
（6）山杉いわゆる「ら抜き言葉」について

四
，
　
「
ら
抜
き
言
葉
」
は
正
す
べ
き
か

　
さ
て
、
今
回
の
国
語
審
議
会
の
答
申
は
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
「
言
葉
の
乱
れ

や
ゆ
れ
の
問
題
」
と
表
現
し
て
い
る
。
「
言
葉
の
乱
れ
」
や
「
言
葉
の
ゆ
れ
」

と
の
定
義
も
け
っ
し
て
明
確
で
は
な
く
そ
の
区
別
は
難
し
い
が
、
お
そ
ら
く
許

容
出
来
る
範
囲
の
も
の
を
「
ゆ
れ
」
と
し
、
正
す
べ
き
も
の
を
「
乱
れ
」
と
睡
．

ぶ
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
で
は
こ
の
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
い
ず
れ
と
判
定
す
べ
き

な
の
だ
ろ
う
か
。

．
一
般
に
年
齢
の
高
い
層
ほ
ど
、
ま
た
、
学
問
と
し
て
の
国
語
、
日
本
語
に
携

わ
る
立
場
に
あ
る
人
ほ
ど
、
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
批
判
す
る
傾
向
が
強
い
。
若

者
の
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
耳
障
り
に
感
じ
る
の
と
言
う
の
は
年
輩
者
に
多
い
し
、

そ
れ
を
文
法
的
に
は
こ
う
だ
か
ら
こ
う
言
い
な
さ
い
と
言
う
の
は
国
語
学
者
ゐ
、

教
育
者
で
あ
る
。
人
間
は
年
齢
と
と
も
に
変
革
を
避
け
た
が
る
よ
う
に
な
る
も

の
ら
し
い
し
、
ま
し
て
や
自
分
が
．
国
語
学
、
国
語
教
育
に
関
わ
る
者
な
ら
＝
言

言
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
も
事
実
だ
ろ
う
。
丸
谷
才
一
二
等
は
そ
の
筆
頭
で
、

新
版
の
「
広
辞
苑
」
が
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
誤
用
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
そ
の

書
評
で
（
「
週
刊
朝
日
」
平
成
四
年
一
月
三
十
一
日
号
）
強
く
批
判
し
て
お
ら

れ
た
。
丸
谷
氏
は
現
在
で
も
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

国
語
本
来
の
形
を
非
常
に
た
い
せ
つ
に
さ
れ
る
方
だ
か
ら
、
と
り
わ
け
問
題
意

識
を
強
く
お
持
ち
か
と
も
思
う
が
、
国
語
学
者
一
般
の
姿
勢
は
、
概
ね
こ
れ
に

近
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
言
葉
は
つ
ね
に
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
「
ら

抜
き
言
葉
」
の
隆
盛
も
日
本
社
会
の
変
革
に
と
も
な
う
日
本
語
の
変
化
の
一
部

で
あ
る
に
違
い
な
い
。
た
と
え
こ
れ
を
正
す
べ
き
言
葉
の
乱
れ
と
断
定
し
て
も
、

歴
史
上
言
葉
を
規
制
し
よ
う
と
し
て
規
制
し
得
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
来

「
過
去
」
の
助
動
詞
「
た
」
を
伴
っ
た
場
合
、
動
詞
は
す
べ
て
連
用
形
と
な
る
。

「
行
く
」
の
連
用
形
は
「
行
き
」
で
あ
り
、
「
読
む
」
の
連
用
形
は
「
読
み
」

で
あ
る
か
ら
、
「
行
き
た
」
「
読
み
た
」
が
正
し
い
形
で
あ
る
の
に
、
我
々
は

こ
れ
を
「
行
っ
た
」
　
「
読
ん
だ
」
と
言
っ
て
揮
ら
ず
、
ま
し
て
や
こ
れ
を
国
語

の
乱
れ
と
注
意
さ
れ
た
記
憶
も
な
い
。

　
し
か
も
「
ら
抜
き
言
葉
」
の
発
生
の
要
因
を
考
え
る
と
そ
こ
に
は
あ
る
種
の

合
理
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
．
允
。
．
日
本
語
は
あ
・
い
ま
い
さ
や
不
合

理
の
多
い
言
語
で
、
そ
れ
が
日
本
語
の
特
性
だ
と
い
う
議
論
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

む
し
ろ
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
そ
の
あ
い
ま
い
さ
か
ち
の
脱
皮
を
目
指
し
た
言
葉

の
発
展
と
捕
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
折
し
も
世
は
国
際
化
の
時

代
で
あ
る
。
日
本
語
を
学
ぶ
外
国
．
人
も
増
え
つ
つ
あ
る
が
、
彼
ち
に
と
．
っ
て
日

本
語
の
持
つ
あ
い
ま
い
さ
は
不
合
理
に
見
え
、
同
時
に
大
き
な
負
担
で
も
あ
る

だ
ろ
う
。
助
動
詞
「
れ
る
」
「
ら
れ
る
」
の
意
味
の
識
別
が
前
後
の
文
脈
に
よ

る
の
み
な
ら
ず
、
形
の
上
か
ら
も
可
能
と
な
れ
ば
多
く
の
日
本
語
学
習
者
に
と

っ
て
も
朗
報
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
ち
抜
き
言
葉
」
は
そ
れ
を
理

由
、
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
う
い
っ
た
意
味
あ
い
か
ら

も
「
ら
抜
き
言
葉
」
に
市
民
権
を
与
え
る
時
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
科
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
五
年
八
月
二
十
六
日
受
理

［
主
要
参
考
文
献
］

　
「
現
代
国
語
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」
　
第
十
九
期
国
語
審
議
会
答
申

　
「
日
本
国
語
大
辞
典
」
　
小
学
館

　
「
助
動
詞
」
　
北
原
美
紗
子
　
岩
波
講
座
「
日
本
語
7
」
所
収

　
「
日
本
語
は
乱
れ
て
い
る
か
」
　
稲
垣
吉
彦
・
井
上
史
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雑
誌
「
日
本
語
」
一
九
九
三
年
三
月
号
所
収
　
他
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（1993）第32号津山高専紀要
（5）

合
そ
れ
は
、

　
1
．
可
能
「
思
う
こ
と
が
で
き
る
」

　
2
，
受
身
「
他
人
に
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
」

　
3
．
自
発
「
そ
の
よ
う
に
自
然
に
感
じ
る
」

　
4
．
尊
敬
「
（
目
上
の
人
が
）
お
思
い
に
な
っ
た
」

の
四
種
類
の
う
ち
の
い
ず
れ
の
意
味
な
の
か
、
形
の
上
か
ら
は
ま
っ
た
く
区
別

が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
日
常
の
言
語
生
活
で
は
、
「
ど
う
も
彼
女
に
は
あ
ま

り
よ
く
思
わ
れ
て
い
な
い
ら
し
い
」
と
か
、
「
先
生
が
そ
う
思
わ
れ
る
の
も
無

理
は
あ
り
ま
せ
ん
が
…
」
と
か
、
前
後
の
文
脈
に
よ
っ
て
判
断
し
て
い
る

の
だ
が
、
さ
り
と
て
そ
れ
で
完
全
に
識
別
し
き
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
が

「
受
身
」
な
の
か
「
尊
敬
」
な
の
か
、
は
た
ま
た
「
可
能
」
な
の
か
「
自
発
」

な
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
や
誤
解
を
生
む
こ
と
が
ま
ま
あ
る
の
は
、
誰

し
も
経
験
の
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
い
つ
た
あ
い
ま
い
さ
や
誤
解
を
避
け
よ

う
と
し
て
、
「
尊
敬
」
を
表
す
場
合
に
は
で
き
る
だ
け
助
動
詞
「
れ
る
」
「
ら

れ
る
」
を
用
い
ず
、
特
定
の
尊
敬
語
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
、
な
け
れ
ば
「
お
～
～

す
る
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
よ
う
と
い
う
運
動
が
あ
っ
た
。
「
お
思
い
に
な
，

る
」
、
「
お
食
べ
に
な
る
」
、
「
お
読
み
に
な
る
」
と
い
う
具
合
で
、
こ
れ
な

ら
確
か
に
「
尊
敬
」
以
外
の
意
味
に
は
取
り
得
ず
、
誤
解
を
招
く
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
「
お
～
～
す
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
四
つ

意
味
の
う
ち
「
尊
敬
」
の
場
合
は
識
別
が
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け

だ
が
、
残
る
「
可
能
」
「
自
発
」
「
受
身
」
の
識
別
が
あ
い
ま
い
な
の
は
相
変

わ
ら
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
る
の
だ
が
、
現
在
の
「
ら
抜
き
言
葉
」
の
隆
盛

に
は
こ
れ
ち
を
形
の
上
か
ら
も
区
別
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
潜
在
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
繰
り
返
す
が
動
詞
の
未
然
形
に
助
動
詞
「
れ
る
」
「
ら

れ
る
」
の
接
続
し
た
形
が
「
ぢ
抜
き
」
化
す
る
の
は
「
れ
る
」
「
ら
れ
る
」
が

「
可
能
」
の
意
昧
で
用
い
ち
れ
る
時
だ
け
で
あ
る
。
逆
に
言
う
な
ら
、
助
動
詞

「
れ
る
」
「
ら
れ
る
」
が
「
可
能
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
時
に
は
必
ず
「
ら

抜
き
」
化
す
れ
ば
、
他
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
場
合
と
識
別
で
き
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
こ
れ
を
前
述
の
「
尊
敬
」
の
場
合
に
用
い
る
「
お
～
～
す
る
」
と

併
用
す
れ
ば
、
四
つ
の
意
味
の
う
ち
、
　
「
可
能
」
と
「
尊
敬
」
に
関
し
て
は
そ

の
意
味
を
前
後
の
文
脈
の
み
に
た
よ
る
こ
と
な
く
、
形
の
上
か
ら
判
断
で
き
る

こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。

　
残
る
「
受
身
」
「
自
発
」
の
場
合
は
こ
れ
を
表
現
す
る
新
た
な
方
法
が
な
い

が
、
実
際
に
は
「
れ
る
」
「
ら
れ
る
」
が
「
自
発
」
を
意
味
す
る
用
例
は
「
思

う
」
「
偲
ぶ
」
等
、
特
定
の
動
詞
に
接
続
し
た
場
合
に
限
ら
れ
て
い
て
特
定
し

や
す
い
し
、
そ
れ
に
、
厳
密
な
調
査
研
究
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
断
定
は

避
け
る
が
、
新
し
い
世
代
は
「
自
発
」
表
現
を
失
い
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。

学
生
諸
君
の
日
常
的
な
言
語
生
活
を
見
て
い
る
と
、
彼
ら
は
特
に
話
し
言
葉
の

レ
ベ
ル
で
は
ほ
と
ん
ど
「
自
発
」
表
現
を
用
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
こ

で
「
自
発
」
の
用
例
を
あ
ま
り
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
特
殊
な
も
の
と
し
て

考
え
れ
ば
、
「
れ
る
」
「
ら
れ
る
」
を
本
来
の
形
で
用
い
る
の
は
「
受
身
」
だ
．

け
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
前
述
の
「
尊
敬
」
の
「
お
～
～
す
る
」
、
「
可
能
」

の
「
ら
抜
き
言
葉
」
と
と
も
に
そ
の
識
別
は
極
め
て
容
易
と
な
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
を
「
食
べ
る
」
を
例
に
と
っ
て
表
に
し
た
も
の
を
左
に
掲
げ
る

こ
と
と
す
る
。

4
．

，
斗

2
．

1
．

尊 自 可 受

敬 発 能 身

食
べ

従
来

〃 〃 〃 ら
れ
る

の
表
現

召　お 食 食

し食 べ べ

上べ ／ れ ら
新

が　に
（

る れ
た

る　な 特 A る
な

一　る 殊 ら
（

餌

鳥（ ） 抜 従
現

敬お き 来
語　～ 言 通
）　～ 葉 り

に
な

） V
邑
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（4）山杉いわゆる「ら抜き言葉」について

を
挙
げ
、
さ
ら
に
こ
れ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
た
べ
れ
る
」
、
　
「
み
れ
る
」
、
　
「
こ

れ
る
」
と
言
う
の
が
い
わ
ゆ
る
「
ら
抜
き
言
葉
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
こ
で

こ
れ
ら
の
「
ら
抜
き
言
葉
」
の
成
立
を
、
五
段
動
詞
＋
「
れ
る
」
の
場
合
と
同

様
に
、
動
詞
未
然
形
の
活
用
語
尾
の
最
終
音
の
母
音
と
、
そ
れ
に
接
続
す
る
助

動
詞
「
ら
れ
る
」
の
「
ら
」
の
“
腎
O
“
の
子
音
の
脱
落
と
し
て
捕
ら
え
て
み

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

た
べ
ら
れ
る
（
け
9
げ
。
「
［
帥
「
］
Φ
「
ζ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
　
た
べ
れ
る
（
♂
ρ
σ
Φ
「
O
「
償
）

み
ら
れ
る
（
ヨ
一
「
［
9
0
「
］
①
「
¢
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
　
み
れ
る
（
∋
一
「
Φ
「
犀
V

こ
ら
れ
る
（
胃
O
鴨
［
P
㌧
］
①
鷲
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
　
こ
れ
る
（
胃
O
『
Φ
『
信
）

い
ず
れ
も
単
に
助
動
詞
「
ら
れ
る
」
の
「
ら
（
「
偶
）
」
が
脱
落
し
た
も
の
と

形
の
上
で
は
相
違
が
な
い
が
、
五
段
動
詞
と
、
同
じ
「
可
能
」
の
助
動
詞
「
れ

る
」
と
の
接
続
か
ら
の
変
化
の
過
程
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
や
は
り
動
詞
未
然
形

の
活
用
語
尾
の
最
終
音
の
母
音
と
、
そ
れ
に
接
続
す
る
助
動
詞
「
ら
れ
る
」
の

「
ら
」
の
“
「
9
“
の
子
音
の
脱
落
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
考
え
て
く
る
と
、
「
走
れ
る
」
、
「
食
べ
れ
る
」
、
「
見
れ
る
」

等
の
表
現
を
「
ら
抜
き
言
葉
」
と
称
す
る
の
が
適
切
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で

き
よ
う
。
し
か
し
だ
か
ち
と
言
っ
て
「
ら
抜
き
言
葉
」
に
代
わ
る
べ
き
、
「
巳
9
3

し
ら
れ
る
（
7
⇔
。
謄
一
「
餌
「
①
「
‘
）
」
↓
　
「
は
し
れ
る
（
7
口
。
昏
一
　
「

Φ
鴨
自
）
」
の
変
化
の
過
程
を
正
し
く
表
現
す
る
の
に
適
切
な
呼
称
が
考
え
ら

れ
に
く
い
の
も
事
実
な
の
だ
が
、
あ
た
か
も
「
ら
」
が
抜
け
て
い
る
か
の
ご
と

き
誤
解
を
生
む
こ
の
呼
称
は
再
考
さ
れ
．
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
本

稿
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
切
な
呼
称
も
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
便

宜
上
や
む
を
え
ず
「
ち
抜
き
言
葉
」
と
い
う
呼
称
を
引
き
続
き
使
用
し
、
議
論

を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

三
．
　
「
ら
抜
き
言
葉
」
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
か

　
さ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ら
抜
き
言
葉
」
の
発
生
の
過
程
は
以
上
の
ご
と
く
考
え

ら
れ
る
と
し
て
、
順
序
は
逆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
次
に
ど
う
し
て
「
ら
抜

き
言
葉
」
が
発
生
し
、
か
く
も
一
般
化
し
た
か
を
考
え
た
い
．
一
般
に
は
「
ら

抜
き
言
葉
」
を
国
語
の
乱
れ
と
し
て
批
判
も
強
い
が
、
筆
者
は
そ
の
発
生
に
は

単
な
る
国
語
の
乱
れ
と
は
言
い
捨
て
ら
れ
な
い
必
要
性
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ

て
い
る
。

　
「
ら
抜
き
言
葉
」
発
生
の
要
因
の
ひ
と
つ
に
は
、
何
と
言
っ
て
も
ま
ず
発
音

の
容
易
さ
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
　
「
起
き
ら
れ
る
」
　
「
食
べ
ら
れ
る
」
で
は

ラ
行
の
発
音
が
一
度
目
三
つ
も
、
し
か
も
立
て
続
け
に
現
れ
て
言
い
辛
い
こ
と

甚
だ
し
い
。
こ
れ
を
「
起
き
れ
る
」
「
食
べ
れ
る
」
と
表
現
す
れ
ば
ず
い
ぶ
ん

言
い
や
す
く
な
る
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
日
本
語
は
一
単
語
あ
た
り
の
拍
数
の

多
い
用
語
だ
か
ら
、
こ
れ
を
減
ら
そ
う
と
い
う
意
識
も
働
い
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。

　
第
二
の
要
因
と
し
て
意
味
に
よ
る
使
い
分
け
の
問
題
が
あ
る
。
周
知
の
通
り

助
動
詞
「
れ
る
」
「
ら
れ
る
」
に
は
「
可
能
」
「
自
発
」
「
受
身
」
「
尊
敬
」

の
四
つ
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
「
ら
抜
き
」
現
象
が
起
き
る

の
は
「
可
能
」
を
意
味
す
る
場
合
だ
け
に
限
ら
れ
る
。
筆
者
は
こ
れ
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
発
音
上
、
表
記
上
は
区
別
で
き
な
か
っ
た
助
動
詞
「
れ
る
」
「
ら
れ

る
」
の
四
つ
の
意
昧
の
識
別
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
例
え
ば
た
だ
単
に
「
思
わ
れ
る
」
と
言
っ
た
場
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こ
れ
で
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ま
れ
」
が
「
め
」
に
、
「
た
れ
」
が
「
て
」
に

変
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
「
ら
」
が
抜
け
て
い
る
状
態
で
は
な

い
。
即
ち
こ
れ
ら
の
語
に
関
し
て
は
、
一
般
に
用
い
ら
れ
る
可
能
の
表
現
の
言

い
廻
し
を
「
ら
抜
き
言
葉
」
と
表
現
す
る
の
は
、
け
っ
し
て
適
切
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

　
同
じ
五
段
動
詞
で
あ
り
な
が
ら
「
走
る
」
で
は
「
ら
」
が
抜
け
、
「
読
む
」
、

「
打
つ
」
で
は
別
の
変
化
が
起
き
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
ま

ず
、
「
読
ま
れ
る
」
　
↓
　
　
「
読
め
る
」
の
変
化
の
過
程
を
考
え
て
み
る
こ
と

と
す
る
。

　
「
よ
ま
れ
る
（
k
o
∋
ρ
「
o
．
「
ロ
）
」
と
「
よ
め
る
（
k
o
ヨ
Φ
鷲
q
）
」

を
比
較
す
る
と
、
「
よ
（
曳
。
）
」
と
「
る
（
「
q
）
」
の
部
分
に
変
化
は
な

く
、
問
題
に
な
り
そ
う
な
の
は
“
ヨ
9
吋
①
　
“
の
部
分
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
部

分
が
”
∋
Φ
　
“
と
発
音
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
実
際
に
脱
落
し
て
い
る
の
は

〃
帥
「
”
、
つ
ま
り
「
ま
」
の
母
音
“
帥
．
と
「
れ
」
の
子
音
”
腎
“
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
同
様
に
「
打
た
れ
る
」
　
↓
　
　
「
打
て
る
」
の
変
化
の
過
程
を
考
え
て
み
よ

う
。
　
「
う
た
れ
る
（
償
ぴ
餌
触
φ
「
犀
）
」
と
「
う
て
る
（
¢
’
Φ
腎
‘
）
」
，

を
比
較
す
る
と
、
や
は
り
「
う
（
二
）
．
」
と
「
る
（
胃
．
犀
）
」
の
部
分
に
変
化

は
な
く
、
問
題
は
淳
ρ
「
⑦
　
“
　
↓
　
　
．
げ
①
　
“
の
変
化
で
あ
る
。
こ
れ
ま

た
「
た
」
の
母
音
“
9
“
と
「
れ
」
の
子
音
“
「
“
が
脱
落
し
て
い
る
と
考
え

て
差
し
支
え
な
さ
そ
う
だ
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
動
詞
未
然

形
の
活
用
語
尾
の
最
終
音
の
母
音
と
、
そ
れ
に
接
続
す
る
助
動
詞
「
れ
る
」
の

”
「
Φ
　
“
の
子
音
が
脱
落
、
そ
の
結
果
、
動
詞
未
然
形
の
活
用
語
尾
の
最
終
音

の
子
音
と
助
動
詞
「
れ
る
」
の
“
「
o
“
の
母
音
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
起
き
た

変
化
だ
と
い
う
こ
と
が
解
る
。

　
一
方
「
走
る
」
に
可
能
の
助
動
詞
『
れ
る
」
の
つ
い
た
場
合
、
こ
れ
が
「
は

し
ら
れ
る
」
　
↓
　
　
「
は
し
れ
る
」
で
、
　
「
ら
」
が
そ
の
ま
ま
脱
落
し
て
い
る

理
由
を
考
え
た
い
。
実
は
こ
れ
も
け
っ
し
て
「
は
し
ら
れ
る
」
の
「
ち
」
が
直

接
脱
落
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
よ
ま
れ
る
」
　
↓
　
「
よ
め
る
」
、
「
う
た

れ
る
」
　
↓
　
　
「
う
て
る
」
と
ま
っ
た
く
同
様
の
変
化
が
起
き
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
即
ち
「
は
し
ら
れ
る
（
げ
9
ω
一
「
◎
「
o
「
¢
）
」
か
ら
動
詞
「
走

る
」
の
未
．
然
形
「
は
し
ら
」
の
最
終
音
の
母
音
”
9
“
と
助
動
詞
「
れ
る
」
の

「
れ
」
の
子
音
“
「
“
が
脱
落
、
．
残
さ
れ
た
「
は
し
ら
」
の
「
ら
」
の
子
音
“

「
“
に
「
れ
る
」
の
「
れ
」
の
母
音
“
Φ
“
が
直
接
接
続
さ
れ
て
「
は
し
れ
る
」

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
脱
落
す
る
部
分
を
［
　
　
　
］
で
示
す
と
“
げ
9
の

一
「
［
ρ
鴇
］
Φ
「
‘
“
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
　
“
げ
四
〇
。
一
［
雪
四
］
「
o

．
「
‘
“
の
で
は
な
い
。
実
に
．
「
走
ら
れ
る
」
　
↓
　
　
「
走
れ
る
」
は
、
け
っ
し

て
「
ら
」
が
抜
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
「
走
る
」
が
ラ
行
の
動
詞

で
、
残
さ
れ
る
べ
き
未
然
形
「
は
し
ら
」
の
最
終
音
「
ら
」
の
子
音
と
、
脱
落

す
べ
き
助
動
詞
「
れ
る
」
の
「
れ
」
の
子
音
が
同
じ
”
「
“
で
あ
っ
た
た
め
に
、

両
者
を
取
り
違
え
た
結
果
、
あ
た
か
も
「
ち
」
が
抜
け
て
い
る
か
の
ご
と
く
思

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
も
う
一
方
の
可
能
の
助
動
詞
「
ら
れ
る
」
が

下
一
段
動
詞
、
上
一
段
動
詞
、
及
び
力
行
変
格
動
詞
に
接
続
す
る
場
合
も
、
当

然
同
様
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　
先
に
可
能
の
助
動
詞
「
ら
れ
る
」
が
下
一
段
動
詞
．
上
一
段
動
詞
、
及
び
力

行
変
格
動
詞
に
接
続
す
る
例
と
し
て

た
べ
（
下
一
段
動
詞
「
食
べ
る
」
の
未
然
形
）
＋
ら
れ
る
1
1
た
べ
ら
れ
る

み
（
上
一
段
動
詞
「
見
る
」
の
未
然
形
）
＋
ら
れ
る
目
み
ら
れ
る

こ
（
力
行
変
格
動
詞
「
来
る
」
の
未
然
形
）
＋
ら
れ
る
目
こ
ら
れ
る
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杉山いわゆる「ら抜き言葉」について

で
き
る
の
は
下
一
段
動
詞
、
上
一
段
動
詞
、

　
即
ち
、

及
び
力
行
変
格
動
詞
に
限
ら
れ
る
。

た
べ
（
下
一
段
動
詞
「
食
べ
る
」
の
未
然
形
）
＋
ら
れ
る
1
1
た
べ
ら
れ
る

み
（
上
一
段
動
詞
「
見
る
」
の
未
然
形
）
＋
ら
れ
る
博
み
ら
れ
る

こ
（
力
行
変
格
動
詞
「
来
る
」
の
未
然
形
）
＋
ら
れ
る
冒
こ
ら
れ
る

そ
し
て
問
題
と
な
る
い
わ
ゆ
る
「
ら
抜
き
言
葉
」
は
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
「
た

べ
れ
る
」
、
　
「
み
れ
る
」
、
　
「
こ
れ
る
」
と
言
う
の
だ
か
ら
文
法
的
に
正
し
く

な
い
形
に
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
文
字
通
り
「
ら
」
が
脱
落
し
て
い
る

か
の
ご
と
き
様
相
を
呈
す
る
。

　
同
じ
く
「
可
能
」
の
意
昧
を
添
え
る
助
動
詞
に
「
れ
る
」
が
あ
る
。
　
「
れ
る
」

と
「
ら
れ
る
」
は
意
味
、
用
法
と
も
等
し
く
同
等
に
考
え
て
よ
い
が
、
接
続
に

分
担
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
ら
れ
る
」
が
下
一
段
動
詞
、
上
一
段
動
詞
、
及
び

力
行
変
格
動
詞
に
接
続
し
た
の
に
対
し
、
　
「
れ
る
」
は
そ
れ
以
外
の
動
詞
、
即

ち
五
段
動
詞
と
サ
行
変
格
動
詞
に
接
続
す
る
。
こ
の
場
合
に
も
い
わ
ゆ
る
「
ら

抜
き
」
の
よ
う
な
現
象
が
起
き
る
も
の
か
ど
う
か
確
認
し
て
み
よ
う
。
た
だ
し
、

サ
行
変
格
動
詞
「
す
る
」
に
「
れ
る
」
の
つ
く
形
、
つ
ま
り
「
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
意
味
の
表
現
は
、
実
際
の
言
語
生
活
で
は
「
す
る
」
＋
「
れ
る
」

と
い
う
表
現
を
採
ら
ず
、
　
「
で
き
る
」
と
い
う
別
の
動
詞
を
用
い
る
の
で
こ
こ

で
は
特
に
検
討
し
な
い
で
お
く
。

　
ま
た
、
五
段
動
詞
で
「
可
能
」
を
言
論
す
る
形
、
「
書
け
る
」
「
走
れ
る
」

「
飲
め
る
」
等
を
特
に
可
能
動
詞
と
呼
ん
で
、
本
来
の
動
詞
と
は
別
個
の
も
の

と
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
に
は
反
対
で
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
ら

抜
き
言
葉
」
の
一
種
だ
と
考
え
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
「
ら
抜
き
言
葉
」
は
可

能
動
詞
の
一
種
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
五
段
動
詞
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の

が
他
の
段
の
動
詞
に
も
派
生
し
て
来
た
と
考
え
て
よ
い
。
故
に
「
ら
抜
き
言
葉
」

の
成
立
の
過
程
を
述
べ
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
い
わ
ゆ
る
可
能
動
詞
の
成
立
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
の
で
、
以
下
、
議
論
を
続
け
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
最
初
に
、
五
段
動
詞
「
走
る
」
に
「
可
能
」
の
助
動
詞
「
れ
る
」
の
接

続
し
た
形
を
考
え
る
。

は
し
ら
（
五
段
動
詞
「
走
る
」
の
未
然
形
）
＋
れ
る
陸
は
し
ら
れ
る

文
法
的
に
正
し
い
形
は
「
走
ら
れ
る
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
「
走
れ
る
」
と
言

う
可
能
動
詞
的
な
言
い
方
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
　
「
は
し
ら
れ
る
」

　
↓
　
　
「
は
し
れ
る
」
で
、
こ
れ
ま
た
「
ら
」
が
そ
の
ま
ま
脱
落
し
た
形
に
等

し
い
。
「
ら
抜
き
言
葉
」
と
い
う
表
現
は
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
適
切
．
で
あ
る
と

言
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
同
じ
五
段
動
詞
で
も
「
読
む
」
や
「
打
つ
」
に
「
れ
る
」
を
接
続

さ
せ
て
み
る
と
、
い
さ
さ
か
問
題
が
生
じ
て
く
る
。

よ
ま
（
五
段
動
詞
囲
読
む
」
の
未
然
形
）
＋
れ
る
1
1
よ
ま
れ
る

う
た
（
五
段
動
詞
「
打
つ
」
の
未
然
形
）
＋
れ
る
1
1
う
た
れ
る

つ
ま
り
、
文
法
的
に
正
し
い
形
は
そ
れ
ぞ
れ
「
読
ま
れ
る
」
、
「
打
た
れ
る
」

な
の
だ
が
、
こ
れ
を
問
題
と
さ
れ
る
言
い
方
（
い
わ
ゆ
る
可
能
動
詞
｝
、
「
読

め
る
」
、
　
「
打
て
る
」
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

「
よ
ま
れ
る
」

「
う
た
れ
る
」

↓↓

「
よ
め
る
」

「
う
て
る
」
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い
わ
ゆ
る
「
ら
抜
き
言
葉
」

一
曾
前
言

に
つ
い
．
て

杉
占
山
　
叩
閃

　
一
昨
年
（
平
成
三
年
）
九
月
に
発
足
し
た
第
十
九
期
国
語
審
議
会
は
、
今
年

平
成
五
年
六
月
、
今
後
審
議
す
べ
ぎ
課
題
と
し
て
十
六
項
目
を
挙
げ
、
「
現
代

の
国
語
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
と
題
す
る
最
終
報
告
を
ま
と
め
た
。
こ
の
十
六
項

目
中
、
第
1
番
目
に
掲
げ
ら
れ
た
「
適
切
な
言
葉
遣
い
」
と
い
う
項
に
「
目
的

と
場
合
に
応
じ
た
適
切
な
言
葉
遣
い
や
文
章
表
現
の
在
り
方
，
い
わ
ゆ
る
言
葉

の
乱
れ
や
ゆ
れ
な
ど
の
問
題
，
発
音
上
の
諸
問
題
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
い
わ
ゆ
る
言
葉
の
乱
れ
や
ゆ
れ
な
ど
の
問

題
」
の
意
味
す
る
範
疇
は
相
当
広
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
審
議
会
の
発
表

に
よ
れ
ば
「
見
ら
れ
る
」
を
「
見
れ
る
」
、
「
食
べ
ら
れ
る
」
．
を
「
食
べ
れ
る
」

と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ら
抜
き
言
葉
」
の
問
題
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
正

す
べ
き
言
葉
の
乱
れ
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
許
容
で
き
る
範
囲
の
言
葉
の
ゆ

れ
と
考
え
る
の
か
、
今
秋
発
足
予
定
の
第
二
十
期
国
語
審
議
会
の
判
断
を
待
つ

と
言
う
。

　
「
ら
抜
き
言
葉
」
の
発
生
が
い
っ
た
い
い
つ
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
か
は
歴
と

し
た
証
明
が
な
く
判
然
と
し
な
い
が
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
け
っ
し
て
特

に
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
小
林
多
喜
二
の
「
蟹
工
船
」
（
昭
和
四
年

刊
〉
に
「
過
労
の
た
め
だ
ん
だ
ん
朝
起
き
れ
（
起
き
ち
れ
）
な
く
な
っ
た
。
」

と
い
う
一
節
が
あ
る
く
ら
い
だ
か
ち
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
は
か
な
り

一
般
化
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
書
き
言
葉
に
す
で
に
あ
る
く
ら
い
だ

か
ら
、
平
易
な
話
．
し
言
葉
で
は
も
っ
と
早
く
生
ま
れ
、
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
と
い
．
う
こ
と
は
、
発
生
以
来
少
な
く
と
も
す
で
に
半
．
世
紀
以
上

を
経
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
特
に
取
り
上
げ
て
問
題
と
す
る
傾

向
は
こ
こ
数
年
に
著
し
い
の
も
事
実
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
今
回
の
国
語
審

議
会
の
答
申
が
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
（
ま
だ
問
題
を
提
起
し
た
に
過
ぎ
な
い

が
）
の
も
頷
け
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
こ
数
年
の
間
の
「
ら
抜
き

言
葉
」
の
普
及
、
蔓
延
ぶ
り
が
、
特
に
甚
だ
し
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
一
般
社
会
に
お
け
る
国
語
、
特
に
話
し
言
葉
に
対
す
る
関
心
の

高
ま
り
を
示
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
両
方
の
要
因
が
相
乗
的
に
影

響
し
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
筆
者
も
こ
の
「
ら

抜
き
言
葉
」
の
問
題
に
関
し
て
、
自
分
な
り
の
考
察
を
加
え
つ
つ
、
そ
の
是
非
、

功
罪
を
考
、
是
て
み
た
い
と
思
う
。

二
．
　
「
ら
抜
き
言
葉
」
は
「
ち
」
が
抜
け
て
い
る
の
か

　
一
般
に
「
見
れ
る
」
、
「
食
べ
れ
る
」
を
「
ら
抜
き
言
葉
」
と
称
す
る
が
、

厳
密
な
言
い
方
を
す
れ
ば
こ
れ
は
正
し
い
表
現
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
説
明
す

る
た
め
に
、
ま
ず
「
見
ら
れ
る
」
、
　
「
食
べ
ら
れ
る
」
が
正
し
く
「
見
れ
る
」
、

「
食
べ
れ
る
」
を
．
不
可
と
す
る
文
法
的
根
拠
を
述
べ
た
い
。
こ
れ
は
わ
ず
か
で

も
国
語
文
法
の
知
識
の
あ
る
者
に
と
っ
て
は
当
然
の
話
で
、
貴
重
な
紙
面
を
費

や
す
に
値
し
な
い
か
と
も
思
う
が
、
冒
頭
の
問
題
を
解
説
す
る
た
め
に
、
敢
え

て
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
「
ら
抜
き
言
葉
」
は
す
べ
て
動
詞
の
未
然
形
に
「
可
能
」
の
意
味

を
添
え
る
助
動
詞
「
ら
れ
る
」
が
付
属
し
た
も
の
だ
が
、
「
ら
れ
る
」
が
接
続
．
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