
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
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学
科
報

第
二
十
七
号

(平
成
十

一
年
三
月
十
八
日
)

「
と

ん
で
も
ご
ざ

い
ま
せ
ん
」
と

い
う
表

現
に

つ
い
て遠

藤

潤

一

(昨
年

の
)

九
月

、
後
期

の
授

業

が
始
ま

っ
た
と

た
ん

に
、
学
生

数
名

か

ら
質

問

を
受

け

た
。

「
と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

と

い
う

言

い
方

は

ど
う

し

て
間
違

い
な

の
か

、
と

い
う
質

問

で
あ

る
。
筆
者

は

と

っ
さ

に
、

そ

れ
が
九

月
十

五

日

の
新
聞

に
出

て

い
た

「
日
本

語
力

測
定
試

験
」

に

つ

い
て

の
記
事

に
あ

っ
た
問
題

例

の

一
つ
で
あ

る

こ
と

に
気

付

い
た
。

筆
者

が
読

ん
だ

「朝

日
新

聞
」

平
成
十

年
九

月
十

五

日

の
朝

刊

の
記

事

は

「
日
本

語

の

『腕
試

し
』

い
か

が
つ
・」

と

い
う

タ
イ

ト

ル
で
、
出
版

社

「
明
治

書

院
」

が
出

資

す

る

「
日
本

語
学

研
究

所

」

が
十

月

二
十

五
日

に

全

国

二
十

四
箇

所

で
実
施

す

る
と

い
う

そ

の
試

験

の
紹
介

の
よ
う

な
記
事

で
、
掲

げ

ら
れ

て

い
る

「
日
本

語
力

測
定

試
験

問
題

例
」

に
は
、

「
と

ん
で
も

な

い
」

○

/

「と

ん

で
も
ご
ざ

い
ま
せ

ん
」

×

と

い
う
小
見

出

し
も
付

い
て

い
る
。
学
生

た

ち
が
質

問

し
た
問

題
を

そ

の
記
事

か

ら
抜
き

出

し

て
掲

げ

て
み
よ
う

。

●
次

の
文

は

、
A

さ
ん

が
年

上

の
人

に
ち

ょ

っ
と

し

た
贈

り
物

を
手

渡

し

た
と

こ

ろ
、

そ

の
年

長
者

が

「
(略
)
何

か

お
返

し

を

(略
)
」

と

い
い
、
そ

れ
に
対

し

て
A
さ

ん
が

口

に
し
た
言

葉

で
あ

る
。
そ

の
な

か

で
敬

語

の
使

い
方

と

し

て
ま

ち

が

っ
て

い
る

の
は

ど
れ

か
。

①

と

ん
で
も

な

い
こ
と

で
す
。

②

と

ん
で
も
あ

り
ま

せ

ん
。

③

と
ん

で
も

ご
ざ

い
ま
せ

ん
。

④

と
ん

で
も
な

い
。

以

上

で
あ

る
が
、

こ

の
問

い
は
、

正
解

は
③

と

な

っ
て

い
る
。

つ
ま
り

「
敬

語

の
使

い
方

と

し

て
ま

ち
が

っ
て

い
る

」

の
は

「
と

ん

で
も

ご
ざ

い

ま

せ
ん
」

で
あ

る
と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

と

こ

ろ

で
、
、「
敬
語

の
使

い
方

と
し

て
ま
ち

が

っ
て

い
る

の
は
」
と

言

っ

て
い
る

が
、

こ
れ
は
敬

語
用
法

に

つ
い
て

の
問

題

な

の
だ

ろ
う

か
。
選

択
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肢
を

見

る
と

、
①

・
②

・
③

は
た

し
か

に

そ
れ

ぞ

れ

「
で
す
」

「ま

す
」

「
ご
ざ

い
ま

す
」
と

い
う

丁
寧
語

が
見

え

る
が
、
④

に

は
敬

語

が
見
え

な

い
。

④

は

、

こ
の
場
合

に
は
敬

語

が
使
え

な

い
と

い
う

意
味

の
選

択
肢

と
考
え

れ
ば

よ

い
の
か
。
そ

れ
は
そ

れ
と

し

て
、
果
し

て
こ

れ
は
敬
語

の
問

題
か

。

「
と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

が
敬
語

の
使

い
方

の
誤

り

で
あ

る
と

言

わ

れ

る
と
、
反

論

し
な

い
わ
け

に
は

い
か
な

い
。
「と

ん

で
も
ご
ざ

い
ま
せ

ん
」

が
誤

り

で
あ

る
と

い
う

の
な

ら
、
敬

語

の
用
法

と
し

て
、

こ

の
場
合

「
あ

り

ま
せ

ん
」

は
使

え

る

が
、

「
ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

は
使

え

な

い
と

い
う

こ

と

に
な

っ
て
し
ま

う

。
し
か

し
、

こ
れ

は
理
由

の
説

明
が

で
き

な

い
で
あ

ろ
う

。

掲

げ
ら

れ
た
例

題

の
中

で
、
筆
者

が
問
題
視

し
た

の
は

、
実

は

こ
の
問

い
な

の
で
あ

っ
た
。

こ
れ

は
敬
語

用
法

の
問
題

な

の

で
は

な

い
。
形
容

詞

の
用
法

の
問

題

な

の

で
あ

る
。

「
と

ん

で
も

な

い
」

は
形

容

詞
だ

か
ら

、

「
と

ん

で
も

あ

り
ま

せ
ん
」

と
は
言

え

な

い
の
で
あ

る
。

同
時

に
、

「と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

と
も

言
え

な

い
の
で
あ

る
。

二

 

と

こ
ろ

で
、

九
月
十

九

日

(土

)

の

「
朝

日
新
聞

」
朝

刊

に
、
右

の
問

い
に
関
す

る
次

の
よ
う

な
記

事

が
出

た
。

[鬪
田
]
十

五

日
付

「
日
本
語

の

『腕
試

し
』

い
か
が

?
」

の
記
事

で
、

例
題

と

し

て
あ

げ
た

四
題

の
う
ち

、
最
後

の
問

題

の
解
答

が

「③

」

と

あ

る

の
は

「②

と

③
」

の
誤

り

で
し

た
。

「
と

ん

で
も

な

い
」

と

い
う

言
葉

の
敬

語

の
誤

り
を

問
う

問
題

で

し
た
が

、
②

の

「
と

ん

で

も
あ

り
ま

せ
ん
L

も
誤

用

で
す
。

こ
れ
は
右

の
問

題

に

つ
い

て
の
訂

正
記
事

で
あ

る
。
誤

用
は

「
と

ん

で

も

ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

だ
け

で
な
く

、

「
と

ん
で
も

あ

り
ま

せ

ん
」

も
誤

用

で
あ

る
、
と

訂
正

し

て

い
る
。

し

か
し

、

「敬

語

の
使

い
方

」

の
問

い

で

は
な

い
、

と

い
う
意

味

の
訂

正
は

さ
れ

て

い
な

い
。

こ
れ

で
は
問

題

の
解

決

に
な

っ
て

い
な

い
。

敬
語

の
観
点

か

ら
、

「
あ
り
ま

せ

ん
」

「
ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

は

「
と

ん

で
も

」

に
付

け

る

の
は
誤
り

だ
、

と
言
う

つ
も

り

な

の

で
あ

ろ
う

か
。
し

か
し
、
そ

の
理

由

の
説
明

は
形
容

詞

「と

ん

で
も
な

い
」

の
観

点

か
ら

で
な
く

て
は

で
き
な

い
で
あ

ろ
う

。

な
お
、

こ

の

「
と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

「
と

ん

で
も

あ
り

ま

せ
ん
」

を
誤

用
と

し

て
指

摘
す

る
見

解

に

つ
い
て
、
管

見

に
入

っ
た
も

の
を
挙

げ

て
み
よ
う

。

和

田
利

政
監

修

『
日
本

語

の
知

識

百
科

』

(主
婦
と
生
活
社

・
昭
和
六
十

三
年
三
月
)
の
第

1
章

「
日
本

語
は

ど

こ

へ
行

く

こ
と
ば

の
最

新
情

報
」

の

「
街
を

行
け

ば
あ

や
し

い
日
本

語

の
大

行
進

」

の
中

に
次

の
よ
う

な
指

摘

が
あ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
と
ん

で
も
ご
ざ

い
ま
せ

ん
」

お
上
品

な
ち

ょ

っ
と
す
ま

し
た

ご
婦

人
が

、
よ
く

こ

ん
な

こ
と
を

口
に
す

る
。
.「
と
ん

で
も
な

い
」

は

「少

な

い
」

「危

な

い
」
と

同
じ

よ
う

に

「

な
」

ま

で
が
語
幹

。

「ど

ん

で
も
あ

る
」

「
と

ん
で
も

な

い
」
と

い
う
対

応

の
あ

る
こ
と

ば

で
は
な

い
。
当

然

「
と

ん
で
も

あ

り
ま

せ
ん
」

も
間
違

い
。

「
と

ん

で
も

あ
り

ま
す

」

「と

ん

で
も
ご

ざ

い
ま
す

」
と

言
う

か
ど
う

か
を

考
え

れ
ば

、
す

ぐ
間
違

い
に
気

付
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く

は
ず

で
あ

る
。

以

上

で
あ

る

が
、

こ
こ

で
も

、
当

然

の
こ
と

で
は
あ

る
が
、
敬

語
用
法

の
誤

り
な
ど

と

は
言

っ
て
い
な

い
。
形
容

詞

の
用
法

の
誤
り

を
示
唆

し

て

い
る
の

で
あ

る

。

三

 

「と

ん

で
も

あ

り
ま

せ

ん
」

「
と

ん

で
も

ご

ざ

い
ま

せ

ん
」

が
形
容

詞

の
用
法

上

の
誤
り

で
あ
る

こ
と

の
理
由

は
、

『日
本

語

の
知

識

百
科
』

か

ら
引
用

し
た
右

の
文

章
を

読

め
ば
わ

か

る
こ
と

で
は
あ

る
が

、

こ
こ

で
、

筆

者

が
学

生

た
ち

に
説
明

し
た

こ
と

を
中
心

に
し

て
少

々
述

べ
て
み
よ
う

と

田
い
・つ
。

右

の

「
日
本

語

の

『腕
試

し
』

い
か
が

?
」

の
問
題

で
、
ま

ず
選

択
肢

①

の

「
と
ん

で
も
な

い
こ
と

で
す
」

の

「と

ん

で
も

な

い
」

は
連
体
形

で

あ

り
、
形

容
詞

の
用
法

と

し

て
は
な

ん
ら
問

題
は
無

い
。

次

に
、

選
択
肢

②

の

「と

ん

で
も
あ

り
ま

せ

ん
」

で
あ

る

が
、

こ
れ
は

形

容

詞

の
用

法

と

し

て
誤

っ
て

い
る
。

な

ぜ

な
ら
ば

、

「
あ

り
ま

せ

ん
」

に
続
く

場
合

は
連

用

形

「
と

ん

で
も

な
く
」

と

な

り
、

「
と

ん

で
も
な

く

あ

り
ま

せ
ん
」

と
な

ら
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の
だ

か
ら
。

し
か

し
、

「
と

ん

で
も

な
く

あ
り

ま

せ

ん
」

は

「と

ん

で
も

な

い
」

の

意
を
否

定

す

る
表

現
と

な

っ
て
し
ま

う

。

選

択
肢

の
③

「
と

ん
で
も

ご
ざ

い
ま

せ
ん
」
は
、
②

の

「
あ
り

ま
せ

ん
」

が

「
ご
ざ

い
ま

せ
ん
」

に
替

わ

っ
た

だ
け

の
違

い
で
あ

る
か
ら
、

誤
り

の

理
由

は
②

の
場
合

と
ま

っ
た

く
同
じ

で
あ

る
。

最
後

の
選
択
肢

④

の

「と

ん

で
も

な

い
」

は
形
容

詞

そ

の
ま

ま

の
用
法

(終
止

形
)

の

一
語
文

で
、

こ
れ

に
は
問

題
は
無

い
。

と

こ

ろ
で
、
形

容
詞

の
用
法

か

ら
見

て
問
題

が
無

い
の
は
、

①

と

ん

で
も

な

い
こ
と

で
す
。

④

と

ん
で
も

な

い
。

で
あ

る

が
、

こ

の
二

つ
に

つ
い
て
、
年
長

者

に
対

す
る
返
答

と

い
う
観

点

か

ら
考
え

て
み
る

こ
と

に
し
よ
う

。

年
長

者

に

ち

ょ

っ
と

し

た
贈

り

物

を
手

渡

し

た
と

こ

ろ
、

「

何

か

お
返

し
を

」

と
言
う

年
長
者

に
対

し

て
、

A
さ

ん
が
返

す
言
葉

と

し

て
は
、

こ

の
①

・
④

は
ど

う
な

の
か

。

ま
ず

、
①

の

「と

ん

で
も
な

い
こ
と

で
す

」

は
、
返
答

と

し

て

一
つ
の

ま

と
ま

っ
た
内

容

の
文

で
あ

る
。
し

か
し
、

付
け

加
え

て
言
う

な
ら

ば
、

少

々
大

げ
さ

な
感

じ
、
詰

問
調
と

い
う

感

じ
が
し

な

い
で
も

な

い
。
だ

が

、

そ

の
辺

の
と

こ
ろ

は
、

二
人

の
対

話

の
雰
囲
気

が

こ

の
返

答
を

生
か

し
も

殺

し
も

す
る
と

い
う

こ
ど

で
あ

ろ
う
。

要
す

る

に
、
形
容

詞

の
用
法

か
ら

見

て
も

、

「
で
す

」
と

い
う

丁

寧
語

を

用

い
て

い
る
点

か
ら
見

て
も
、

こ

の
①

は
年

長
者

に
対
す

る
返

答
と

し

て
、

一
応

整

っ
て

い
る
と
言

え

る
。

次

に
、
④

の

「
と

ん

で
も

な

い
」

で
あ

る

が
、

こ
れ

は

一
語

一
文

で
あ

り
、

年
長
者

に
対

す

る
返
答

と
し

て
は
言

葉
不

足

の
感

が
あ

る
。
あ
と

に

文

が
続
き

、
た

と
え
ば

「感
謝

の
ほ

ん
の
お

し
る

し

で
す

の
で
、

お
心

遣

い
な
く
ー

。
」

の

よ
う

な

文

で
返

答

が
完
結

す

る

と

い
う

の

で
な
け

れ

ば
中
途
半
端
で
あ
る
し
、
年
長
者
に
対
す
る
返
答
と
し
て
は
ぞ
ん
ざ
い
で
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あ

る
。
形

容
詞

の
用
法

と

し

て
は
正

し

い
の
だ
が
、
こ

ん
な
感

じ
が
す

る
。

そ

の
た

め

に
、

「
と

ん

で
も

あ
り

ま
せ

ん
」

「
と
ん

で
も
ご
ざ

い
ま
せ

ん
」

と

い
う
言

い
方

が
生

じ

て
し
ま

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

さ

て
、
こ

の
問

題

の
作
成
者

の
意

図

は
ど

の
辺

に
あ

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

誤

用

は
ど

れ

か
と

い
う

問

い
で
、

「訂

正
」

に
よ

る
正
解

は

「
②

と
③

」

と

い
う

こ
と

で
あ

る
か
ら

、
①
と
④

は

誤
用

で
は

な

い
と

い
う

こ
と

で
、

そ
れ

で
済

む
と
考

え

て

い
る

の
で
あ

ろ
う
が

、
右

の
よ
う

に
考
察

し

て
み

る
と
、
当

然
、
割

り

切
れ

な

い
気
持

が
残

る
。

「
と

ん

で
も

な

い
」
は
形

容
詞

で
あ

る
か

ら
、

そ

の

「
な

い
」
は

「
あ

り

ま
せ

ん
」

や

「
ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

に
替
え

る

こ
と
が

で
き
な

い
、
と

い

う

の
が
出

題

の
主
旨

で
あ

る
と

し
た
ら

、
正

し

い
用

法

の
比
重

は
④

に
傾

く

で
あ

ろ
う

。
前
掲

の
薪
聞

記
事

の
、

「
と
ん

で
も
な

い
」

○
/

「
と

ん
で
も

ご
ざ

い
ま

せ
ん
」

×

と

い
う

小
見

出

し
も
、

こ

の
考

え
方

が
背
後

に
あ

る
の

で
あ

ろ
う

。

ま
た

、前

掲

の
薪
聞

記
事

の
こ

の
問

題
文

に
、
「敬

語

の
使

い
方

と

し

て
」

と

あ

る
が
、

そ

の
よ
う

に
年

長
者

に
対

す

る
敬

語

の
使

い
方
と

し

て
、
と

い
う

の
が
出
題

の
主
旨

な

ら
、
正

し

い
用
法

の
比
重

は
①

に
傾

く

で
あ

ろ

う

。要
す

る

に
、

こ
の
問
題

の
出

題

の
意

図
は

分
裂

し

て

い
る
、
熟

慮

さ
れ

て

い
な

い
、

と
し

か
言

い
よ
う

が
無

い
の
で
あ

る
。

四

そ

れ

で
は
、

ど
う

し

て

「と

ん

で
も

あ

り
ま

せ

ん
」

「
と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま
せ

ん
」
と

い
う

言

い
方

が
生

じ

た

の
か

。
前
章

に
お

い
て
、
年
長

者

に
対

す

る
返
答

と

い
う

観
点

か

ら
選
択
肢

④

「
と

ん

で
も

な

い
」

に
言
及

し

た
際

に
、

「と

ん

で
も

な

い
」

は

一
般
的

に
年

長

者

に
対
す

る
返
答

と

し

て
は
ぞ

ん
ざ

い
で
あ

り
、

そ

の
よ
う

な

と

こ

ろ
か
ら

、

「
と

ん

で
も

あ

り

ま

せ

ん
」

「と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま

せ
ん
」

と

い
う

言

い
方

が
生

じ

て
し

ま

っ
た

の
だ

ろ
う
、

と
述

べ
た

が
、

こ
こ

で
は
別

の
観
点

か

ら
そ

の
問
題

に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。

そ

の
前

に
、

ま
ず

、

「
と
ん

で
も

な

い
」

と

い
う

形
容

詞

そ

の
も

の

に

つ
い
て
考

え

て
み

よ
う
。

こ

の

「と

ん
で
も

な

い
」

は

形
容

詞

と

い

っ
て
も

複

合
形

容

詞

(派
生

語
形
容
詞
)
な

の
で
あ

る
が
、

そ

の
成
立

に

つ
い
て
は
は

っ
き

り
し

な

い
。

可
能

性

と
し

て
次

の
よ
う

な
考
え

方

が

で
き

る
と

思
う

。

む

①

近
世

で
は

「
と

で
も

な

い
」

と
も

い
う

。

「
と

ん

で
も

な

い
」

と

と

ほ
う

と

て
つ

語
意

の

一
部

が
共
通

す

る
語

と

し

て
「途

方
も

な

い
」
「
途
轍

も

な

い
」

が

あ

る
。

こ
れ
ら
は

「
と

ん

で
も

な

い
」

よ
り
古

い
語

で
あ

る
。
そ

う

す

る
と
、
近

世
語

の

「
と

で
も

な

い
」

の

「と

」
は
名
詞

「途

方
」

「途

轍
」

の

い
ず

れ

か

の
省

略

で

「途

」

と
な

っ
た
も

の
か

と
も

考
と

え

ら
れ

る
。
ま

た
は

、

「道

・
方
法

・
手

段
」

の
意

味

の
名

詞

門
途
」

か

と
も
考

え

ら
れ

る
。

②

「
と

ん
だ
災

難
だ

」
な

ど
と
使

う

「
と

ん
だ

」
と

い
う

語
が
あ

る

。
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動
詞

「
飛

ぶ
」

に
は

「
思

い
も

寄

ら
な

い
ほ
ど

風
変

わ
り
な

」

の
よ

う

な
意

味
も

あ
り

(近
世
語
)
、

そ

こ
か
ら

こ

の

「
と

ん
だ
」

と

い
う

な

　ユ
　

語
が
生

ま

れ
た

の
で
あ

る
。

こ

の
連
体

詞

「
と

ん
だ
」

は

「
と

ん
で

め
つ
そ
う

も

な

い
」
と

同
意

と
言
え

る
。

そ
う
す

る
と
、

「滅

相

な
」

「滅

相
も

な

い
」

の
よ
う

に
、

「
と

ん

だ
」

の
下

に

「も

な

い
」
を

付

け

た

か

ら

「
と

ん

で
も

な

い
」
と

な

っ
た

の
か

と
考
え

ら

れ
る
。

そ

し

て
、

「も

な

い
」

の

「
な

い
」

は
打

消

し

の

「無

い
」

で
は

な
く

、
強

調

の

「
な

い
」

で
あ

る
。
強
調

の

「
な

い
」

も

「
滅
相

も
な

い
」

の
よ

う

に
、
上

に

「も

」

の
入

る
例

が
あ
る

。

以

上

で
あ

る
が
、
『
日
本

国
語
大

辞
典
』
(小
学
館
)
の

「と

ん

で
も
な

い
」

「
と

ん
だ
」

の
項

を
見

る
と

、

こ
れ

ら

に
類
似

し
た
考

え
方

が

す

で

に
発

　

　　
　

表

さ
れ

て

い
る

よ
う

で
も
あ

る
が

、
い
ま

だ
管
見

に
入
ら

な

い
。
こ

の
点

、

念

の
た
め

に
記

し
て
お

き
た

い
。

こ

の
よ

う

に
、

「
と

ん

で
も

な

い
」

と

い
う

語

に
は

わ
か

ら

な

い
と

こ

ろ
が
あ

る

の
だ
が
、
.
現

代

で
は

、

「と

ん

で
も

な

い
や

つ
だ

」
と

い
う

よ

う

な
非

難

の
言

葉

や
、
「
と

ん

で
も

な

い
!
」
と

い
う
強

い
否

定

の
気

持

を
表

す
言

葉
、

ま
た

「
と

ん

で
も

な

い
仕
合

せ
」

な
ど
、

予
想
外

で
あ

る

と

い
う
気
持

を
表

す

言
葉
と

し

て
、

日
常

的

に
よ

く
用

い
ら
れ

て

い
る
。

そ

れ
故

、

「
と

ん

で
も

な

い
」

を

「
非

難

・
否
定

・
予
想

外
」

と

い

っ
た

意

味

で
用

い
ら

れ
る
語

と

い
う
と

ら
え
方

を

し

て
お

く

こ
と

に
し
た

い
。

さ

て
、

そ
れ

で
は
ど
う

し

て

「と

ん

で
も

あ

り
ま

せ
ん
」

と

い
う

よ
う

な
言

い
方
が

生
じ

た

の
か
。

前

掲

の

『
日
本

語

の
知
識

百
科
』

か

ら

の
引

用
文

の
趣
旨

を
も

と

に
し

て
考
え

て
み

る
こ
と

に
し

よ
う
。

「
と

ん
で
も
あ

り
ま

せ

ん
」

の
よ
う

な
言

い
方

が

生
じ

た

の
は
、

一
言

で
言
え

ば

、

○

こ
の
夏
は
劉

の
で
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
旅
行
は
無
理
で
す
。

の
よ
う
な

言

い
方

か
ら

の

「
誤

っ
た
類
推

」

に
よ

る
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

。

こ

の
よ
う

な
、

「
時

間
も
無

い

・
時

間

も
あ

り

ま
せ

ん

・
時
間

も

ご
ざ

い
ま
せ

ん
」
と

い
う

一
連

の
言

い
方

に
引

か

れ

て
、
「
と
ん

で
も
な

い
」

を

「
と

ん

で
も

あ
り

ま
せ

ん

・
と

ん

で
も
ご
ざ

い
ま
せ

ん
」
と
言

う

よ
う

に
な

っ
た

の
で
あ

ろ
う

。

そ
し

て
、
そ

れ
が

「
誤

っ
た
類
推

」

に
よ

る
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

は
、
「時

間
も

あ

る
」
に
対

し

て

「と

ん

で
も

あ

る
」

[

と
言
え

る
か
と

い
う

こ
と
を
考

え

れ
ば
す

ぐ
わ

か

る
こ
と

で
あ

る
。

5

「
と

ん
で
も
あ

り
ま

せ

ん
」

と

い
う
言

い
方

が
ど
う

し

て
生
じ

た

の
か

」

と

い
う

問
題

に

つ
い
て
は

こ
の
よ
う

に
考
え

る
こ
と

が

で
き

る
。
た

だ

し
、

こ
れ

は

一
つ
の
考
え

方

に
過
ぎ

な

い
、
と

い
う

こ
と
を

こ
と

わ

っ
て
お

か

ね

ば
な

ら
な

い
。

五

、
「
と

ん

で
も

あ
り

ま
す
」

と

い
う
言

い
方

が

で
き

な

い
か
ら

「
と

ん

で

も

あ

り
ま

せ

ん
」

は

誤

用

で
あ

る

と

い
う

の
が
前

章

ま

で

の
考

え

方

で

あ

っ
た
わ

け
だ

が
、
そ
れ

で
問
題

は
解
決

し

た

の
で
あ

ろ
う

か
。
筆

者

は
、

「
と

ん

で
も
あ

り

ま
す

」

と

い
う

言

い
方

は
無

い

の
が

あ

た
り

ま
え

だ
と

考

え

る
。

こ
れ
は

、

「1

あ

る
」

「ー

な

い
」

の
対
応

で
考

え

て
は

い



け

な

い
の

で
あ

る
。

「
と

ん

で
も

あ
り

ま

せ
ん
」

が
ど
う

し

て
生

じ
た

か
に

つ
い
て
、
別

の

考
え

方

を
示

し

て
み
よ
う

。

こ

の
小
論

文

で
は
、

筆
者

の
こ

の
考
え

方
を

示

す

こ
と

が
目
的

の

一
つ
に
な

っ
て

い
る
。

「と

ん

で
も
あ

り
ま

せ

ん
」

と

い
う
言

い
方

が
生

じ
た

理
由
と

し

て
、

筆

者

は
次

の
よ
う

な

こ
と
を
考

え

て

い
る
。

○

下

に
否
定

の
表

現

「無

い
」

や
強

調

の

「な

い
」

を
伴
う

の
が

一

般

的

な
名

詞
が
あ

る

が
、

そ

の
用
法

と

の
類
推

に
よ
る
。

こ

の
名

詞

は
形

容
詞

や
形
容

動
詞

の
語

幹

に
も
な

る
。

右

の
よ
う
な

考
え
方

で
あ

る
が
、
ま

ず
、

そ

の
よ
う

な
名

詞

の
例

を
挙

げ

て

み
よ
う
。

(名
詞
)

(名
詞
の
用
法
)

(形
容
詞

・
形
容
動
詞
M

と

ほ
う

①

途

方

・
途
方

も

な

い

・
途

方

な

い

(近
世
語
)

と

て
つ

②

途

轍

・
途

轍
も

な

い

・
途

轍

な

い

(近
世
語
)

め
つ
そ
う

③

滅
相

・
滅

相
も

な

い

・
滅
相

な

④

た
わ

い

・
た
わ

い
も

な

い

・
た

わ

い
な

い

※

(

×

)
・
(と

ん

で
も

な

い
)
・
(

×

)

こ

の
ほ
か

に
も

あ

る
は
ず

だ

が
、
ま
ず

こ

れ
く
ら

い
で
考

え

て
み

よ
う
。

①

・
②

・
③

は

そ
れ

ぞ
れ

「1

も
な

い
」

の
形

が

「と

ん

で
も
な

い
」

と
意

味

の
上

で
も
共

通
す

る
例

で
あ

る
。
以

下

の
論

で
は

「も

な

い
」

の

「
な

い
」

が

打
消

し

か
強

調

か

に

つ

い
て
は
考
慮

し
な

い
こ
と

に
す

る
。

※
印

は
対

比

さ
せ

た

「と

ん

で
も
な

い
」
。

さ

て
、
①

～
③

の

「途

方
も

な

い
」

「
途

轍
も

な

い
」

「滅

相
も

な

い
」

の

「
途
方

」
「途

轍
」
「滅

相
」
は
名
詞

で
あ

る
。
し
か
し

、
「時

間
も

な

い
」

の
場
合

と
違

っ
て
、
「時

間
も

あ

る
」
の
よ
う
な

言

い
方
は
無

い
。
④

の

「
た

わ

い
も
な

い
」

の
場
合

に

つ
い
て
も

同
様

の
こ
と

が
言
え

る
。

「
た
わ

い
」

は

「
た

わ

い
も

な

い
」
と

い
う

言

い
方

は

あ

る
が
、

「
た
わ

い
も

あ

る
」

と

い
う

言

い
方

は
無

い

の
で
あ

る
。

「
た

わ

い
」

は

下

に
否
定

表

現
を

伴

う

の
が

一
般
的

用
法

で
あ

る
か

ら

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
言

い
方
と

の
類

推

に
よ

っ
て

「
と

ん

で
も

な

い
」
と

い
う
語

が
生

ま

れ
た

の
で
あ

ろ
う
と

考

え
ら

れ

る
。
「
と

ん

で
」

は
名

詞

で
は
な

い
が
、
「
1

も

な

い
」

と

い

う

形
と

意
味

の
①

～
③

と

の
共

通
性

か
ら
見

て
、

こ
の
よ
う

に
考
え

ら

れ

る

の
で
あ

る
。

と

こ

ろ
で
、

そ

の

「
と

ん
で
も

な

い
」

は

「
と

ん
で
」

が
名
詞

で

は
な

い
か
ら
、

一
語
と

し

て
処
理

し
、
形

容
詞

と
す

る

の
で
あ

る
。

そ
れ
故

、

「
途
方

も

な

い
」

は
形
容

詞

で
は

な

い
が
、

「と

ん

で
も
な

い
」

は
形
容

詞

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

さ

て
、

「途

方

も

な

い
」

は

形
容

詞

で
は
な

く
、
連

語

で
あ

る
か

ら
、

「時

間
も

あ
り

ま
せ

ん
」

の
場
合

と
同
様

に
、
「
途
方

も
あ

り
ま

せ

ん
」
と

言

え

る
。

一
方

、

「
と
ん

で
も

な

い
」

は
形
容

詞

で
あ

る
か
ら

、

「と

ん

で

も

あ
り

ま
せ

ん
」
と

は
言

え

な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
。
し

か
し
、

生
き

た
言
葉

は
そ

ん
な

こ
と
と

は
関

係

が
無

い
。
「
と

ん

で
も

な

い
」
を
、
意

味

・

形

態

の
類
似

か
ら

、
「
途

方
も

な

い
」

「
滅
相

も

な

い
」

と
並

べ
て
と
ら
え

る
意
識

が
あ

れ
ば

、

「途

方
も

あ
り

ま
せ

ん
」

「
滅
相
も

あ
り

ま
せ

ん
」

に

引
か

れ

て

「
と

ん

で
も

あ
り

ま
せ

ん
」
と

い
う

言

い
方

が
生

じ

て
も
不

思

議

で
は

な

い
。
堅

苦

し
く

言
え

ば

、

「
と

ん
で
」

が
名

詞

で
は

な

い
の
だ
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か
ら

、
こ
れ
も

「
誤

っ
た
類
推

」
と

い
う

こ
と

に
な

る
が

、
だ

か
ら
と

い

っ

て
、

誤

り

の
証
拠

と

し

て
、

「
と

ん

で
も

あ

り

ま
す
」

と

言
え

る
か
、

と

責

め

る

こ
と

は

で
き
な

い
。

「途

方

も
あ

り
ま

す
」

「
滅
相

も
あ

り
ま
す

」

と
は

言

わ
な

い
の
だ

か

ら
、
当

然
、

「と

ん
で
も

あ

り
ま

す
」

も
無

い

の

で
あ

る
。

「1

な

い
」

は
常

に

「ー

あ

る
」

と
対
応

す

る
わ

け

で
は

な

い
。

こ

の
よ
う

に
、

「
と

ん

で
も
あ

り

ま

せ

ん
」

は

「誤

っ
た
類

推
」

に
よ

る
言

い
方

に
は
違

い
な

い
が
、

「
時

間
も

あ

り
ま

せ

ん

・
時

間

も
あ

り

ま

す

」

の
場

合

と

同

列

に
論

ず

る

こ

と

は

で
き

な

い

の
で
あ

る

。
ま

た

、

「と

ん
で
も

な

い
」

は
形

容

詞

で
は

あ

る
が
、

第

四
章

の
語

構

成
①

・
②

で
述

べ
て

い
る
よ
う

に
、

語

の
構

成

に
お

い
て
連

語
と

見

る
こ
と
も

で
き

そ
う

な
複

雑

な
問
題

を
抱
え

て
お
り

、
そ
の

点

で
、
単

純
な

「
少

な

い
」

や

「
危

な

い
」

と
同
列

に
見

る

こ
と

は

で
き

な

い
の
で
あ

る
。

「
と

ん

で
も

あ
り

ま
せ

ん
」
と

い
う

言

い
方

に
は
、

こ

の
よ
う

に
、
理

解
を

示

し

て
許
容

す

べ
き
理

由

が
あ

る
。

そ
れ
を
も

無
視

し

て
、
無

下

に

「
誤

用
」

と
き

め

つ
け

る
資

格

を
我

々
は
持

っ
て

い
る

で
あ

ろ
う

か

。

つ

ま

り
、

「
と

ん

で
も
あ

り

ま
せ

ん
」

を

誤
用

と

き
め

つ
け
る
考

え

方

に
は

再
考

の
余

地
が
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

『
日
本

国
語
大

辞
典
』

(小
学
館
)

の
見

出

し
語

「
滅
相

」

の
語
釈

の
末

尾
に
あ
る
小
見
出
し
「め
っ
そ
う
も
な
い
」
の
固

圖
の
項
の
説
明
文
中
に
、

次

の
よ
う

な
記
述

が
あ

る
。

③

礼
を

言
わ

れ
た
時

な

ど

の
挨

拶

の
こ
と

ば
。
ど

う

い
た
し

ま
し

て
。

と

ん

で
も
あ

り
ま

ん

。
大
阪

市

「
い

い
え

め

っ
そ
う
も

ご

ざ

い

剥
刻

」

こ

れ
は
、

礼

を
言

わ

れ
た

時

な
ど

の
あ

い
さ

つ
で
、

「
と

ん

で
も
あ

り

ま

せ

ん
」
と

い
う

意
味

で
、
大

阪
市

で
は

「
め

っ
そ
う
も

ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

と

言
う

と

い
う

説
明

で
あ

る
が

、

こ
の
筆

者

傍
線

部
前
者

「
と

ん

で
も

あ

り

ま
せ

ん
」

は
辞
書
執

筆
者

の
用

い
て

い
る
言
葉

で
あ

る
。

一
言

で
言

え

.

ば

、
現
代

の
代
表

的

な

「
国
語
辞

書
」

に
も

誤
用

が
あ

る
と

い
う

こ
と

に

も

な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。
な

お
、

す

で
に
述

べ
た

よ
う

に
、
筆
者

傍

線
部

後
者

「
め

っ
そ
う

も

ご
ざ

い
ま
せ

ん
」

に
は
誤

用

か
否

か

と

い
う

よ

う

な
問
題

は
生

じ
な

い
。

こ

こ
で
、
文
化

庁
編

『言

葉

に
関
す

る
問
答

集

総
集

編
』

(平
成
七
年

三
月
)
を

取
り

上
げ

よ
う

。
そ

の

「
三

敬

語
、
そ

の
他

の
問

題
」

の

「敬

語
」

の
部

に
、

「と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

に

つ

い
て
の
問
答

が
掲
載

さ
れ

て
い
る
。

固

「
と
ん

で
も
ご
ざ

い
ま

せ

ん
」
と

い
う
言

い
方

は

お
か
し

く
な

い

か

と

い
う
問

い
で
あ

る
。

こ

の
圏

は
、
前

半

部

で

「
と

ん

で
も

な

い
」

を

形
容

詞

の
観
点

か
ら

と

ら
え

、

「
と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま

せ

ん
」
を

適

切
な

言

い
方

で
は
な

い
と

い
う
方
向

で
説

明

し

て

い
る
。

次

に
、
段
落

を
改

め
、
次

の
よ
う

に
述

べ

て

い
る

の
で
あ

る

(傍
線
筆
者
)
。

し

か
し

な
が

ら
、

「
と

ん

で
も

な

い
」

に
は

、
普

通

の
形
容

詞

か

ら

転
じ

て
、

「
相

手

の
言
葉

に
対

し

て
強
く

否
定

す

る
気

持

ち
を

込

め

て
言
う

と
き

の
あ

い
さ

つ
語
」

と
し

て

の
用
法

が

あ

る
。
そ

の
場
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合

に
ま

で

「と

ん

で
も

な

い
こ
と

で
ご
ざ

い
ま
す
」

と
言

う

べ
き
だ

と
論

じ

て
も
、
実

際

問
題
と

し

て
行

わ

れ

る
か
ど
う

か

が
疑
問

で
あ

る
。

こ

の

ま

の
形

躑
詞
と

し

て

の

と

で
も
な

い
」

と
は

い

の
で
あ

る
。

「
と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま

せ

ん
」
7が
あ

い
さ

つ
語
と

し

て
現
在

の
よ
う

に

一
般

化

し
た
段

階

で
は
、

こ
れ
を

不
適

切
な

言

い

方
と

し

て
退

け

る

こ
と

は
好

ま

し
く

な

い
と
も

言

え

る

わ

け

で
あ

注

(3
)

る
。

(14
-

39
)

こ

の
よ
う

に
述

べ
て
、
答

え
を

締

め
く
く

っ
て

い
る
。
筆

者
傍

線
部

は
、

あ

い
さ

つ
語
と

し

て
ど

の
よ
う

に

「
用
法

が
異

な

る
」

の
か
は

っ
き

り
し

な

い
が
、

と

に
か
く

こ

の
よ
う

に
述

べ

て
い
る

の
で
あ

る
。

こ

の
答
え

の
冒
頭
部

は
、

膕
凶
「
あ

る

べ
き

こ
と

で

は
な

い
」

「
決

し

て
そ

ん
な

こ
と

は

な

い
」

と

い
う
意

味

で
、

「と

ん

で
も

な

い
」

と

い
う
言

い
方

が
あ

る
。
d
-

を

囲
に
言

お
う
と

し

て

と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま

ん
L

と
一纛
う

劉

、
こ
れ
は
適
切
な
言
い
方
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で

あ

る
。

と

あ

る
。

こ

の
問

い
を

「敬

語

」

の
部

に
入
れ
た

理
由

は
は

っ
き

り
し

な

い
が
、
筆

者
傍

線
部

の
よ
う

に
、
「と

ん

で
も
ご
ざ

い
ま

せ

ん
」
の

「
ご

ざ

い
ま
せ

ん
」

が
丁
寧

表
現

で
あ

る
か

ら
な

の
か
。

ま
た

、
前
述

の

「
日

本
語
力

測
定

試
験

問
題

例
」

で
こ

の
問

い
を

「敬

語

の
使

い
方
」

の
問

題

と

し
て

い
る
理
由

は

こ

の
辺

に
あ

る

の
か
。

い
ず
れ

に
し

て
も
、

筆
者

が

す

で
に
述

べ

て

い
る

よ
う

に
、

こ
れ
は
敬

語

の
問
題

で
は

な

い
。

な

お
、

こ
こ

で
同

じ

よ
う
な

問
題

の
生

じ
る
語

に
言

及
し

て
み

る
と
、

「
み

っ
と

も

な

い
」

と

い
う

形
容

詞
は

「
み

っ
と
も

い

い
」

「
み

っ
と

も
よ

く

な

い
」
の
形

を
派

生

さ
せ

て

い
る
。
こ
れ
も

類
推

に
よ
る

の
で
あ

ろ
う

。

前

記

の
辞

書

か
ら
例

を
拾
う

と

、
前
者

は
、

は
た
か
ら
見
て
余
り
見
劃

者
ぢ
ゃ
な
い

(夏
目
漱
石
・

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」)

後

者

は
、

よ

天
秤
を

肩

へ
当

る
も

家
名

の
汚

れ
、
外

聞

が

っ
と
も

一日
く

な

い

と

い
ふ
の

で

(二
葉
亭
四
迷

・

「浮
雲
」
)

が
あ

る
。
驢

「
み

っ
と

も

な

い
」

の
意

味

は

、

「人

が
、
見

た

く
も

な

い
と

思
う

よ

う

な
」

の
意

が
元

で
あ

ろ
う

と

い
う

こ
と

は
、

一
般

的

に
容
易

に
想
像

が

つ
く

こ
と

で
あ

ろ
う

。
語
源

「見

た
く

も
な

い
」

か
ら
考

え

れ
ば
、
当

然

「見

た
く

も
」
の
下

に

「
よ

い
」
や

「
よ
く

な

い
」
は
来
な

い
は
ず

で
あ

る
。

ま
た

、

「
み

っ
と

も

あ

り
ま

せ

ん
」

は
誤

用

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

語

源

「
見

た
く
も

な

い
」

を
意

識

し

て

い
る
人

は
、

そ
れ
と

「
見

た
く
も

あ

り

ま

せ
ん
」

と

い
う

表

現
と

を
土

台

に

し

て
、

「見

っ
と

も

な

い
」

に
対

し

て

「見

っ
と

も
あ

り
ま

せ
ん
」

と

い
う
類
推

に
よ
る
形

が
、

口
か

ら
自

然

と
出

て
し
ま
う

か
も

知

れ
な

い
。

し
か

し
、

「見

た
く

も

な

い
」

は
単

語

で
は

な

い
が

、
「
み

っ
と
も

な

い
」
は
単

語

(形
容

詞
)
な

の
で
あ
る

(現

代
語
で
は
意
味
も
違
う
)
。

そ
れ
故

、

「
み

っ
と
も

あ
り

ま
せ

ん
」
と

は
言

え

な

い
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

一
方

、

「見

た
く
も

あ

り
ま

せ

ん
」

に
は

な

ん
の
問
題

も
な

い
の
で
あ

る
。
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こ

の
小
論

で
、
「
と

ん

で
も

あ
り

ま

せ
ん

・
と
ん

で
も

ご
ざ

い
ま
せ

ん
」

に

つ
い
て

の
二

つ
の
考
え

方

を
述

べ
た

。

一
つ
は

「
と

ん
で
も

な

い
」

を

形
容

詞

と

い
う
観

点

で
と

ら
え

、

「
と

ん

で
も
あ

り

ま
せ

ん

・
と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

を
誤

用
と

す

る
考

え
方

で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ
れ
は

こ

の
小
論

執
筆

の
き

っ
か
け
と

な

っ
た

「
日
本
語

力
測
定

試
験

問
題

例
」

の

出
題
意

図

の
延
長

線
上

で
考
え

た
見

方

で
あ

る
。

そ
れ

に
対

し

て
、
第

五

章

に
お

い
て
は
、

そ

れ
と
は

別

の
見

方
、

す

な
わ
ち

言
語
変

化
と

い
う
観

点

で
、
類
推

に
よ
る
派

生
と

い
う
見

方

で
と

ら
え
た

も

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、
そ

の
ど
ち

ら
が

通
説

と
言
え

る

か
と

い
う
と

、
形
容

詞

の
用

法
と

い
う
観

点

に
立

っ
た
誤

用
説

の
方

で
は

な

い
か

と
思

わ
れ

る
。
す

で

に
、

そ

の
見

解

は
公
表

さ
れ

て

い
る
し
、

ま

た
、
今

回

の
報

道

は
そ

の
見

解

の
浸

透

に
拍
車

を

か
け

る
こ
と

に
な

っ
た
と

言
え

る
。

し
か

し
、

「
と

ん

で
も
あ

り

ま

せ
ん

・
と

ん

で
も

ご
ざ

い
ま

せ

ん
」

と

い
う
言

い
方

を
、

ご
く
自

然

な
言

い
方
と

し

て
使

っ
て

い
る
人

々
も

い
る

の
で
あ

る

(そ

れ

で
な
け

れ
ば

問

題
と

し

て
出

題

さ
れ

な

い
)
。
ま

た

、

そ

の
よ
う

な
言

い
方

が
ど
う

し

て
生

じ

た
か

に

つ

い
て
は
、

小
論
第

五
章

で
述

べ
た

よ
う
な
考

え
方

も

で
き

る

の
で
あ

る
。

こ

の
小

論

の
結
論

と

し

て
、

「
と

ん

で
も
あ

り

ま

せ
ん

・
と

ん

で
も

ご

ざ

い
ま

せ

ん
」
を

誤
用

と
き

め

つ
け
る

こ

の
問

題
は
適

切

で
は
な

い
、

と

言

い
た

い
。
こ

れ
が
小
論

の
主

旨

で
あ

る
。

と

こ

ろ
で
、

「
正

し

い
言
葉
」

と

い
う

見

方

と

「
言
葉

の
変

化
」

と

い

う
見

方
と

は
、

両
者

は
決

し

て
相

容
れ

る
余
地

の
な

い
も

の
の
よ
う

に
考

え

ら
れ

が
ち

で
あ

る
。
し

か
し
、

生
き

た
言
葉

に
接

す

る
以
上

、
我

々
は

こ

の
二

つ
の
観
点

の
ど

ち

ら
を
も
欠

く

こ
と

は

で
き

な

い
。

こ

の
二

つ
の

見
方

を
両
極

と

し

て
言

葉
を
観

察

す

る
こ
と

が
大
切

な

の
で
あ

る
が

、
学

生
を

見

て

い
る
と
、

こ

の
点

に
と

ま
ど

い
を
感

じ

る
人
、

隔
靴
掻

痒

の
思

い
を

い
だ

く
人

が
多

い
よ
う

で
あ

る
。

あ
れ

こ
れ
言

わ
ず

に
手

っ
取
り

早

く

「
正

し

い
日
本

語
」

を
教

示
す

る

の
が
、
大

学

の
国
語
学

担
当

教
員

の

務

め
だ
と
考

え

て

い
る
か

の
よ
う

で
あ

る
。
今

後

、
こ

の
傾
向

が
強
く

な

る
の
か
も
知

れ

な

い
。

し
か

し
、

「
正

し

い
日
本

語
」

の

「正

し

い
」

は
絶

対
的

価

値
を

意

味

す

る
も

の
で
は

な

い
。

「規

範

、
す

な

わ
ち

正

し

い
日
本

語
」

と

い
う
考

え
方

、

こ

の
よ
う

に
絶

対
的
基

準

を
求

め
よ
う

と
す

る
考
え

方

は
、
我

々

日
本

人

を

不
幸

に
陥

れ

る
だ

け

で
あ

る
。

「
正

し

い
日
本

語
」

は

ど

こ
に

あ

る

の
か
、
我

々
は

「
正

し
く
な

い
日
本

語
」

ば

か
り
使

っ
て

い
る

で
は

な

い
か
、

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し
ま
う

か

ら

で
あ

る
。

絶
望
感

・
虚
脱

感
、

そ

し

て
末
世

観
を

い
だ

く

こ
と

に
な

る
だ

け

で
あ

る
。
若

い
人

々
が

こ
の
矛
盾

か
ら
解

放

さ
れ

る
よ
う

に
と
願

い

つ
つ
、
筆

者

は
授
業

を

し

て

い
る

つ
も

り

で
あ

る
。

時

間

の
流

れ

、
時
代

を
あ

る
時
点

か

ら
あ

る
時
点

ま

で
輪

切
り

に

し

て

と
ら

え

よ
う

と
す

れ
ば

、

そ
れ
は

い
つ
の
時
点

で
と

ら
え

て
も
、

緩
急

の

程
度

の
差

こ
そ
あ

れ
、

常

に

「
過
渡

期
」

で
あ

る
。

そ
れ
故

に
、

「
規
範

」

は
必

要
な

の
で
あ

る
。

し
か

し
、

そ

の

「
規
範

」

は
絶
対
的

な
も

の
で
は
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あ

り
え

な

い
は
ず

で
あ

る
。

「
規
範

」
を

、
変

化

を

ふ
ま

え
、

そ

れ
を

見

越

し
た
方

向

に
求

め
る

か
、
ま

た

は
、
過
去

の
慣
習

、
い
わ

ゆ

る

「
伝
統

」

を
振

り
返

っ
て
求

め
る

か
、
と

い
う

根
本
的

問

題
が
残

さ

れ

る
が
、
現
在

の
社
会

通

念

で

「規
範

」

と

い
え

ば

、
そ

れ
は
後

者

の
見
方

で
あ

る
。

そ

れ
故

、

い
や
、

い
ず

れ

に
し

て
も

、

い
わ

ゆ
る

「
規
範

」

は
言
葉

を
選

ぶ

際

の
お
お

よ
そ

の
指
針

と

い
う
く

ら

い
の
意

味

で

の

「
現
実

の
目
安

」
程

度
と

し

て
認
識
す

べ
き

も

の

で
あ

る

。
換

言
す

れ
ば

、
「
正
し

い
」
よ
り

「
よ

り
良

い
」

と

い
う

相
対

的
な

認
識

で
あ

る
コ

や
た

ら

に

「
正

し
さ
」

を
標

榜

す

る

の
は
精
神

的

に
不
健
全

な

こ
と

で
あ

る
。

(2
)

見
出
し
語

「と
ん
で
も
な

い
」

の
鬧

…圖
に
、

「と

で
も
な

い
」

の
変
化
し
た
も

の
で
、
そ
の

「と
」

は
、
副
詞

の

「と
」
あ

る

い
は
名

詞

の

「
と

(途
)
」
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

と
あ

る
。
ま

た
、
見

出
し
語

「と
ん
だ
」

に
、

「
(「と
ん

で
も
な

い
」

か
ら
で
き

た
語
か
)
」
と
あ
る
。

(3
)

こ
の
問

い
は

『言
葉

に
関
す

る
問
答
集

総
集
編
』

の
前
身

で
あ
る

『言
葉

に
関
す
る
問
答
集
』

の
第

14
集

に

「問

39
」
と
し

て
掲
げ
ら
れ
た
も

の
。
第
14
集

は
昭
和
亠
ハ十

三
年

三
月

の
発
行

で
、
本
論

で
掲
げ
た

『日
本
語

の
知
識
百
科
』

の

発
行
と
同
年

・
同
月
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

以

上

〔付
記

〕

本

稿

の
テ
ー

マ
は
新
聞

記
事

に
よ
る
も

の
な

の
で
、
同
趣

の

論

が
種

々
出

る
こ
と
も

予
想

さ

れ
る
。

こ

の
点

、

一
言

お

こ
と
わ
り

し

・

て
お
き

た

い
。
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(平
成
十
年
十

一
月
五
日
)

注(1
)

『古

語
大

辞
典
』

(小

学
館

・
昭
和

五
十

八
年
)

の

「飛

ぶ
」

の
語
釈
④

を

掲
げ

て
お
く
。

④

(と
び
離
れ
る
意
か

ら
)
異
風

で
あ
る
。
奇
抜

で
あ

る
。
「あ
ま
り
作
り
過

ぎ

て
ー

.
び
た

る
句
ば
か
り
な
れ
ば
、
あ

へ
て
点
も
な
し
」
〈卜
養

狂
歌
集
〉
つ

「足
本
し
ら
ず

の
麁
相

(そ
さ
う
V
者
と
見

え
侍

れ
ど
、

一

1

・
ん
だ

る

飄

も
を
か
し
く
」

〈貝

お
ほ
ひ
〉

こ
の
筆
者
傍
線
部

「と
び
た

る
句
」
、
「
一
足
と

ん
だ

る
作
意
」
の

「と
び

た
る
」
、

「と

ん
だ

る
」

の
よ
う
な
形
か
ら

「と

ん
だ

」
が
生
ま
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ

の
辞
書
に
は

「と
ん
だ
」
「と

で
も
な

い
」
は
あ
る
が
、
「と

ん
で
も

な

い
」
は
無

い
。
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