
係
が
あ
る
と

す
る
と
、
十
六
世
紀
に
お
も
ろ
と
し
て
こ
れ
ら
の
歌
謡
が
収
集
さ
れ
た

こ
ろ
の
琉
球
の
日
常
語
に
は
、
ハ
行
四
段
の
ラ
行
四
段
化
が
か
な
り
進

ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。

ハ
行
四
段
動
詞
の
ラ
行
四
段
化
は
、
現
在
の
琉
球
方
言
に
広
く
見
ら

れ
る
著
し
い
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
の
現
象
と

｢

お
わ
る｣

の
成
立
は
、

無
関
係
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
よ
い
手
が
か
り
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ハ
行
四
段
動
詞
の
ラ
行
四
段
化
に

つ
い
て
は
、｢

居
り｣

の
後
接
に
よ
る
変
化
を
考
え
る
も
の
が
あ
り
、

ま
た
、
連
用
形
な
ど
の
日
常
頻
用
さ
れ
る
か
た
ち
が
音
韻
変
化
に
よ
っ

て
ラ
行
四
段
動
詞
の
そ
れ
と
相
似
形
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
す

る
も
の
が
あ
っ
た
。｢

居
り｣

の
後
接
を
考
え
る
よ
り
も
、
類
推
説
の

方
に
与
し
た
く
思
う
が
、
単
に
発
音
の
類
似
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
、

こ
の
現
象
の
大
切
な
部
分
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
上
下
一
二
段
動
詞
の
終
止
・
連
体
・
已
然
の
各
活
用
形
は

ラ
行
音
で
終
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
一
斉
に
四
段
化
を
め
ざ
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し
て
い
る
さ
ま
が

『

お
も
ろ
さ
う
し』

に
す
で
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

現
象
の
原
因
や
経
過
な
ど
に
つ
い
て
、
な
お
詳
し
い
考
察
が
必
要
で
あ

る
が

(

注
６)

、｢
駆
流｣

と
で
も
い
う
べ
き
ラ
行
四
段
化
へ
の
大
き
な
流
れ
が

あ
り
、
そ
れ
が
、
琉
球
方
言
の
動
詞
活
用
の
あ
り
か
た
に
少
な
く
な
い

影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
鹿
児
島
方
言
に
も
っ

と
も
強
く
、
熊
本
、
長
崎
な
ど
九
州
本
土
西
南
方
言
に
も
か
な
り
著
し

く
認
め
ら
れ
る
一
、
二
段
動
詞
の
四
段
化
は
、
こ
の

｢

駆
流｣

に
何
ら

か
の
関
連
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
研
究
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注

注
１

仲
宗
根
政
善

｢

お
も
ろ
の
尊
敬
動
詞

『
お
わ
る』

に
つ
い
て｣

(『

沖
縄

学
の
黎
明
―
伊
波
普
猷
生
誕
百
年
記
念
誌
―』
(

沖
縄
文
化
協
会

一
九

七
六)

注
２

読
み
、
口
語
訳
は
、
外
間
守
善
校
注

『

お
も
ろ
さ
う
し』

(
岩
波
文
庫

二
〇
〇
〇)

に
よ
る
。

注
３

外
間
守
善

『

沖
縄
の
言
葉
と
歴
史』

｢

第
三
章

沖
縄
古
語
の
語
源
を
探

る
〈
オ
モ
ロ
の
語
源〉｣
(

中
央
公
論
新
社

二
〇
〇
〇)

注
４

外
間
守
善

｢

―
中
世
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
―
琉
球
方
言
の
動
詞｣

(

国
語

学
41
輯

一
九
六
〇)

注
５

高
橋
俊
三

『

お
も
ろ
さ
う
し
の
国
語
学
的
研
究』

武
蔵
野
書
院

一
九

九
一)

注
６

ハ
行
四
段
動
詞
の
ラ
行
五
段
活
用
化
は
、
東
北
地
方
に
も
見
ら
れ
る
よ

う
で
、
あ
わ
せ
て
考
察
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
大
西
拓
一
郎

｢

岩
手

県
種
市
町
平
内
方
言
の
用
言
の
活
用｣

(

国
立
国
語
研
究
所
報
告
一
一
〇

研
究
報
告
集
16

一
九
九
五)

本
稿
は
、
平
成
一
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究��

の
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

(

さ
こ
の

ふ
み
の
り
・
本
学
教
授)

― 11 ―


