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方
言
に
お
け
る
ラ
抜
き
言
葉

井
上
史
雄
著

『日
本
語
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
』
を
読
ん
で

内

山

み

ず

え

は
じ
め
に

言
葉

は
時

代
と

と
も

に
変

化
す

る
。

言
葉

も
生

き

て

い
る

の
だ

か
ら

変

わ

っ
て
当
然

な

の
か
、

そ
れ

と
も

乱

れ
な

の
か

…

そ

の
中

で
論
議

さ
れ

て
い
る

こ
と

の

一
つ
に
、

ラ
抜

き
言

葉

が
あ

る
。

(1
)

そ

し

て
国
語

審
議

会
は

「
ら

抜
き

言
葉
」
は
認

め

な

い
方
針
を

発
表

し

た
。

個

人
的

に
は

文
法

的

に
正

し

い
正

し
く

な

い
は
別

と

し

て
、

当
た

り
前

だ

と

思

っ
て
用

い
て
き

た

言
葉

で
あ

る
。

で
は

、
な

ぜ
当

た
り
前

だ

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

ラ
抜
き

言

葉
は
全

国

的

(2
)

な

傾
向

で
は
あ

る
が
、

ど
う

や
ら

そ

の
出
所

は
地

方

に
あ

る

ら
し

い
。

こ

こ
で
は
井

上
史

雄
著

『
日
本

語

ウ

ォ

ッ
チ

ン
グ
』
(岩
波
新
書
五
四
〇

・
一
九

九
八
年
)
の

一
章

で
あ

る

「
ラ
抜
き

こ
と
ば

の
背

景
」
に
述

べ
ら
れ

て

い
る

こ
と

を
検

証

・
比
較

し

、
方

言

の
視

点

か
ら

ラ
抜
き

言
葉

に
迫

っ
て
み

た

い

。

第

一
章

ラ
抜
き
言
葉
と
は

ー

ラ
抜
ぎ

言
葉

の
定
義

従
来

「
見

る

こ
と
が

で
き

る
」

は

「見

ら

れ

る
」
、

「食

べ
る

こ
と

が

で

き

る
」

は

「
食

べ
ら

れ

る
」

と

言

わ

れ

て

い
た

。

し

か

し
、
最

近

で

は

「見

れ

る
」

「食

べ
れ

る
」

と

い
う
言

葉

が
よ

く
聞

か
れ

る
。

こ

の
よ
う

な

言

葉
は

「
ら

れ
る
」

と

い
う

言
葉

の

「
ら
」
を

抜

い
た

形

で
あ

る

こ
と
か

ら

「
ラ
抜

き

言
葉
」

と
称

さ

れ

て

い
る
。

「
ら

れ

る
」

は

下

一
段

活

用

型

の
助

動
詞

で
あ
り

、

一
段

活

用

・
力
行

変
格

活

用

の
動

詞

や
助
動

詞

の

「せ

る
」

ま
た

は

「
さ

せ
る
」
め

未

然
形

に
接
続

し

、
受

身

・
尊
敬

・
可
能

・
自

発

を
表

す

言

葉

で
あ

る

。

「ら

れ

る
」

と

同
様

の
働
き

を
す

る
も

の
に
助
動

詞

「
れ

る
」

が
あ

る

が
、

こ
ち

ら

は
五
段

活
用

や

サ
行
変

格
活

用

に
接
続

す

る
も

の
で
あ

る
。

五
段
活

用

の
動
詞

を
同

行

の
下

一
段
活

用

に
転
じ

て
、

可
能

の
意
味

を
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も

つ
動

詞
は

可
能

動

詞

で
あ

る
。

「読

め

る
」

や

「
飲

め

る
」
と

い

っ
た

も

の
が

そ
れ

で
あ

り
、

こ
れ

ら
も

元

々
は

「
読

ま
れ

る
」
や

「
飲
ま

れ

る
」

と

言

っ
て

い
た
も

の
で
あ

る
。
可
能

動

詞
も

ラ
抜
き

言
葉

も
似

た

原
理

の

上

に
成

り
立

っ
て

い
る
。

一
段
活

用
動

詞

や

力
変

動

詞

の
未

然

形

+
助

動

詞

「
ら
れ

る
」

の
形

で

可
能

の
意

味
を

表

し

て

い
た
も

の
の

「
ら
」

が
抜

け
落
ち

て
し
ま

っ
た
も

の
を

現
在

は

「
ラ
抜

き

言
葉
」

と
言

っ
て

い
る
。

2

ラ
抜

き

言
葉

の
発
生

文
法
的

に
は
正

し
く

な

い
に
せ

よ
、

現
在
、

ラ
抜

き
言

葉

は
確

か

に
よ

く

使
わ

れ

て

い
る

。
今

で

こ
そ

ラ
抜

き

言
葉

は
全

国
各

地

で
使

わ

れ
る

よ

う

に
な

っ
た

が
、
ラ
抜
き

言
葉

は
地

方
か

ら
広

が

っ
た
と

言
わ

れ

て

い
る
。

新

し

い
言

葉

が
都
会

や
文

化

圏
か
ら

地
方

に
広

が

る
と

い
う

こ
と

は
よ
く

あ

る
が

、

ラ
抜

き

言
葉

は
ど
う

や
ら

逆

の
よ
う

で
あ

る
。

以

下
、

そ

の
よ

う

な

こ
と

を
読

み
取
れ

る
部

分
を

『
日
本

語

ウ

ォ

ッ
チ

ン
グ
』

か
ら

抜
き

出

し

て
み
た

(私
の
読
み
取

っ
た
内
容
)
。

論

文

が
出

て
お
り

、
ま

た
戦

後
ま
も

な

く
、

長
野

県

・
岐

阜

県

の
方

言

で
使
う

と

い
う

報

告
が

出

て

い
る
こ
と

か
ら

、
中

部
地
方

や

西

日
本

で

使

わ

れ

て

い
た

こ
と
が
う

か

が
え

る
。

○

『
方
言

文
法

全
国

地
図

』

の
準
備

調
査
資

料

か
ら

、

ラ
抜

き

言
葉

の
使

わ

れ
そ
う

な

項
目

八
枚

の
地

図
を
ま

と

め

て
点

数
化

し
た

と

こ

ろ
、

中

部

地
方

や
中

国

・
四
国

地
方

な
ど

に

ラ
抜

き
言

葉

が
使
わ

れ

て

い
る
さ

ま

が
見
え

た

こ
と

か
ら

、
近

畿
地
方

を

と
り

か

こ
む
地
域

に
分

布

し

て

い
る
と

言
え

る
。
(こ

の
こ
と

か
ら

、
か

つ
て

の
中
央

文
化

圏

で
あ

っ
た

京

都

・
大

阪

で
は
使

わ

れ

て

い
な

か

っ
た

こ
と

が

わ
か

る
)

(
5
)

○
各
種

の
全

国

調
査

で
も

、
首

都
圏

よ
り

中
部

地
方

な
ど

の
方

が

ラ
抜

き

、
言

葉

の
使

用

率
が
高

い
こ
と

か
ら

、
先

に
中
部

地
方

・
中

国

地
方
な

ど

に
広
が

っ
た

こ
と

が
推

測

で
き

る
。

以

上

の
よ
う

な

こ
と

か

ら
、

井
上

氏
は

「
ラ
抜

き

こ
と
ば

は

こ
れ
ま

で

一
〇
〇
年

近
く

か
け

て
、
少

し
ず

つ
拡

大

し
た
と

考
え

ら

れ
る
。

ま
ず

中

部
地

方
そ

し

て
中
国

地
方

に
生

れ
、
徐

々
に
周

囲

に
広
が

っ
た
と

思
わ

れ

る
」

と
述

べ
て

い
る
。
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(3
)

○
東
京
の
調
査
で
も
、
地
方
出
身
者
や
親
が
地
方
出
身
の
人
に
ラ
抜
き
が

多
い
と
い
う
傾
向
が
見

つ
か
っ
て
い
る
。

○
明
治
時
代
の
方
言
資
料
で
、
二
人
の
文
法
学
者
松
下
大
三
郎

(静
岡
県
)

(4
)

 と

三
矢

重
松

(山

形
県

)
が

、
ラ
抜

き
言

葉
を

使
う

こ
と

を
記

し

て

い
る

こ
と

か
ら

、
東
海

地
方

・
東

北
地

方

で
は
す

で
に
生
じ

て

い
た
。

○

昭
和
初

期

、
愛
媛

県

で

ラ
抜

き
言

葉

が
広
が

っ
て

い
る
こ
と

を
調

べ
た

3

全
国
の
傾
向

(
6
)

井
上
氏
が
行

っ
た
調
査
の

「こ
の
服
は
小
さ
く
な
っ
た
け
ど
ま
だ
着
ら

れ
る
」
と
い
う
文
脈
で
の
ラ
抜
き
言
葉
の
使
用
率
を
表
し
た
地
図
を
見
る

と
、
テ
抜
き
言
葉

「着
れ
る
」
の
使
用
率
は

一
九
八
○
年
代
生
ま
れ
の
中

学
生
で
は
、
佐
賀
県

・
沖
縄
県
を
除
き
五
〇
%
以
上
の
使
用
率
で
あ
る
。

七
〇
%
を
越
え
る
と
こ
ろ
も
二
五
県
と
多
く
、

一
九
五
〇
年
代
前
後
生
ま



れ

の
親

に
比

べ
る
と

、

そ

の
数

は

二
倍

に
な

っ
て

い
る
。
地

図
を

見

る
と

中
部

地
方

・
四

国
地

方

に
は

や
は
り

か
な
り

定
着

し

て
お
り

、
ま

た

、
若

い
世
代

ほ
ど

使

用
し

て

い
る

こ
と

が
わ

か

る
。

言
葉

の
変

化

は
、
書

き
言

葉

は
話

し
言
葉

よ
り

も
現

れ

る

の
が

遅

い
。

し
か

し
、
最

近

で
は
個

人

の
手
紙

や
学

生

の
レ
ポ

ー
ト

で
見

か
け

る
よ
う

に
な
り

、
論

文
な

ど

で
も
見

ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
と

い
う
。

井

上
氏

は

大

学

の
教
授

で
も

あ

る
か
ら

、

こ

の
指
摘

は

か
な
り

適
確

で
あ

ろ
う

。
私

自

身
、

目
上

の
方
宛

て
や
公

的
な
手

紙
以

外

は
話

し
言
葉

を

そ

の
ま

ま
文

章
化

し

て

い
る

こ
と
が
多

い
。

レ
ポ

ー

ト
な
ど

で
は
気
を

つ
け

て
い
る

つ

も
り

だ

が
、
若

い
世
代

、
そ

れ
も
中

部
地

方
出

身

の
私

に
と

っ
て
は
無

意

識

に
使

っ
て
し
ま

っ
て

い
る

か
も

し
れ
な

い
。

ラ
抜
ぎ

言

葉
は

文
法

的

に

見

る
と
間

違

っ
て

い
る
ー

こ

の
こ
と
を

知

っ
て

い
る
人

は
私

の
身

の
回

り

で
は
年

齢

に
関
係

な
く
案

外
少

な

い
よ
う

に
思
う
。

言

葉

の
変
化

は

ニ
ュ
ー
ス

の
ア
ナ

ウ

ン
サ
ー

や
新
聞

な
ど

マ
ス

コ
ミ

で

は
出

に
く

い
。

し
か

し
、

コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス

ス
ト

ァ
ー

の
ミ

ニ
ス
ト

ッ
プ

の
C

M

で
は
堂

々
と

「
食

べ
れ

る
、
喋

れ

る

コ
ン
ビ

ニ
エ
ン

ス
」

と

い
う

キ

ャ

ッ
チ

フ

レ
ー
ズ

が

使

わ
れ

て

い
た

。

「食

べ
れ

る
」

は
、

か
な

り
意

識

し

て

い
な

い
と

違
和

感
を

感
じ

な

い

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

ラ
抜

き
言

葉

は
日
常

生
活

で
定

着
し

つ

つ
あ

る
と
言
え

る

。

第
二
章

長
野
県
に
お
け
る
ラ
抜
き
言
葉

中
部

地
方

で

ラ
抜

き

言
葉

が
古
く

か
ら

用

い
ら
れ

て

い
た

こ
と
は

前
述

し

た
。

で
は

、
実
際

は

ど

の
程

度
定

着

し

て

い
る

の
だ

ろ
う
か

。
私

の
出

身
県
で
あ
る
長
野
県
で
の
ラ
抜
き
言
葉
の
使
用
率
を
調
査
し
て
み
た
。

1

調
査

方
法

こ

の
章

で
扱

う

ラ
抜
き

言
葉

の
使

用
率

を

み
る
目

的
か

ら
、

ア

ン
ケ
ー

ト
調

査
を

行

っ
た
。

(調
査
資
料
参
照
)

な

お
、

ア
ン
ケ

ー
ト
は

地
域

的

に
は
北
信

方
言

地
域

か
ら

の
回
答

に
集

中
し

て

し
ま

っ
た
が

、
幅
広

い
年

齢
層

か

ら

の
回
答
を

得
た

い
と

の
願

い

を
優

先
し

た
。

(調
査
資
料
参
照
)

こ
こ

で
は
、
年

代
別

に
集

計
を

行

っ
て
い
る
。

ア
ン
ケ

ー
ト
は

県
内

生

え

抜
き

の
者

を
対

象
と

し
た

。
県

外
出

身
者

が

四
名
含

ま
れ

て

い
る
が

、

言

語
形

成
期

を
県

内

で
過
ご

し
た

と
判

断

で
き

る
も

の
は
有
効

と

し
採

用

し

て

い
る
。

回
答

者
は

中
学

生
以

上

の
男
女

で
、

中
学

生
三

四
名

・
二
〇

代

一
九

名

・
三

〇
代

六
名

・
四

〇
代

七
名

・
五

〇
代

八
名

・
六

〇
代

以
上

五
名

の
計

七

九
名

の
回
答

を
採

用

し
た
。

中
学

生

に
は
教

育
実

習

の
際

に

協

力
し

て

い
た
だ
き

、
他

は
友

人

や
家
族
等

の
手
を

煩
わ

し

て
依

頼

し

て

得

た
も

の

で
あ

る
。

調
査
内

容

は

「
～
す

る
こ
と

が

で
き

る
」

「
～
す

る

こ
と

が

で
き

な

い
」

と

い

っ
た

可
能

表

現
と

そ

の
打

ち

消

し

(
こ

こ

で
は

不

可
能

表

現

と

い

う
)

を
ど

の
よ
う

に
言
う

か
と

い
う
も

の
で
あ

る
。

ア

ン
ケ
ー

ト
は

ラ
抜

き
言

葉
が

み
ら

れ
る

一
段

活
用
動

詞
と

、

可
能
動

詞

が
あ

る
五
段

活
用

動

詞

に

つ
い
て
記

述
式

で
行

っ
た
。

質

問

の
詳

細

に

つ

い
て
は
巻

末

に
綴

じ

て
置
く

の
で
そ
ち

ら
を

参

照
し

て

い
た

だ
き

た

い

の
だ

が
、

独
自

に
質

問

を
作
成

し

た
た

め
適
当

で
な

い
も

の
も

あ

る
か
も

し
れ

な

い
こ
と
を

あ

ら
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か

じ
め

断

っ
て
お
く

。

2

調
査

結
果

の
分

析

詳

細

は
表

1
～

4
を
見

て

い
た
だ

き
た

い
。

こ

こ
で
は

そ
れ

に
も

と
つ

い
て

一
つ

一
つ
の
特

徴
を

見

て

い
く

。
(
調
査
資
料
参
照
)

〈
一
段

活

用
動

詞

〉

○
起

き

る

オ

キ

レ

ル
は
か
な

り
定
着

し

て

い
る
。
今

回
行

っ
た
項

目

の
中

で
も

、

ラ
抜

き
言

葉

の
使
用

率
が

「
見

る
」

と
並

ん

で
高

い
。
ど

の
世
代

も

可
能

の
場

合
よ

り
も

不
可

能

の
場
合

の
方

が

や
や

ラ
抜

き

言
葉

の
使

用
率

が
低

い
よ
う

で
あ

る
。

三
〇
代
ま

で
は
八
割

以

上
が

用

い
て
お

り
、

中
学

生

・

二

〇
代

に
至

っ
て
は

ほ
と

ん
ど

と
言

っ
て
も

い

い
く

ら

い
で
あ

る

の
に
対

し
、

四

〇
代
以

上
は

六
割

に
と

ど
ま

る
。

○
見

る

可
能

・
不
可
能

と
も

に
、
ど

の
世
代

で
も

ラ
抜

き

言
葉

が
定
着

し

て
お

り
、

使
用

率
が

最
も
高

い
動

詞

と
言
え

る
。

「
起

き

る
」

で
は

不
可
能

で

ラ
抜
き

率
が

や

や
下
が

っ
た

が
、

「
見

る
」

で
は

ほ
と

ん
ど
変

わ

っ
て

い
な

い
点

に
、

共

に
ラ
抜
き

言
葉

の
使

用
率

が

高

い
が
違

い
が

み
ら

れ

る
。

○

食

べ
る

こ

れ
も

ラ
抜
き

言
葉

の
代

表
格

の
動

詞

で
あ
り

、
井

上
氏

も

「
よ
く

目

に
し

耳

に
す

る

の
は
、

〔
見

れ

る
〕

〔起

き

れ

る
〕

〔食

べ
れ

る
〕
な

ど

の

言

い
方

だ
」

と

述

べ
て

い
る
。

し
か

し
、
他

の
二
語

に
比

べ
る
と

私

の
調

査

で
は
そ

れ
ほ
ど

で
は
な

い
。

三

〇
代

ま

で

の
若

い
世

代

で
も
七

割

で
あ

る
。正

し

い
言

葉

は
も
ち

ろ

ん

「
～
ら

れ
る
」

だ

が
、
私

は

「
～
ら

れ

る
」

と

「
～
れ

る
」.
で
は
微

妙
な

ニ

ュ
ア
ン

ス
の
違

い
を
感

じ

る
。

「
～
れ

る
」

は
自
分

の
体

調

や
感
情

な
ど

自
分

の
状

況

に
よ

っ
て

「
～
す

る

こ
と
が

で

き

る
」
と

い
う

時

に
用

い
る

の

に
対

し
、
「
～
ら

れ
る
」
は
周

り

の
状
況

に

よ

っ
て

「
～
す

る
こ
と

が

で
き

る
」
と

い
う

時

に
用

い
ら
れ

る
よ
う

に
感

(
7
)

じ
る

の
で
あ

る
。

そ

の
例

が
こ

の

「
食

べ
る
」

に
当

て
は
ま

る
よ
う

な

気

が
す

る
。

例
え
ば

、

腹
痛

が
治

っ
た

か
ら

な
ど

と
自

分
自
身

の
状
態

に
よ

る
時

は

「食

べ
れ
る
」
を
、
食

事

の
支

度
が

で
き

た
か

ら
な

ど
と

周
り

の
状

況

に
よ

る
時
は

「食

べ
ら

れ

る
」
を

使
う

こ
と

が
多

い
の
で
は

な

い
か
。
も

ち

ろ

ん
人
そ

れ
ぞ

れ

で
あ

る
か
ら

明
確

に
区

別
す

る

こ
と

は

出
来

な

い
が
、

例

に
あ
げ

た
よ
う

な

こ
と

が
他

の
二
語
よ

り
生

活

の
場
面

で
多

い
よ
う

に
思

う

。
そ

ん
な

こ
と

か
ら

「
起
き

る
」

や

「
見

る
」

よ
り

も

ラ
抜

き

言
葉

の

使

用
率

が
低

い
の
で
は

な

い
か
と

推
測
す

る

。

質

問

文

で
は
自

分

の
感
情

や
状
態

に
よ
る

回
答

と
な

る
が

、
周
り

の
状

況

に
よ

っ
て
は

「食

べ
ら
れ

る
」
も

使
う

こ
と

も
多

い
動

詞
だ

ろ
う

か
ら

、

文

脈
よ

り
も

「食

べ

る
こ
と

が

で
き

る
」

と

い
う
言

葉

に
注

目
し

て
回
答

し
た
場

合

に
は
タ

ベ

レ
ル
か

タ

ベ
ラ

レ
ル
か

迷

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
も

考
え

ら

れ

る
。

○

居
る
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こ
れ
も

ラ
抜

き
率

が
高

い
と

言
え

る

が
、

四
〇
代

で
イ

レ

ル

の
み
を
使

う
人

は

ゼ

ロ
と

い
う

極
端

な
結

果
が

出
た

。
「出

る
」
で
も

ゼ

ロ
で
は

な

い

に

し

て
も

同
じ

よ
う

な
傾
向

が

み
ら

れ

る
。

こ
れ
は

回
答

者
自
身

の
感

情

や
文
法

意

識

に
も

よ

る

の
で
あ

ろ
う

が
、

五

〇
代

・
六

〇
代

以

上
よ
り

も
言

葉

の
使
用

に

つ
い
て
や

や
意
識

し

て

い

る
人

が
多

か

っ
た

の
で
は
な

い
か

と
思
う

。

お
も

し

ろ

い
こ
と

に

「居

る
」

と

「
出

る
」

で
は
可

能

・
不
可
能

と

も

に
他

の
世
代

で

は

ラ
抜

き
率

が
同

じ
か

、
不

可
能

で

や
や
低

く
な

っ
て

い

る

の
に
対
し

、

四
〇
代

で
は

逆

で
あ

る
。

.以

上

の
よ
う

な
点

か

ら

「
居
る
」

と

「
出

る
」

は
年
齢

が
若

く
な

る

に

つ
れ

て
ラ
抜
き

言
葉

の
使

用
率

が
高

い
と

い
う

に
は

適
当

で
な

い
デ
ー

タ

と

い
え

よ
う
o

O
出

る
「居

る
」

に
準

じ

る
。

○
認

め

る

・
考
え

る

・
積

み
重

ね

る

こ
れ
ら

は

ラ
抜

き

言
葉

に
な
り

に
く

い
も

の
で
あ

ろ
う
と

推
測

し
調

査

を

行

っ
た
。

今
ま

で
み

て
き

た
も

の
に
比

べ

一
目

瞭
然

、

ラ
抜
き

言
葉

を

使

う
者

は
少

数

で
、
特

に

「
考
え

る
」

は

こ

の
三
語

の
中

で
最
も

ラ
抜
き

言

葉

に
な
り

に
く

い
よ
う

で
あ

る
。

○

着

る

井
上

氏
は
次

の
よ
う

に
述

べ

て

い
る

。

方
言

で

の
可
能

の
言

い
方

は
実

は
単
純

で
は
な
く

、
個

人

の
能
力

が

原
因

に
な

る
と
き

の
表

現

「
能
力

可
能
」
(
こ

の
子

は
幼

い
け

ど

一

ヘ

ヘ

へ

人
で
着
れ
る
)
と
周
囲
の
条
件
に
起
因
す
る

「状
況
可
能
」
(こ
の
服

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
小

さ
く

な

っ
た

け
ど

ま
だ

着
ら

れ

る
)

で
言

い
方
を

区
別
す

る
こ

と

が
各

地

に
あ

る
。

ラ
抜
き

こ
と

ば
は

、

こ

の
区

別
を
表

わ
す

た

め

に

一
部
の
方
言
で
発
達
し
た
可
能
性
が
あ
る
ー

こ

の
こ
と

を
受

け

て
、

こ
の
項

目

で
は
能
力

と
状

況

の
二

つ
の
場

面

で

の
言

い
方

に

つ
い
て
聞

い
た
。

若
年

層

で
は
能

力

・
状
況

の
区

別
な

く

八

割
以

上

が

ラ
抜

き
言

葉
を

使
用

し

て

い
る

の
に
対

し
、

三
〇
代

以
上

で
は

六
割

前
後

で
あ

る
。

五

〇
代

の
状
況

可
能

は
キ

ラ

レ

ル
が

一
〇
〇

%
と

い

う
結

果
だ

が
、

三

〇
代
以

上

で
は
区

別
し

て

い
る
と

い
う

よ
り

は
混

用
し

て

い
る
と

い

っ
た
方

が
適

当

の
よ
う

に
思
う

。
詳

し
く

は
次

の
節

で
述

べ

よ
・つ
。

〈
五
段

活
用

動
詞

〉

○

行
く

・
飲

む

五
段

動
詞

の
可
能

表

現
は

可
能

動
詞

と
し

て
き
ち

ん

と
認

め
ら

れ

て

い

る
。
そ

の
た

め
国
語

辞
典

を
引

い
て
も

可

能
動

詞

の
形
が

示
さ

れ

て

い
る
。

し
か

し

「
～
す

る

こ
と
が

で
き

る
」
と

い
う

可
能

の
意

味
を

表
わ

す

に

は

助
動

詞

の

「
れ

る
」
を

付

け

る

の
が

主

流

で
あ

っ
た
。

「飲

む

」

で

い

う
と

「飲

ま
れ

る
」

と

い
う

よ

う
な
も

の
で
あ

る
。

こ

の
系

統

は
今

で
も

各

地

の
方

言

に
残

っ
て
い
る
が

、
江

戸
時
代

後
半

か

ら
明
治

に
か
け

て
ほ

ぼ
全

て

の
五
段

動
詞

に
可
能

動

詞
が
広

が

っ
た
と

い
う

。

も

っ
と
も

「行

か

れ

る
」

と

い
う
言

葉
だ

け

は

「行

け

る
」

に
な

る

の

が
遅

れ
た

よ
う

で
あ

る
。
と

い
う

の
も

「行

く
」

の
可
能
を

表
わ

す

は
ず
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の
イ

ケ
ル
は

一
歩

先

に
意

味

を
変
え

て

い
て

「
酒

が
飲

め

る
」

の
意

味

に

な

り

、
否

定
形

の
イ

ケ

ナ
イ

は

「
だ

め
だ
」

「悪

く

な

る
」

な
ど

の
意
味

で
使

わ

れ

る
よ
う

に
な

っ
た

。
だ

か
ら

「
イ

ケ

ル
ん

で
す

か
」

と
言

う
と

酒

好
き

か

ど
う

か

尋
ね

て

い
る
よ

う

に
思

わ

れ

て
し

ま

っ
た
り

、

「
イ

ケ

ナ

ク
な
り

ま

し
た
」

な
ど

と
言

う
と

ご
臨

終

の
表
現

と
受

け
取

ら
れ

る

お

そ

れ
さ
え

あ

る
。

こ

の
よ
う
な

誤
解

・
混

同

の
お
そ

れ

が
あ

っ
た
た

め
、

イ

ケ

ル

・
イ

ケ
ナ
イ

が
避

け
ら

れ
た

と
言

わ
れ

る
。

だ
が

そ

の
後

、

古
風

な
表

現

「
行
か

れ

る
」
と

同
じ

発
音

の
イ

カ

レ

ル
が

「
頭

が
お

か
し

く
な

る
」

と

い
う

別

の
派

生
的
意

味

で
使

わ
れ

始
め

た
た

め
、
今

で
は
他

の
五

段
動

詞
同
様

イ

ケ

ル
を
ち

ゃ
ん
と
可
能

の
意

味

で
使
う

よ
う

に
な

っ
た
と

い
う

。

以

上

の
よ
う

な

こ
と
か

ら
、

ラ
抜
き

言

葉

に
並

行

し

て
可
能
動

詞

に

つ

い
て
も
調
査

を

行

っ
た
。
詳

し

く
は
次

の
節

に
譲

る

が

「飲

む
」

の
可
能

動

詞

ノ

メ

ル
は

可
能

・
不
可

能

と

も

に

よ
く

使

わ

れ

て

い
る

よ
う

で
あ

る
。

そ
れ

に
対

し

「行

く
」

の
可
能
動

詞

イ
ケ

ル
は
若

年
層

で
は
定
着

し

て

い
る
も

の

の
、
三

〇
代
以

上

で
は

や
や
分

散

し

て

い
る
よ

う

で
あ

る
。

中
学
生

・
二

〇
代

と

い

っ
た

若

い
世
代

に
お

い
て
は
、

能
力

・
状

況
と

も

に
八
割

以

上
が

「
着
れ

る
」

を
用

い
て
お
り

、

そ

の
区

別
は

な

い
も

の

と
思

わ
れ

る
。

結
果

と

し

て
は

、
保

護
者

の
代

で
は

状
況

可
能

に
お

い
て

ラ
抜

き
言

葉

の
使
用

率
が

中
学

生
よ

り
も
低

い
と

い
う

全

国
傾
向

に

一
致

す

る
。

三
〇
代

以
上
を

み

る
と

、
能
力

・
状
況
と

も

に

ラ
抜

き
言

葉

の
使
用

率

は

五
割

前
後

で
あ

る

。

で
は
、

そ

の
区
別

が
出
来

て

い
る

か
と

い
う
と

、

実

は

そ
う

で
も
な

い
の

で
あ

る
。

五

〇
代

に
限

っ
て
は
能
力

可
能

で
は

六

割

が

キ

レ
ル
、
状

況

可
能

で
は
全

員

が
キ

ラ
レ

ル
と

い
う
結

果
が

出
た

こ

と

か
ら

区

別
は
さ

れ

て

い
た

。

し
か

し
、
他

の
世

代

で
は
能

力
可

能

に
キ

ラ

レ
ル
を
用

い
、

状
況

可
能

に

キ
レ

ル
を
用

い
る
な
ど

逆

パ
タ
ー

ン

の
人

も

い
た

り
、

区
別

な
く

キ

レ
ル
か

キ

ラ
レ

ル
そ
れ

ぞ
れ

に
統

一
し

て

い
る

人

な
ど

が

い
る
。

そ

の
た
め

、
明
白

な

区
別

は
な

く
混

同
さ

れ

て

い
る
と

思

わ
れ

る
が

、

五
〇
代

で
そ
う

で
あ

っ
た
よ
う

に
区
別

し

て

い
る

人
も
壮

年

～
老
年

層

で

い
る

こ
と

か

ら
、

方
言
と

し

て
能
力

可
能

と
状

況

可
能
を

区

別
す

る
傾
向

は
あ

る
と

言
え

る

だ

ろ
う

。
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3

比

較

・
検
討

と
方

言
的

特
徴

こ

こ

で

は

ラ
抜

き

言

葉

の
ま

と

め

と

し

て
、

井

上

氏

の
指

摘

と

ア

ン

ケ
ー

ト
調
査

結
果

を
照

合

し
、
方

言
と

し

て

の
特

徴
を

ふ
ま
え

て
比
較

・

検

討
を

行
う

。

○
能
力
可
能
と
状
況
可
能
の
区
別

〇

五
段
動

詞

の
本
来

の
可
能
表

現

の
残
存

可
能
動

詞

が
認

め
ら
れ

て

い
る

現
在

で
も

、
助
動

詞

「
れ

る
」

を

使
う

形

は
、
井

上
氏

の
指

摘
通

り
方

言

に
残
存

し

て

い
る
。

「飲

む
」
を

み
る
と

、
五
〇
代

を
中

心

に
ノ

マ
レ

ル

・
ノ

マ
レ
ナ
イ

と

い

う

形

が
使

わ
れ

て

い
る
。

た
だ

し
、

若

い
世
代

に
は

み
ら

れ
ず

、
今

回
対

象
と

な

っ
た
六

〇
代

以
上

の
者

に
も

み
ら

れ
な

か

っ
た

こ
と

か

ら
、

こ

の



傾
向

は
失

わ

れ

つ
つ
あ

り
、

や
は

り

ノ
メ

ル
と

い
う

可
能

動

詞
が

一
般
化

し

て

い
る
と

言
え

る
。

ま

た

「
行
く

」
に

つ

い
て
も

前
述

し
た

通
り

、
若

い
世
代

で
は
イ

ケ

ル

・

イ

ケ
ナ

イ
が

圧
倒
的

に
多

く

、
井

上
氏

の
言
う

よ
う

に
若

い
人

は

「
行
く

こ
と

が

で
き

る
」

の
意
味

で
イ

カ

レ

ル
と

は
言

わ
ず

、

可
能
動

詞
を

き
ち

ん
と

使

っ
て

い
る

こ
と

が
わ
か

る
。

し
か

し
、

三

〇
代
以

上

で
は
イ

カ

レ

ル
の
形
も

み
ら

れ

る
こ
と

か
ら

、
「飲

む
」
に
比

べ
れ

ば
可
能

動

詞

の
使
用

率

は
低

く

、

「行

か

れ

る
」

と

い
う

言

い
方

が

「
行

け

る
」

に
な

る

の
が

遅

れ
た

こ
と
が

こ

の
こ
と

か
ら

も
う

か
が

え

る
。

○
行

き
過
ぎ

た

変
化

方

言

の
中

に
は
行

き
過
ぎ

た

変
化

を
起

こ
し

た
も

の
が
あ

る

と

い
う

。

ノ

メ

レ

ル
が
そ

れ

に
あ

た

り
、

「
飲

め

る
」
と

い
う

可
能

の
言

い
方

に
、

更

に
可
能

の
助

動
詞

「
れ

る
」

を
付

け
よ
う

と

し
た
も

の
で
あ

る
。

井

上
氏

は
北

海
道

・
中

部
地
方

・
中
国

地
方
を

は

じ
め
、

全

国
各

地

で

ノ

メ
レ

ル
と

言
う

と
指

摘

し

て

い
る
。

ア
ン
ケ

ー
ト

調
査

で
は

五

〇
代

で

数

人

が

ノ
メ

レ
ル

・
ノ

メ
レ
ナ

イ
と

回
答

し

て

い
る
。

し
か

し
過

去

形

に

な
る

と

ノ
メ

レ
タ
が

二

〇
代

二

二
〇
代

で
も

み
ら

れ

る
。

こ

の

「
飲
む

」

の
項

目

の
み
可
能

の
過
去
を

聞

い
て

い
る

の
は
、

可
能

の
現

在
だ

と

可
能

動

詞

の
使
用

が
非

常

に
多

い
が

、
過
去

だ
と

い
わ

ゆ

る
行
き

過
ぎ

た
変

化

を

用

い
て

い
る
人

が

い
る

の

で
は
な

い
か
と

い
う

推
測

か
ら

で
あ

る
。

そ

の
通
り

、

可
能

の
現
在

で
は

ノ
メ
レ

ル
と

は
言
わ

な

い
が
、

過
去

だ
と

ノ

メ
レ

タ
と

い
う
者

が
数

名

み
ら

れ
た
。

こ

の
ノ

メ
レ

タ
は

ノ
メ

レ
ナ
イ

と

回
答

し
た

五

〇
代

に
限
ら

ず
、

二

〇
代

・
三

〇
代

で
も

み
ら
れ

る
点

が
特

徴
的

で
あ

る
。

ま
た

「
飲

め
れ

る
」

と
同
様

に

「
行

け
れ

る
」
と

い
う

行

き
過
ぎ

た

変
化
も

少

数

で
は
あ

る
が

み
ら

れ
た

。

○
首
都
圏
と
中
部
地
方
の
ラ
抜
き
言
葉
の
使
用
率

図
1
は
国
立
国
語
研
究
所
が
出
し
た
東
京
で
の
、
「見
れ
る
」
と

「起
き

〈図1首 都 圏 と長野県の ラ抜 き言葉の使用率

「見れ る」 と 「起 きれ る」〉

※ 『日本語ウォッチング』の図1-1を 借用 し、それに重ねたもの

図1-1「 見れ る」.「起 きれる」.の使用率

(年齢別.国 立 国語研究所1981よ り)
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れ

る
」

の
使

用

率

の
結

果

グ

ラ

フ

(井
上
氏

の
掲
げ

て
い
る
も

の
)

に
、
今

回

の
長

野
県

の
調
査

結

果
を
重

ね

た
も

の

で
あ

る
。

こ

の
こ
と

か
ら
も

井
上

氏

の
指
摘

通
り

、
首

都
圏

よ
り

も
中

部
地

方
な

ど

の
方
が

、

ラ
抜
き

言
葉

の
使

用
率

が
高

い
こ
と

が
わ
か

る
。

○
ど

の
よ
う

な

言
葉

か
ら

ラ
抜
き

言

葉
は

拡
大

し

て

い
く

の
か

ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

か
ら

、
や
は
り

ラ
抜
き

言
葉

の
使

用
率

は

「
見
れ

る
」

や

「起

き

れ

る
」

や

「
食

べ
れ

る
」

な
ど

日
常

よ
く
使

わ

れ
る
動

詞

に
多

い
よ
う

で
、
生
活

に
密

接

な
言
葉

か

ら

ラ
抜

き
言

葉

は
拡
大

し

て

い
る
と

言
え

る
。
ま

た

、
短

い
動

詞

に
多

い
こ
と

が
わ

か

っ
た

。
井

上
氏

は
、

東

京

で
は

「
見

る
」
「着

る
」
の
よ
う

な
音

節
数

の
短

い
動

詞
か

ら

ラ
抜
き

が

進

行

し
た
と

言

っ
て

い
る

が
、
地

方

に

つ

い
て
も

同
じ

よ
う

で
あ

る
。
「
積

み
重
ね

る
」

な
ど

の
長

い
動

詞
は

東
京

で
は

ラ
抜

き

の
使
用

が
ま

だ

み
ら

れ
な

い
と

い
う

が

、
長

野
県

で
は

少
な

い
な

が
ら

確
認

で
き

た
。

ま
た

、

北

海
道

や
中

部
地

方

の

一
部

な
ど

先
駆

的
な

地
域

で
は

全

て

の
動

詞
が

ラ

抜

き

に
な

っ
て

い
て
、
「
考

え

れ

る
」
な

ど

と

言
う

と

述

べ

て

い
る
が

、

そ

の
点

で
は

長
野

県
は

ま
だ
少

数

の
よ
う

で
あ

る
。

一
般

的

に
短

い
動
詞

は
よ

く
使

わ
れ

る
動

詞

で
も

あ

る
か
ら

使
用

頻
度

数

の
方

が
作

用
が
大

き

い
か
と

思

っ
た

が
、

研
究
結

果

に
よ

る
と
動

詞

の

音
節

数

の
方

が
要
因

と

し

て

一
番
効

い
て

い
る
よ
う

だ
と

井
上

氏
は

述

べ

て

い
る
。

こ

れ
に

つ
い
て
は
、

今

回

の
調

査
か

ら
は

微
妙

な
見

解

で
あ

る

と

思
う

が

、

「考

え

る
」

や

コ
認

め

る
」

も

結
構

使

う

動

詞

で
あ

り

な
が

ら

ラ
抜
き

言
葉

の
使

用
率

が
低

い
こ
と
か

ら
、

私
と

し

て
は
井

上
氏

の
主

張
を

支
持

し
た

い
と

思
う

。

以

上
見

て
き

た
よ
う

に
、

ラ
抜

き

言
葉

は
長

野
県

で

の
使

用
率

は
高

い

と
言
え

る
。
ま

た
、
若

い
人
ほ
ど

よ
く

使
う

と

い
う
全

国
傾

向
と

も

一
致

す

る

。
し

か
し

、
若

い
人

ほ
ど

ラ
抜
き

言
葉

を
使

用
す

る
傾

向

で
あ
り

な

が
ら

、
行
き

過
ぎ

た
変

化

は
中
学

生

で
は

み
ら
れ

な

か

っ
た

。
そ

し

て
中

に
は

中
学
生

よ
り

も

二
〇
代

の
方

が

ラ
抜
き

率

の
高

い
も

の
が

い
く

つ
か

あ

っ
た
。

こ
れ

は
、

二
〇
代

で
は

国
語

教
育

が
す

で

に
終

了

し
、

中
学

生

の
よ
う

に
文

法
を

現
在

学

ん
で

い
る
環

境

で
は
な

い
こ
と
が
影

響

し

て

い

る
と
思

わ
れ

る
。

つ
ま

り
、

正
し

い
文
法

の
是
非

よ
り
も

自

分

の
言

葉
と

し

て
使

っ
て

い
る
と
言
え

る

の
で
は
な

か

ろ
う

か

。

こ

の
点

は
井
上

氏

の

指

摘

に
加

え

て
注

目
し

て
も

ら

い
た

い
点

で
あ

る
。

ま
と
め

井

上
史

雄

氏

の
指

摘

通
り
、

ラ
抜

き
言

葉

は
若

い
世
代

ほ
ど

定
着

し

つ

つ
あ

る
。

ま

た
、
老

年
層

に
お

い
て
も
か

な
り

用

い
ら
れ

て

い
る

こ
と
か

ら

、
中
部

地
方

で
使

わ
れ

始
め

た
と

い
う

見
方

に
も

ア
ン
ケ

ー
ト
調
査

の

結
果

は

一
致
す

る
も

の
と

思
わ

れ

る
。

○
ラ
抜
き
批
判
に
対
す
る
考
え

現
行
で
は
ラ
抜
き
言
葉
は
改
ま

っ
た
場
で
は
使
う
べ
き
で
は
な
い
と
言

わ
れ
て
い
る
。
従
来
、
国
語
教
育
で
取
り
扱
う
小

・
中
学
校
の
教
科
書
な

ど
で
は
、
本
文
中
に

「見
れ
る
」
や

「来
れ
る
」
な
ど
を
使
用
し
た
例
は
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な
く

、
ま

た
ほ
と

ん
ど

の
国
語
辞

書

に
お

い
て
も

、

そ
れ
ら

を
公

認

し
た

も

の
は

な

い
。

(
例
外

と

し

て

「
来
れ

る
」

を

見

出

し
語
と

し
、

川
端

康

成

の

『雪

国
』

の
用

例

「
よ

そ
を
受

け
ち

ゃ

っ
た
後

で
、
来

れ

や
し
な

い
」

(8
)

を

引

用

し
た

も

の
が

あ

る
)
。

ま
た

、

こ
う

し

て
原

稿
を

う

っ
て

い

て
も

パ

ソ

コ
ン
や

ワ
ー
プ

ロ
で
は

ラ
抜

き
言

葉

の
横

に
添

削

・
校

正

の
印

が

つ

く

の
が

現
状

で
あ

る
。

し
か

し
、

過
去

の
新

聞

の
投
稿

に

「
ミ

レ
ル
は

可
能

を
、

ミ

ラ
レ

ル
は

受

身

を
表

わ
す

語

と

し

て
当

た
り

前

に
使

っ
て
き

た

」
と

の
意

見

が
あ

(9
)

っ
た
。

私
自
身

も

投
稿

者
と

同
じ

で
あ
り

、

可
能

・
受
身

・
尊

敬

の
区

別

が

明
確

で
あ
り

、
ラ
抜
き

言
葉

は

こ

の
点

、
合

理
的

で
は
な

い
か
と

思
う

。

ミ
ラ

レ
ル
は
受

身

か
尊
敬

の
イ

メ
ー
ジ

が
強

く
、

可
能

で
使
う

こ
と

は
余

り
な

い
。

言

葉

は
時
と

共

に
変
わ

っ
て

い
く

。
理

解

し
や
す

い
よ
う

に
変
わ

っ
て

行
く

一
つ
の
言

葉
と

し

て

ラ
抜

き
言

葉
を

み

る
と
、

方
言

と

し
て

の
歴
史

も
あ

る

こ
と
か

ら

、
単

に
言
葉

の
乱

れ
と

は
言

い
難

い
よ
う

に
思
う

。

〈注
〉

(1
)

一
九
九
五
年

、
国
語
審
議
会

が
出
し
た
言
葉
遣

い
、
情
報
化

へ
の
対
応

、
国

際
社
会

へ
の
対
応

な
ど
に

つ
い
て
の
最
終

報
告
案

に
よ
る
。
そ
の
中
で

「共
通

語
に
お
け
る

「
ら
抜
き

言
葉
」

は
現
時
点

で
は
、
改
ま

っ
た
場

で
は
使
う

べ
き

で
は
な

い
」
と
記

さ
れ
て

い
る
。

(
一
九
九
五
年

一
〇
月
三

一
日

の

「朝

日
新

聞
」
夕
刊

に
よ
る
)

(2
)

こ
こ
で
は
井
上

氏
の
主
張
を
中
心

に
論
を
進

め
て
い
く

が
、

ラ
抜
き

言
葉

が

地
方

か
ら
広

が

っ
た
こ
と

に

つ
い
て
は
、
早
く

に
言
語
学
者

の
柴

田
武
氏

ら
が

言
及
し
て

い
る
。
柴

田
氏
は
ラ
抜
き
言
葉

の
拡
大

の
理
由

の

一
つ
に

「も
と
も

と
中
部
地
方
と
中
国
地
方

の
こ
と
ば

で
、
そ

の
地
方
か
ら
東
京
に
出
て
来
た
大

勢

の
人
た
ち
が

「方
言
」
と
は
気
づ
か
ず
に
使

っ
て
来
た
こ
と
」
を
あ
げ

て
い

る
。

(
一
九

入
四
年

七
月
九

日
の

「朝

日
新
聞
」
朝
刊

に
よ
る
)

(3
)

一
九
四
九
年

・
一
九
七

〇
年

・
一
九
七
四
年

・
一
九

入
七
年

に
国
立

国
語
研

究
所
な
ど
が
東
京
や
首
都
圏
で
行

っ
た
ラ
抜
き

言
葉
に
関
す
る
調
査
。

(4
)

松
下
大
三
郎
は
静
岡
県

の
方
言
で

「逃
ゲ
レ
ル
受
ケ
レ
ル
、
と

い
ふ
な
り
」

と
、
.三
矢
重
松
も
故
郷

の
山
形
県

の
方
言
で

「起
き
れ
る
、
受
け
れ
る
」

と

い

う
と
記
し
て

い
る
。

(5
)

一
九
八
三
年
に
全
国

の
教
育

学
部
付
属
小
中
学
校
で
行

っ
た
調
査
、
最
近
は

総
理
府

・
文
化
庁

・
N
H
K
な
ど

の
世
論
調
査
。

(6
)

一
九
九
四
年
前
後
に
全
国
各

県

の
県
庁
所
在

地
と
町
村
部
か
ら
最
低

一
校
ず

つ
、
計

一
〇
二
の
中
学
校

の
生
徒

と
そ
の
保
護
者

を
対
象

に
行

っ
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
。

(7
)

イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
某
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
検

索
し
た
と
こ
ろ
、
私
と

同
じ
こ

と
を
感
じ
て

い
る
方
が

い
た
。

(
8
)

『言
葉

に
関
す

る
問
答

集
』

(文
化

庁
)
の

「第

一
集
」

(
一
九
七

五
年
)

の

.盟

「問

38

最
近

「見
れ
る
」
と

い
う
言

い
方
を
よ
く
耳
に
す
る
が
、
「見
ら
れ
る
」

二

の
方
が
正
し

い
言

い
方

で
は
な

い
の
か
」

に
よ
る
。

(
9
)

一
九
九

二
年

一
一
月
三
〇
日
の

「朝

日
新
聞
」
朝
刊

の

「
テ
ー

マ
討
論

日

本
語
の
乱

れ
」
欄
、

一
九
九
三
年

六
月

一
八
日
の

「朝

日
新
聞
」
朝
刊
の

「声
」

欄

。

い
ず

れ
も
大

阪
出
身

の
河
原
恭

一
氏

の
投
稿
。

以
上

以

下
、

調
査
資

料
を

掲
げ

ま
す

。



調
査
資
料

紙
面
の
都
合
で

「ア
ン
ケ
ー
ト
」
は
項
目
等
を
縦
書
き
で
列
挙
す
る
形

に
改
め
た
。

○

ア

ン
ケ
ー
ト

ア

ン
ケ
ー

ト
ご
記

入

に
あ
た

り

、
次

の
項
目

に
お

答
え

く
だ

さ

い
。
(集

計

の
際

、
参
考

に
さ
せ

て

い
た
だ
く

た

め

で
、
個

人
が
特

定

さ
れ

る
よ
う

な

こ
と

は

一
切
あ

り
ま

せ
ん

。
)

年

齢

(該
当

す

る
と

こ

ろ
に
○

を

し
て
く

だ
さ

い
。
)

10
代

・
20
代

・
30
代

・
40
代

・
50
代

・
60
代

以
上

性
別

男

・
女

出
身

地

(市
町

村
名

ま

で
)

長

野
県
在

住
期

間

(県
外

出
身

者

の
方

の
み

)

年

差
支

え

が
な

け
れ
ば

お
名

前
を

ご

記
入
く

だ

さ

い
。

次

の
文

の
下
線

部

分
を

あ
な

た
は

ど

の
よ
う

に
言

い
ま

す
か

。
深

く
考

え

ず

に
、

日
常

使
用

し

て

い
る
言
葉

で

お
答
え

く
だ

さ

い
。

例
)

わ

た
し

は
木

に
登

る

こ
と
が

で
き

な

い
。

登

れ
な

い
/
登

れ

ん
/
登

れ
ね
l

e
t

C
.

1
.
十
分

睡

眠
を
と

っ
た

の
で
、
朝

6
時

に
は
起
き

る
こ
と

が

で
き

る
。

2
.
体

の
具
合

が
悪

く

て
起
き

る

こ
と

が

で
き

な

い
。

3
.
少

し
遠

い
け

れ
ど
も

、

一
人

で
行

く

こ
と
が

で
き

る
。

4
.
夜

は
怖

ぐ

て

一
人

で
ト
イ

レ
に
行

く

こ
と

が

で
き

な

い
。

5
.

こ

の
青

汁

は
ま
ず

い
が
健
康

の
た

め
な

ら
飲

む

こ
と

が

で
き

る
。

6
.

こ

の
青

汁

は
ま
ず

い
が
健
康

の
た

め
だ

と

思

っ
た
ら
飲

む

こ
と

が
で

剋

。

7
.

こ

の
青

汁

は
ま
ず

く

て
、

ど
う

し

て
も

飲

む

こ
と

が

で
き
な

い
。

8
.

両
親

が
留
守

の
間
、

一
人

で
居

る

こ
と
が

で
き

る
。

9
.

夜
は

怖
く

て
、

暗

い
所

に

一
人

で
居

る

こ
と
が

で
き

な

い
。

10

.
ホ

ラ
ー
映

画
を

一
人

で
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

11
.
ホ

ラ
ー
映

画

は
怖

い
の
で
見

る
こ
と

が

で
き
な

い
。

12
.
今
夜

は

天
気

が
悪
く

、

星
を
見

る

こ
と

が

で
き

な

い
。

13
.
迷
路

か

ら
出

る

こ
と
が

で
き

た
。

14
.

こ

の
穴

は
小

さ
す
ぎ

て
出
る

こ
と

が

で
き

な

い
。

15
.
彼

の
意

見
は

認
め

る

こ
と
が

で
き

る
。

16
.
彼

女

の
意
見

は
認

め

る
こ
と

が

で
き

な

い
。

17
.

こ

の
事

故

の
原
因

は
信

号
無

視

で
あ

る
と
考

え

る
こ
と

が

で
き

る
。

18
.

犯
人

が
彼
女

で
あ

る
と

は
考

え

る
こ
と

が

で
き

な

い
。

19
.

け
が
を

し

て

い
る
が

、

一
人

で
服
を
着

る

こ
と

が

で
き

る
。

20
.

け
が

を
し

て

い
る

の
で
、

一
人

で
服
を

着

る

こ
と
が

で
き

な

い
。

21
.

こ

の
服
は

小
さ

く
な

っ
た

が
、

ま
だ
着

る

こ
と

が

で
き

る

。

22
.

こ

の
服

は
小

さ
く
な

っ
た

の
で
着

る
こ
と

が

で
き
な

い
。

23
.

ダ

ン
ボ

ー

ル
を

10
箱

ま

で
積

み
重
ね

る

こ
と
が

で
き

る
。

24
.
空
き

缶
を

5
個

し
か

積

み
重
ね

る

こ
と
が

で
き

な

い
。

25
.
お

な
か

が

い

っ
ぱ

い
で
も

デ
ザ

ー

ト
な
ら

食

べ
.る

こ
と
が

で
き

る
。
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〈ア ン ケ ー ト調 査 地 点 ・回 答 者 一 覧 〉(No .1)

年代 性別 調査地点(出 身地) 県内在住歴
〈北信 〉

中学生 男 上水内郡信州新町大字竹房

中学生 男 上水内郡信州新町大字竹房

中学生 男 上水内郡信州新町大字里穂刈

中学生 男 上水内郡信州新町大字山穂刈

中学生 男 上水内郡信州新町

中学生 男 』 上水内郡信州新町

中学生 男 上水内郡信州新町

中学生 男 上水内郡信州新町

中学生 男 上水内郡信州新町

中学生 男 上水内郡信州新町

中学生 男 上水内郡信州新町

中学生 男 上水内郡信州新町

中学生 男 上水内郡信州新町

中学生 男 更級郡大岡村川口

中学生 男 長野市

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 上水内郡信州新町

中学生 女 更級郡大岡村川口

中学生 女 長野市

中学生 女 長野市

中学生 女 東京都武蔵野市吉祥寺 9年
20代 男 上水内郡信州新町大字新町

20代 男 上水内郡信州新町大字 日原東

20代 女 上水内郡信州新町大字里穂刈

20代 女 上水内郡信州新町大字山穂刈

20代 女 上水内郡信州新町大字越道

20代 女 ・上水内郡信州新町大字新町

20代 女 上水内郡信州新町大字日原西

20代 女 上水内郡信濃町富濃

20代 女 上高井郡小布施町大島

20代 女 須坂市
20代 女 長野市若穂

20代 女 長野市

一76一

自
分
は
使
う
が
世
代
が
異
な
る
人
は
使
わ
な
い
方
言
、
ま
た
は
自
分
は

使
わ
な

い
が
世
代
が
異
な
る
人
が
使

っ
て
い
る
の
を
耳
に
し
た
方
言
が
あ

り
ま
し
た
与
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

26
.

お
な

か
が

い

っ
ぱ

い
で

、

こ
れ
以

上
食

べ
る
こ
と

が

で
き
な

い
。

.〈
自
分

は
使
う

が

世
代

が
異

な

る
者
は
使

わ

な

い
方

言

〉

〈
自

分

は
使

わ
な

い
が

世
代

が
異

な
る
者

が
使

用

し

て

い
る
方

言

〉

長

野
県

の
方

言

に

つ
い
て
感

じ

て

い
る

こ
と

が
あ

り
ま

し
た
ら

、
ど

ん

な

こ
と

で
も

結
構

で
す

の
で
お
書

き
く

だ

さ

い
。

ご
協

力
あ

り

が
と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。



(No.2)

年代 性別 調査:地点(出 身地) 県内在住歴

30代 男 上水内郡信州新町

30代 男 長野市青木島町綱島

30代 女 上水内郡信州新町大字信級

30代 女 長野市篠ノ井

30代 女 長野市川中島町

40代 男 上高井郡小布施町

40代 男 福島県相馬郡鹿島町 34年

40代 女 神奈川県足柄下郡箱根町 44年

40代 女 静岡県 40年

50代 男 上水内郡信州新町

50代 女 上水内郡信州新町

50代 女 上水内郡信州新町大字新町

50代 女 上水内郡豊野町

50代 女 上水内郡戸隠村

50代 女 上高井郡高山村

50代 女 長野市青木島町綱島

60代 以上 男 上水内郡信州新町大字上条

60代 以上 男 上水内郡信州新町

60代 以上 女 上水内郡信州新町

60代 以上 女 上水内郡信州新町

〈東信 〉

20代 女 北佐久郡軽井沢町

40代 女 佐久市

〈中信 〉

20代 女 松本市清水

20代 女 松本市

20代 女 松本市

20代 女 伊那市西町区沢

20代 女 伊那市

40代 男 東筑摩郡生坂村

40代 女 塩尻市郷原

50代 女 南安曇郡豊科町

・60代以 上 女 北安曇郡八坂村

〈南信 〉

20代 男 下伊那郡喬木村

30代 女 飯田市鼎

(注)県 内在住歴は県外出身者のみ記載。
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〈表1一 段動詞 にお けるラ抜 き言葉の使用率〉

中学生 20代 30代 40代 50代 60代 以上

ら

抜.

き

本

来

そ
の
他

ら

抜
き

本

来

そ
の
他

ら

抜き
本

来

そ
の
他

ら
抜
き

本

来

そ
の
他

ら

抜
き

本

来

そ
の
他

ら

抜き
本

来

そ
の
他

起 きる ことがで きる 97 0 3 95 5 0 83 17 0 57 29 14 50 50
噛

0 60 20 20
起 きるこ とがで きない 88 12 0 84 16 0 83 17 0 29 71 a 38 38 25 60 20 20

居 るこ とが で き・る 71 29 0 89 11 0 67 33 0 0 86 14 50 50 0 40 60 0
居 ることがで きない 68 32 0 84 16 0 67 33 0 14 86 0 38 63 0 40 60 0
見 ることがで きる 94 6 a 95 0 5 83 17 0 71 14 14 63 38 0 80 20 0

見 ることがで きない 91 9 0 84 16 0 83 17 0 71 14 14 63 38 0 100 0 0

出 ることがで きる 76 24 0 79 21 0 67 33 0 14 57 29 50 38 13 40 60 0

出る ことがで きない 一 一 一 74 26 0 67 33 0 29 43 29 50 38 13 40 60 0

食べ るこ とがで きる 65 32 3 68 26 5 67 17 17 14 57 29 25 63 13 40 60 0

食べ るこ とがで きない 62 38 0 68 26 5 33 50 17 29 57 14 13 63 25 40 60 0
認 めることが で きる 6 65 29 21 79 0 33 66 0 14 57 29 13 75 13 0 60 40

認め ることがで きない 一 一 一 5 95 0 33 66 0 0 100 0 13 88 0 0 100 0

考 えることがで きる 3 97 0 16 84 0 17 83 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0

考え ることがで きない 0 100 0 0 100 0 17 83 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0
積み重ねる ことがで きる 6 85 9 11 79 11 17 83 0 0 100 0 13 63 25 0 60 40

積 み重ねるこ とがで きない 0 82 18 6 89 5 17 83 0 0 86 14 0 75 25 0 60 40

着 るこ とがで きる(能 力) 85 15 0 84 16 0 671 33 0 43 57 0 63 38 0 60 40 0
着 るこ とが できない(能 力) 一 一 一 84 16 0 83 17 0 43 57 0 75 25 0 60 40 0

着 ることがで きる(条 件 ・状況) 82 18 0 89 11 0 50 50 0 57 43 0 0 100 0 60 40 0
着 ることがで きない(条 件 ・状況) 一 一 一 89 11 0 66 33 0 43 57 0 38 63 0 60 40 0

(注)表 中の一 印は回答 を得 られなかったことを示 す。 「ら抜 き」は 「起 きれる」の ような言い方。
「本 来」 とは助動詞 を使 った 「起 きられる」 のような言 い方。数字 はパ ーセン トを表 わす。

ー

◎○
ト

ー



1

①
ト

ー

ぐ表2五 段動詞における可能動詞の使用率〉

中学生 20代 30代 40代 50代 60代 以上

」

可
動

本

来

そ
の
他

可
動

本

来

そ
の
他

可
動

本

来

そ
の
他

可
動

本

来

そ
の
他

可
動

本

来

そ
の
他

可
動

本

来

そ
の
他

行 くことがで きる 97 3 0 84 11 5 66 33 0 57 29 14 25 38 38 60 20 20

行 ぐことがで きない 94 6 0 84 11 5 33 50 17 71 29 0 25 50 25 60 20 20

飲む ことがで きる 82 0 18 100 0 0 100 0 0 86 0 14 63 25 13 80 0 20

飲む ことがで きた 100 0 0 891 0 11 66 0 33 57 0 43 25 25 50 60 0 40

飲む ことがで きない 100 0 0 95 0 5 83 17 0 85 14 0 25 50 25 100 0 0

(注)「 可 ・動」 とは可能動 詞の 「行 ける」 のよ うな言 い方。「本来」 とは助動詞 を使 った 「行かれる」 の ような言い方。

表1・2と もに

1'小 数点以下は四捨五 入 した。 そのため、合計が100%に ならない ものもある。

2併 用 はその侮 に含 む。



〈表3一 段動詞 にお ける可能 ・不可能表現一 回答 詳細一 〉

以下の結果は、中学生34名 ・20代19名 ・30代6名 ・40代7名 ・50代8名 ・

60代 以上5名 の回答 に よる。計79名 。数字 は人数 を表わす。(No .1)

中学生 20代 30代 40代 50代 60代以上

起 きることがで きる オキ レル 33 18 5 4 4 2

オキラレル 1 1 2 4 1

オキ レル ・オキ ラレル 1 1

オキ レール 1

オキラレル・オキルコターデキル 1

起 きることがで きない オキ レナイ 28 14 3 2 2 1

オキラレナ イ 3 1 1 2 3 1

オキレネー 1 1 2

オ キラレネー 2

オ キランネー 1 1

オ キレン 2 2 1

オ キラレン 1 2

オ キルコターデキネー 2

居 る ことがで きる イ レル 24 15 3 3 1

イ ラレル 10 2 2 6 4 3

イ レー ル i 1

イ ラ レル ・イ レル 1

オ レル 2 1

居 るこ とが できない イ レナ イ 22 13 3 2 1

イ ラレナイ 10 1 2 4 5 2

イ ランナイ 1

イ 』レー ナ イ 1

イ レネー 1

イ レーネ 1

イ ラレネー 1 1

イラ レン 1 2

イ レン 1 1

オ レン 2 1

見 ることが できる ミレル 32 18 5 5 4 2

ミラ レル 2 1 1 3 1

ミ レー ル 1 2

ミ レル ・ミラ レル 1 1

見 ることが できない ミレナイ 30 13 3 4 3 2

ミラ レナイ 2 3 1 3

ミラ ンナイ 1

ミ レー ナ イ 1
、

ミ レ不 一 1 1 1
、

ミ レー 不 2
、

ミラ レ不 一 1

ミ レナ イ ・ミラ レ ナ イ 1

ミ レ ン 1 3 2
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(No.2)

中学生 20代 30代 40代 50代 60代以上

出 ることがで きる デ レル 26 15 4 3 1

デラ レル 8 4 2 4 3 3

デ レール 1 1

デルコ トガデキル 2

デ レル コ トガデキル 1

デルコ ターデキル 1

出るこ とができない デ レナイ 12 3 3 1

デラ レナイ 3 2 2 3 1
、

デ レ不一. 2 1 1

デラレネー 1
、

デ ラ ン 不 一 i 1

デ レン 2 1

デ ラレ ン 2

デ ルコ ト.ガデキナ イ 2

デ ルコターデキネー 1

食べ ることがで きる タベ レル 22 13 4 1 2 1

タベ ラ レル 11 5 1 4 5 3

タベ レ ー ル 1

クエル 1 1 1 2 1

食べる ことがで きない タベ レナイ 18 11 1 2 1 1

タベ ラレナイ 11 3 2 2 5 2

タベ ランナイ 1 1

タベ レネー 2 1

タベ ラレネー 1 1

タベ レン. 1 2 1

タベラ レン 2 2

クエ ン 1

ク エ ネ ー 1 1 2

認めるこ とがで きる ミトメ レル 2 4 2 1

ミトメ ラ.レル 22 15 4 4 6 2

ミ トメ レー ル 1

ミ トメ ラ レー ル 1

ミ トメ ル 5 1

ミトメルコ トガデキル 5 2 1 1

認 めることがで きない ミ トメ レナイ 1 1

ミトメラ レナイ 14 4 5 6 3

ミ ト.メラ レネ ー 1 1 1

ミ トメ ラ.ン ネ ー 1 1

ミ・トメ レ ン 1

ミ トメ ラ レン 4
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(No.3)

中学生 20代 30代 40代 50代 60代以上

考 えるこ とがで きる カ ンガエ レル 1 3 1

カ ンガSラ レル 33 16 5 6 7 3

カ ンゲーラ レル 1 1 2

考 えるこ とがで きない カ ンガエ ラレナイ 28 15 4 5 7 3

カ ンガエラ ンナイ 2

カ ンガエ ラレネ』 1 1 1

カ ンガエ ランネー 1 1

カ ンゲ ー ラ レ ネー 1 1

カ ンガエ ラレン 3 4

カ ンガエ レン 1

積み重ねることができる ツ ミカサネ レル. 2 2 1 1

ッ ミカサネ ラレル 29 15 5 7 5 3

ツ メル 3 2 2

ツマ レル 1

ッ ミカサネルコターデキル 1

積み重ねることができない ッ ミカサネ レナイ 1

ッ ミカサネ ラレナイ 、 25 14 4 5 7 3

ッ ミカサネ ランナイ 1 1

ツ ミカサネ ラレネー 1

ッ ミカサネ レン 1

ッ ミカサネ ラレン 2 3

ツ メナ イ. 5 1 1

ッマ レナ イ 1
、

ツ メ 不一 1 1
、

ツ メレ讐不 1

着 るこ とがで きる

(能力)

キ レル 29 16 4 3 5 2

キ ラレル 5 3 2 4 3 2

キ レール 1

着 る ことがで きない

(能力)

キ レナ イ. 14 3 1 4 1

キ ラレナ イ 2 1 3 2 2

キ ランナ イ 1

キ レネー 1 2 2 1

キ レー ネ 1

キ レン 2 1

キ ラレン 1

着 る ことがで きる

(条件 ・状況)

キ レル 28 17 3 4 3

キ ラレル 6 2 3 3 8 2

着 る ことがで きない

(条件 ・状況)

キ レナ イ 14 3 1 3 1

キ ラレナ イ 2 1 3 4 2

キ ランナ イ 1

キ レネー 2 2

キ ラレネー 1

キ ランネー 1

キ レン 3 1
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〈表4五 段動詞 における可能 ・不可能表現一回答詳細一〉

中学生 20代 30代 40代 50代 60代以上

行 くこ とがで きる イケル 33 16 4 4 2 1

イカ レル 1 2 2 2 3 1

イケ レル 1 1 3

イケール 2

イ カ レル ・イ ケ ー ル 1

行 くこ とがで きない イケナイ 30 14 2 3 1

イカレナイ 1 2 1 4 1

イケレナイ 1 1

イケーナイ 1

イケネー 1 2 1 1

イケーネ 1

イ カレネー 1 i

イ カンネー 1

イケ レネー 1

イケ ン 1 2

イケ レン 1

イカ レン 1 2

飲む ことがで きる ノメル 28 19 6 6 5 3

ノム 6 1 1

ノマ レル 2

ノメ レル 1

ノ メ ー ル 』 1

飲 むこ とがで きた ノメタ 34 17 4 4 2 2

ノメ レタ 2 2 4 1

ノマ レタ 2

ノメラ レタ 1

ノ メ ー タ 1

ノメルコ トガデキタ 2

飲 むこ とが できない ノメナ イ 32 13 4 3 2
、

ノ メ 不一 1 1 3 2 2
、

ノ メー 不 1

ノマ レナ イ 1 4

ノメレナ イ 2

ノ メ ン 1 5

ノメ レ ン 1 1

(注)表3・4と もに

1数 字は人数 を表 わす。

2ナ ー ・デ ・ワェなどといった終助詞がついた回答 も含む。

以上
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