
『
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
に
お
け
る
誤
用
の
考
察
』

そ
の
原
因
と
世
代
聞
に
み
る
違
い

は
じ
め
に

（
省
略
）

第
一
章

題
材
に
つ
い
て

第
一
節
こ
の
題
材
を
選
ん
だ
理
由

「
こ
と
わ
ざ
」
と
は
、
古
く
か
ら
人
々
に
言
い
な
ら
わ
さ
れ
て
き

た
言
葉
で
あ
る
。
日
本
語
、
特
に
俗
語
を
用
い
て
経
験
に
基
づ
く
、

実
際
的
な
知
識
を
短
句
の
中
に
も
り
こ
み
、
人
々
の
心
を
動
か
し
、

流
通
し
た
言
語
作
品
と
し
て
の
連
語
で
あ
る
。
従
っ
て
、
時
代
や
社

会
、
人
々
の
生
活
と
大
き
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
表
者
は
こ
れ
を

有
効
に
用
い
、
理
解
者
は
素
早
く
受
け
止
め
、
反
応
を
示
す
こ
と
に

よ
り
、
万
言
を
費
や
す
労
も
省
け
、
共
通
の
座
興
を
も
り
あ
げ
、
言

語
生
活
を
効
果
的
に
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
人
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、

人
々
に
よ
っ
て
受
け
つ
が
れ
、
人
々
の
心
を
と
ら
え
て
き
た
か
ら
こ

そ
、
こ
と
わ
ざ
は
現
在
も
こ
の
時
代
生
き
続
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

四
十
回
生

松

田

明

子

し
か
し
、
こ
と
わ
ざ
の
意
味
が
変
化
す
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

人
々
に
使
わ
れ
な
い
言
葉
は
消
え
去
っ
て
行
く
し
、
言
い
誤
っ
て
伝

え
ら
れ
る
言
葉
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
言
葉
が
作
ら
れ
た
時
代
と
、

現
代
と
の
間
に
は
、
長
い
年
月
が
流
れ
て
お
り
、
社
会
生
活
も
変
わ
っ

T
い
る
の
で
、
こ
と
わ
ざ
の
解
釈
に
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
は
い
た
し

か
た
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
い
ろ
い
ろ

な
理
由
で
必
然
的
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
変
化

は
、
現
在
で
は
誤
用
と
呼
ば
れ
、
私
た
ち
の
言
語
生
活
の
中
に
正
用

と
と
も
に
存
在
し
て
い
る
。

変
化
す
る
の
は
言
語
の
本
質
で
あ
る
。
私
は
そ
の
本
質
に
興
味
を

も
ち
、
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
の
誤
用
の
原
因
と
世
代
聞
に
み
る
違
い

を
ア
ン
ケ
ー
ト
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
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第
二
節

（
省
略
）

誤
用
に
つ
い
て



第

章

誤
用
の
原
因

世
間
一
般
に
、
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
の
誤
用
を
嘆
く
声
が
多
い
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
誤
用
は
ど
れ
程
広
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
実
態
を
知
る
た
め
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を

数
字
に
し
て
み
た
。
ま
た
、
そ
の
数
字
を
世
代
別
に
分
析
す
れ
ば
、

世
代
聞
に
み
る
誤
用
の
違
い
が
分
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
ま
ず
、
調
査
票
を
作
る
た
め
、
誤
用
に
関
す
る
本
の
中
か

ら
誤
用
例
を
集
め
て
み
た
。

こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
の
誤
用
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
。

ま
ず
、
誤
用
の
種
類
を
大
き
く
、
言
語
形
式
、
表
記
、
意
味
、
用
法

の
四
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
誤
用
の
原
因
を
考
え
て
み
よ
う
と
思

・っ。言
語
形
式
の
誤
用
と
は
音
形
式
が
似
て
い
る
た
め
や
混
用
に
よ
る

も
の
な
ど
で
あ
る
。

表
記
の
誤
用
と
は
、
文
字
通
り
、
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
が
誤
っ
て

書
か
れ
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

意
味
に
お
け
る
誤
用
の
原
因
と
し
て
は
、
後
半
省
略
、
類
推
、
文

字
か
ら
の
影
響
、
混
同
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
の
影
響
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

る。
用
法
に
お
け
る
誤
用
は
、
使
い
方
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り

怒
る
も
の
で
、
使
う
相
手
や
使
う
状
況
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
、
誤
用
と
な
る
原
因
を
分
け
、
分
析
し
て
い
こ
う
と

思
う
。

言
語
形
式
に
お
け
る
誤
用

音
形
式
が
似
て
い
る
た
め
の
誤
用

例
と
し
て
「
と
り
つ
く
島
も
な
い
」
の
「
シ
マ
」

と
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
や
、
「
出
る
杭
は
打
た
れ
る
」

イ
」
が
「
ク
ギ
」
に
な
っ
た
り
、
「
焼
け
棒
杭
に
火
が
つ
く
」
の

「
ボ
ッ
ク
イ
」
が
「
ボ
ッ
ク
リ
」
に
な
る
な
ど
で
あ
る
。
（
省
略
）

第
一
節

を
「
ヒ
マ
」

「
の
「
ク

一
l
二
混
用
に
よ
る
誤
用

例
え
ば
、
「
汚
名
挽
回
」
や
「
二
の
舞
を
踏
む
」
な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
。
聞
き
流
し
た
り
、
見
落
と
し
た
り
し
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は
二
つ
の
言
葉
を
混
用
し
て
し
ま
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。
「
汚
名

挽
回
」
は
「
名
誉
挽
回
」
と
「
汚
名
返
上
」
の
混
用
で
あ
る
し
「
二

の
舞
を
踏
む
」
は
「
二
の
舞
を
演
じ
る
」
と
「
二
の
足
を
踏
む
」
の

混
用
で
あ
る
。
（
省
略
）

p
h
u
 

第
二
節

表
記
に
お
け
る
誤
用

漢
字
の
間
違
い

「
名
は
体
を
あ
ら
わ
す
」
の
「
体
」
を
「
態
」
と
し
た
り
「
出
端

を
く
じ
か
れ
る
」
の
「
出
端
」
を
「
出
鼻
」
と
し
た
り
、
「
見
得
を



切
る
」
の
「
見
得
」
を
「
見
栄
」
と
し
た
り
「
日
の
出
の
勢
い
」
の

「
日
の
出
」
を
「
火
の
出
」
と
す
る
な
ど
、
例
を
あ
げ
れ
ば
き
り
が

な
い
。
（
省
略
）

意
味
に
お
け
る
誤
用

後
半
が
省
略
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
誤
用

「
情
け
は
人
の
為
な
ら
ず
」
は
「
人
に
情
け
を
か
け
る
の
は
、
そ

の
人
の
為
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
笛
周
は
自
分
に
返
っ

て
く
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
「
情
け
は
そ
の
人

を
あ
ま
や
か
す
の
で
よ
く
な
い
」
と
い
っ
た
解
釈
を
す
る
者
が
非
常

に
多
い
。 第

三
節

し
か
し
、
も
し
こ
の
こ
と
わ
ざ
が
「
情
け
は
人
の
為
な
ら
ず
、
巡

り
巡
っ
て
己
が
身
の
為
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
一

O

O
%の
者
が
正
用
の
解
釈
を
す
る
だ
ろ
う
。
明
ら
か
に
こ
の
誤
用
は

後
半
が
省
略
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
た
め
に
起
こ
る
も
の
で
あ
る
。

〈
省
略
）一一一

1
1
二
類
推
に
よ
る
誤
用

例
え
ば
「
立
て
板
に
水
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

あ
る
人
は
、
立
て
板
に
水
が
流
れ
落
ち
る
場
面
を
想
像
し
、
ま
た
あ

る
人
は
、
立
て
た
板
に
向
か
っ
て
、
バ
ケ
ツ
か
何
か
で
思
い
き
り
水

を
か
け
る
場
面
を
想
像
し
た
と
す
る
。
前
者
は
板
の
上
を
滑
る
よ
う

に
流
れ
落
ち
る
水
の
様
子
か
ら
「
弁
舌
が
よ
ど
み
な
く
、
す
ら
す
ら

と
う
ま
い
こ
と
」
と
解
釈
し
、
後
者
は
、
立
て
た
板
に
水
を
か
け
て

も
水
は
そ
の
ま
ま
下
に
落
ち
る
わ
け
で
、
何
度
く
り
返
し
て
も
同
じ

こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
「
い
く
ら
い
っ
て
も
む
だ
な
こ
と
」

と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

三
ー
三
文
字
か
ら
の
影
響
に
よ
る
誤
用

「
気
の
置
け
な
い
人
」
は
「
遠
慮
し
な
く
て
も
い
い
人
」
の
こ
と

だ
が
、
実
際
に
は
「
気
の
許
せ
な
い
入
、
油
断
で
き
な
い
人
」
と
、

逆
の
意
味
に
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
こ
れ
は
「
気
の
置
け
な

い
」
の
「
置
け
な
い
」
と
い
う
否
定
の
言
葉
の
影
響
で
あ
る
。
語
形

か
ら
い
っ
て
「
気
の
許
せ
な
い
、
う
ち
と
け
ら
れ
な
い
、
心
の
安
ま

ら
な
い
」
な
ど
と
同
じ
で
、
悪
い
意
味
の
言
葉
で
あ
る
、
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
植
え
つ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
気
の
置
け
な
い
人
」

H

「
気
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
」

H

「
気
の
許
せ
な
い
人
、
油
断

な
ら
な
い
人
」
と
な
る
。
（
省
略
）

。4
F
円
U

混
同
に
よ
る
誤
用

例
え
ば
「
琴
線
に
ふ
れ
る
」
と
「
逆
鱗
に
ふ
れ
る
」
と
は
後
半
部

分
が
同
じ
で
あ
る
。
意
味
と
し
て
は
、
「
琴
線
H

心
の
奥
に
こ
め
ら

れ
て
い
る
真
情
」
「
逆
鱗
H
竜
の
あ
ご
の
下
に
、
逆
さ
に
は
え
た
鱗
」

と
何
の
関
連
も
な
い
。
し
か
し
、
「
琴
線
に
ふ
れ
る
」
が
「
逆
鱗
に

一一一｜四



ふ
れ
る
」
に
重
な
り
、
意
味
ま
で
も
「
怒
り
を
か
う
こ
と
」
と
混
同

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
（
省
略
）

一一一

i
五
マ
ス
コ
ミ
な
ど
の
影
響
に
よ
る
誤
用

例
え
ば
「
あ
っ
け
ら
か
ん
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
本
来
の

意
味
と
し
て
は
「
事
の
意
外
さ
に
あ
き
れ
て
、
口
を
あ
け
て
ぽ
か
ん

と
し
て
い
る
様
子
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
「
か

ら
っ
と
明
る
い
様
子
」
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
辞

書
を
見
る
と
、
①
に
本
来
の
意
味
が
、
②
に
「
け
ろ
り
と
し
た
さ
ま
」

と
あ
る
。
ま
た
辞
書
に
よ
っ
て
は
①
だ
け
し
か
載
せ
て
い
な
い
も
の

や
、
①
、
②
を
載
せ
、
②
は
最
近
の
使
い
方
と
し
て
い
る
も
の
も
あ

る
。
テ
レ
ピ
の
C
M
ソ
ン
グ
で
も
「
あ
っ
け
ら
け
ら
け
ら
あ
っ
け

ら
か
ん
、
私
は
日
本
の
調
子
者
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
、
「
あ
っ

け
ら
か
ん
」
が
「
か
ら
っ
と
明
る
く
、
け
ろ
り
と
し
て
い
る
様
子
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
て
い
る
。

（
省
略
）

用
法
に
お
け
る
誤
用

四
｜
一
用
法
の
誤
用

例
え
ば
「
役
不
足
」
は
「
彼
女
が
主
役
に
選
ば
れ
る
な
ん
て
：
：
：

彼
女
に
は
役
不
足
で
で
き
っ
こ
な
い
わ
」
や
「
私
に
は
役
不
足
で
務

ま
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
誤
用
が
多
い
。
こ
れ
は
「
役
」
と
「
そ
の
人

の
力
量
」
の
相
対
的
な
軽
重
関
係
の
取
り
方
が
誤
っ
て
い
る
た
め
に

第
四
節

起
こ
る
。
本
来
の
意
味
は
①
自
分
に
割
り
当
て
ら
れ
た
役
に
対
し
て

不
満
を
抱
く
こ
と
②
そ
の
人
の
力
量
に
比
べ
て
役
が
軽
す
ぎ
る
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
人
の
力
量
が
役
を
上
回
っ
て
い
る
状
態
の

時
に
使
う
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
「
役
」

H

「
そ
の
人
の
力
量
」

と
解
釈
し
た
た
め
「
役
不
足
」

H

「
そ
の
人
の
力
量
小
足
」
と
な
り
、

用
法
ま
で
も
ひ
つ
く
り
か
え
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
謙
遜
す
る

つ
も
り
で
「
私
に
は
役
不
足
で

．．．．．． 
」
な
ど
と
一
宮

慢
な
態
度
を
と
つ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
（
省
略
）

第
三
章

ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て（

省
略
）
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第
一
節
調
査
票
に
つ
い
て

調
査
票
は
巻
末
の
通
り
で
あ
る
。

回
収
し
た
数
は
、
中
学
生
七

O
名
、
大
学
生
七
六
名
、
二
十
代

（
大
学
生
は
省
く
）
四
五
名
、
三
十
代
二
五
名
、
四
十
代
一
九
名
、

五
十
代
一
七
名
、
六
十
代
二
三
、
七
十
代
ぽ
上
一
八
名
の
計
二
九
三

名
で
あ
っ
た
。

(3) (2) (1) 

第
二
節
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
う
前
の
予
想
（
略
〉

高
齢
者
ほ
ど
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

中
学
生
の
誤
用
が
一
番
多
い
。

二
十
代
よ
り
大
堂
生
の
方
が
誤
用
が
少
な
い
。



凶
「
情
け
は
ひ
と
の
為
な
ら
ず
」
や
「
気
の
置
け
な
い
人
」
の
誤

用
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。

間
古
臭
い
言
い
方
は
誤
用
が
多
い
。

附
「
悪
び
れ
ず
」

H

「
反
省
の
色
も
見
せ
ず
、
開
き
直
っ
て
」
や

「
あ
っ
け
ら
か
ん
」

H

「
か
ら
っ
と
明
る
い
様
子
」
と
思
っ
て
い

る
人
は
一
O
O
%
近
い
の
で
は
な
い
か
。

m
「
耳
ざ
わ
り
が
い
い
」
「
全
然
い
い
」
な
ど
の
誤
用
は
若
い
世

代
に
多
い
の
で
は
な
い
か
。

第
三
節
調
査
結
果

調
査
結
果
を
世
代
別
に
見
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
世
代
分
け
し
た
。

結
果
は
表
1
の
通
り
で
あ
る
。

世
代
別
の
平
均
誤
用
パ
ー
セ
ン
ト
を
見
る
と
、

A

（
中
学
生
）
五
三
・
六
%

B
（
大
学
生
）
四
0
・
二
%

C

（
一
一
十
代
）
四
八
・
一
%

D

（
三
十
・
四
十
代
）
三
七
・
九
%

E
（
五
十
・
六
十
代
）
三
四
・
O
%

で
あ
り
、

A
C
B
D
E
の
順
で
誤
用
が
多
い
。

B

C
間
で
入
れ
替
わ
り
が
あ
る
が
、
全
体
的
に
は
、

年
代
が
あ
が
る
に
つ
れ
、
誤
用
は
少
な
く
な
る
と

い
え
る
。

E D c B A 

30•40代 I 50・60代20代大学生中学生

第
四
章

結
果
分
析

予
想
と
の
対
比

ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
う
前
に
考
え
た
山
か
ら
問
ま
で
の
予
想
と
調
査

結
果
を
比
べ
て
み
た
い
。

山
全
体
的
に
見
る
と
や
は
り
高
齢
者
ほ
ど
誤
用
が
少
な
か
っ
た
。

E
（
五
十
・
六
十
代
）
三
四
・
O
%

し
か
し
、
「
雨
後
の
た
け
の
こ
」
や
「
手
を
そ
め
る
」
の
よ
う

に
他
の
世
代
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
も
の
や
「
一
姫
二
太
郎
」
、

「
筆
が
立
つ
」
の
よ
う
に
高
齢
者
の
方
が
誤
用
が
多
い
も
の
も
あ
っ

た
。
よ
っ
て
、
す
べ
て
に
お
い
て
、
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
は
高
齢

者
ほ
ど
よ
く
知
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

仰
や
は
り
中
学
生
の
誤
用
は
多
か
っ
た
。

A

（
中
学
生
）
五
三
・
六
%

中
学
生
に
は
難
し
く
、
分
か
ら
な
い
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
、

無
回
答
の
も
の
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
が
、
選
択
形
式

だ
っ
た
た
め
、
回
答
率
は
非
常
に
良
か
っ
た
。
し
か
し
、
誤
用
は

多
か
っ
た
。
た
だ
し
、
す
べ
て
に
お
い
て
誤
用
が
多
い
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
「
悪
び
れ
ず
」
「
流
れ
に
樟
さ
す
」
「
あ
っ
け
ら
か

ん
」
の
よ
う
に
、
わ
り
あ
い
良
く
知
ら
れ
て
お
り
、
誤
用
も
多
い

と
思
わ
れ
る
も
の
の
方
が
。
他
の
世
代
と
比
べ
て
誤
用
が
少
な
い

第
一
節
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合
も
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る
。



(3) 

予
想
通
り
大
学
生
の
方
が
二
十
代
よ
り
も
誤
用
が
少
な
か
っ
た
。

B
〈
大
学
生
）
四
0
・
二
%
C
（
二
十
代
）
四
八
・
一
%

凶
「
情
け
は
人
の
為
な
ら
ず
」
や
「
気
の
置
け
な
い
人
」
の
誤
用

が
少
な
か
っ
た
の
は
、

B
だ
け
で
あ
っ
た
。
依
然
と
し
て
「
情
け

は
人
の
為
な
ら
ず
」
の
誤
用
は
多
く
、

A
で
は
八
O
%
を
越
え
て

お
り
、
C
D
で
も
七
O
%
以
上
、

E
で
さ
え
も
四
O
%
を
越
え
て

い
る
。
こ
れ
は
単
に
誤
用
と
気
付
く
機
会
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
で

あ
る
。

B
は
誤
用
と
気
付
く
機
会
が
あ
っ
た
た
め
、
知
識
と
し
て

定
着
し
た
が
、
他
の
世
代
は
や
は
り
未
だ
に
誤
用
と
気
付
く
機
会

が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
「
気
の
置
け
な
い
人
」
も
同
様
で
あ

る。
間
「
火
中
の
栗
を
拾
う
」

た
け
の
こ
」

「
五
月
の
鯉
の
吹
き
流
し
」
「
雨
後
の

「
な
さ
ぬ
仲
」
な
ど
現
在
は
あ
ま
り
耳
に
し
な
い
も

の
は
、
や
は
り
誤
用
が
多
か
っ
た
。

附
「
あ
っ
け
ら
か
ん
」
は
B
で
は
九
六
%
と
非
常
に
多
く
、

A
を

除
く
と
約
八
割
の
人
に
「
あ
っ
け
ら
か
ん
」

H

「
か
ら
っ
と
明
る

い
様
子
」
が
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
、

A
で
は
「
あ
っ
け
ら
か

ん」

H

「
口
を
あ
け
て
ぽ
か
ん
と
し
て
い
る
様
子
」
と
解
釈
す
る

者
が
約
六
割
と
、
他
の
世
代
と
全
く
逆
に
な
っ
て
い
る
。
「
悪
び

れ
ず
」
に
関
し
て
も
同
じ
傾
向
で
あ
る
と
い
え
る
。

m
他
の
世
代
に
比
べ
る
と
や
は
り
A
の
誤
用
が
多
い
。
容
器
際
に
は
、

も
っ
と
使
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
正

用
誤
用
の
意
識
の
上
で
は
、
誤
用
は
そ
れ
ほ
ど
広
ま
っ
て
い
な
い

こ
と
が
分
か
る
。

第
二
節
世
代
聞
に
見
る
誤
用
の
違
い

調
査
結
果
を
数
字
で
表
し
た
の
が
表
ー
で
あ
る
が
、
よ
り
世
代
聞

に
見
る
誤
用
の
違
い
を
分
か
り
ゃ
す
く
す
る
た
め
、
誤
用
の
パ
ー
セ

ン
ト
を
グ
ラ
フ
で
表
し
て
み
た
。
（
グ
ラ
フ
1
参
照
）

グ
ラ
フ
ー
を
見
て
い
る
と
、
若
い
世
代
に
誤
用
の
多
い
も
の
、
あ

る
い
は
、
高
齢
者
に
誤
用
の
多
い
も
の
な
ど
、
グ
ラ
フ
の
描
く
曲
線

も
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
こ
で
グ
ラ
フ
ー
を
も
と
に
惜
夜
間
に
み
る
誤
用
の
違
い
を
大
き

く
パ
タ
ー
ン
分
け
し
て
み
た
。
そ
れ
が
次
に
あ
げ
る
1
1
8
の
パ
タ
ー

ン
で
あ
る
。
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こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
の
誤
用
の
世
代
聞
に
み
る
違
い
を
パ
タ
ー
ン

わ
け
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が

で
き
る
。



<r~ターン 0〈パターン 2)

〈
パ
タ
ー
ン
1
〉

形
：
・
A
か
ら
E
へ
行
く
に
従
い
、
誤

E 

用
は
少
な
く
な
る
。

解
釈
・
・
・
若
い
世
代
に
は
な
じ
み
が
薄

く
、
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
言
葉
。
高
齢
者

が
使
う
よ
う
な
古
臭
い
言
葉
で
あ
る
。

典
型
的
例
：
・
「
五
月
の
鯉
の
吹
き
流

し
」
「
渋
廃
か
む
け
る
」
「
な
さ
ぬ
仲
」
「
毒

食
わ
ば
皿
ま
で
」

〈
パ
タ
ー
ン
2
〉

形
：
・
A
と
C
に
誤
用
が
多
い
。

B
で

誤
用
が
少
な
い
。

解
釈
：
・
本
来
な
ら
〈
パ
タ
ー
ン

1
〉

と
閉
じ
形
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、

B
で
誤

用
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

B

が
誤
用
と
気
付
く
機
会
が
あ
り
、
正
月
の

知
識
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い

る
。
問
題
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る

誤
用
例
に
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
多
い
。

典
型
的
例
：
・
「
情
け
は
人
の
為
な
ら

ず
」
「
気
の
置
け
な
い
人
」
「
十
指
に
あ

D c B A E D c B A 

ま
る
」

〈パターン3>〈パターン0

一 E 

〈
パ
タ
ー
ン
3
〉

形
：
・
D
か
ら
E
に
か
け
て
、
誤
用
が

急
に
少
な
く
な
る
。

解
釈
・
・
・
高
齢
者
に
は
な
じ
み
の
あ
る

言
葉
で
正
用
が
定
着
し
て
い
る
が
、
若
い

世
代
に
は
誤
用
が
多
い
。
こ
の
急
激
な
変

化
は
世
代
聞
の
受
け
渡
し
が
充
分
に
行
わ

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
世
代

聞
で
解
釈
に
大
き
な
食
い
違
い
が
生
じ
る
口

典
型
的
例
：
・
「
火
中
の
栗
を
拾
う
」

「
立
て
板
に
水
」
「
顎
が
落
ち
る
」
「
さ
い

さ
き
が
悪
い
」

〈
パ
タ
ー
ン
4〉

形
・
・
－
他
の
世
代
に
比
べ
て
A
の
誤
用

が
非
常
に
多
い
。

解
釈
：
・
中
学
生
に
と
っ
て
は
、
ほ
と

ん
ど
な
じ
み
の
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
り
、

そ
の
場
で
考
え
て
選
択
し
た
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
文
字
か
ら
・
つ
け
る
語
感
が
強
く

働
い
て
い
る
。

典
型
的
例
・
・
・
「
命
の
洗
濯
を
す
る
」

「
白
か
ら
鼻
に
抜
け
る
」
「
下
に
も
置
か
ぬ

扱
い
」
「
枯
れ
木
の
賑
わ
い
」
「
顎
を
な

で
る
」
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くパターンs>くパターン6>

〈
パ
タ
ー
ン

5〉

形
：
・
全
体
的
に
見
て
、
ど
の
世
代
も

誤
用
が
多
い
。

解
釈
：
・
高
齢
者
で
あ
っ
て
も
あ
ま

り
使
わ
な
い
よ
う
な
も
の
、
あ
る
い
は
、

ど
の
世
代
で
も
よ
く
使
う
が
誤
用
が
定

着
し
て
い
る
も
の
。
後
者
は
こ
れ
か
ら

先
正
用
と
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

典
型
的
例
：
・
「
雨
後
の
た
け
の
こ
」

「
手
を
そ
め
る
」
「
芸
は
身
を
助
け
る
」

「
汚
名
挽
回
」

〈
パ
タ
ー
ン

6
〉

形
：
・
全
体
的
に
見
て
、
ど
の
世
代
も

誤
用
が
少
な
い
。

解
釈
・
・
・
少
数
の
聞
で
誤
っ
て
使
わ
れ

て
お
り
、
新
し
い
誤
用
と
し
て
問
題
と
な
っ

て
い
る
が
、
実
際
に
調
べ
て
み
る
と
、
そ

う
誤
用
は
広
ま
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

誤
用
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
も
日
常
会
話

で
は
使
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、

少
数
な
が
ら
年
少
者
に
こ
の
誤
用
が
見
ら

れ
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
先
、
増
え
る
可
能

性
も
あ
る
。

典
型
的
例
：
・
「
全
然
い
い
」

わ
り
が
良
い
」

E D c B A E D c B A 

「
耳
ざ

くパターンn

／大＼

くパターンB>
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〈
パ
タ
ー
ン

7
〉

形
・
・
－
A
か
ら
B
に
か
け
て
誤
用
が
多

3

く
な
り
、

C
か
ら
E
に
か
け
て
誤
用
が
少

な
く
な
る
。

B
C
で
の
誤
用
が
多
い
。

解
釈
：
・
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
よ
く

使
わ
れ
て
い
る
言
葉
だ
が
、
誤
用
が
広
ま
っ

て
い
る
も
の
が
多
い
。

B
C
で
誤
用
が
多

い
の
は
、
普
段
自
分
が
耳
に
し
た
り
、
使
っ

た
り
し
て
い
る
状
況
か
ら
判
断
し
た
た
め

で
あ
ろ
う
。

A
で
誤
用
が
少
な
い
の
は
正

用
を
知
っ
て
い
た
た
め
で
な
く
、
普
段
よ

く
使
わ
れ
て
い
る
誤
用
を
知
ら
な
か
っ
た

た
め
と
思
わ
れ
る
。

典
型
的
例
：
・
「
悪
び
れ
ず
」
「
流
れ
に

樟
さ
す
」
「
あ
っ
け
ら
か
ん
」
「
箆
小
足
」

〈
パ
タ
ー
ン

8〉

形
：
・
B
C
で
誤
用
が
少
な
い
。

A
で

誤
用
が
多
く
、

C
か
ら
E
に
か
け
て
誤
用

が
多
く
な
る
。

解
釈
・
・
・
A
で
誤
用
が
多
い
の
は
知
識

不
足
の
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
高
齢

者
に
な
る
に
つ
れ
て
誤
用
が
多
く
な
る
の

は
、
そ
の
誤
用
が
普
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、

誤
用
の
方
が
高
齢
者
に
は
定
着
し
て
い
る

た
め
と
思
わ
れ
る
。

典
型
的
例
：
ム
一
姫
二
太
郎
」
「
筆
が
立

つ
」
「
蛙
の
子
は
蛙
」
「
板
に
つ
い
て
い
る
」

弓

irD
 

D c B A E D c B A 



こ
の
よ
う
に
世
代
聞
に
み
る
誤
用
の
違
い
も
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー

ン
に
別
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
う
前
は
、
こ
と

わ
ざ
・
慣
用
句
の
誤
用
の
パ
ー
セ
ン
ト
が
パ
タ
ー
ン
に
別
れ
る
と
は
、

全
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
。
当
然
若
い
者
ほ
ど
誤
用
が
多
く
、
高

齢
者
に
な
る
ほ
ど
誤
用
が
少
な
く
な
る
は
ず
だ
、
と
思
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
に
は
、
正
用
を
し
か
る
べ
き
場
で

学
習
す
る
機
会
の
あ
る
も
の
と
、
な
い
も
の
、
誤
用
の
広
ま
っ
て
い

る
も
の
と
い
な
い
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
、
正
用
、
誤
用
の
ど
ち
ら

が
身
に
つ
く
か
は
特
定
の
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
に
よ
っ
て
い
つ
の
時

代
で
も
同
じ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
時
代
や
社
会
の
状
況
に
よ
っ
て

異
な
る
。
そ
し
て
、
一
度
身
に
つ
い
た
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
は
「
知

ら
な
い
と
恥
」
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
知
っ
た
ふ
り
を
続
け
て
し
ま

い
、
個
人
の
な
か
に
定
着
し
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。

誤
用
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
新
た
に
正
用
を
学
習
す
る

機
会
が
来
る
ま
で
は
、
誤
用
を
身
に
つ
け
た
ま
ま
と
な
る
。

時
代
の
流
れ
と
社
会
の
状
況
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
、
個
々

の
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
が
、
い
つ
身
に
つ
け
ら
れ
る
か
、
最
初
に
定

着
す
る
の
が
正
用
か
誤
用
か
、
と
い
う
二
点
が
基
本
と
な
っ
て
、
上

記
の
八
つ
の
バ
タ
ー
ン
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

1
1
8
の
パ
タ
ー
ン
で
そ
れ
ぞ
れ
典
型
的
な
例
を
あ
げ
た
が
、
そ

の
他
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
用
い
た
誤
用
例
も
、
大
ま
か
な
見
方
を
す
れ

ば
1
1
8
の
パ
タ
ー
ン
に
属
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
二
つ
、
三
つ
の

パ
タ
ー
ン
に
ま
た
が
っ
て
属
し
て
い
る
と
言
え
る
。

第
五
章

日
本
語
教
育
的
考
察

こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
は
、
日
本
人
で
あ
っ
て
も
間
違
っ
て
使
っ
て

い
る
場
合
が
多
い
。
ま
し
て
外
国
人
に
と
っ
て
は
非
常
に
分
か
り
に

く
い
。
分
か
り
に
く
く
は
あ
る
が
、
日
本
語
を
習
得
し
、
そ
の
後
、

日
本
で
生
活
し
た
り
、
日
本
の
文
化
に
興
味
を
持
ち
研
究
す
る
者
に

と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
は
日
本
人
の
心
と
強
く
結
び
つ

い
て
お
り
、
そ
こ
に
日
本
人
の
精
神
が
生
き
守
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ

る。

oo 
F
h
u
 

外
国
人
が
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
を
学
習
す
る
場
合
、
日
々
の
言
語

生
活
の
中
か
ら
自
然
に
覚
え
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
、
き
ち
ん
と

し
た
正
し
い
知
識
を
学
習
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
日
本
人
の
場

合
は
、
そ
う
い
う
過
程
を
踏
ま
ず
、
自
然
と
こ
と
ば
を
覚
え
る
た
め

逆
に
誤
用
も
多
く
な
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
日
本
人
は
そ
の
こ
と
ば

を
自
分
勝
手
に
解
釈
し
た
り
誤
用
で
あ
っ
て
も
認
め
ず
、
自
分
の
考

え
が
絶
対
に
正
し
い
と
し
た
り
す
る
。
そ
の
点
、
日
本
語
砂
高
閉
者
は
、

白
紙
の
状
態
に
正
し
い
知
識
を
植
え
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
疑
問
に

思
っ
た
こ
と
や
、
分
か
ら
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
し
や
す
い
。
し
か



し
、
省
略
さ
れ
た
形
や
理
屈
に
合
わ
な
い
表
記
な
ど
は
特
に
難
し
い

と
思
わ
れ
る
。
語
源
な
ど
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
も
紹
介
し
、
印
象
づ

け
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
を
指
導
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
番
大
切
だ
と

思
わ
れ
る
の
は
使
い
方
で
あ
る
。
ど
う
い
う
場
面
で
ど
の
よ
う
に
使

う
の
か
を
、
ふ
さ
わ
し
い
例
文
を
指
示
し
指
導
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
誤
用
の
多
い
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う

に
誤
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
の
か
を
説
明
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い

だ
ろ
う
。

こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
が
あ
る
の
は
、
な
に
も
日
本
語
ば
か
り
で
は

な
い
、
表
現
は
違
っ
て
い
て
も
同
じ
よ
う
な
内
容
の
こ
と
ば
が
ど
の

言
語
で
も
存
在
す
る
。
日
本
語
学
習
者
の
母
語
の
こ
と
わ
ざ
・
慣
用

句
と
対
比
し
て
指
導
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

お
わ
り
に

私
た
ち
は
日
本
語
を
母
語
と
し
て
い
る
。
毎
日
、
話
し
た
り
、
聞

い
た
り
、
読
ん
だ
り
、
書
い
た
り
し
て
日
本
語
に
慣
れ
親
し
ん
で
い

る
。
あ
ま
り
に
も
自
然
に
日
本
語
が
身
に
つ
い
た
た
め
、
一
言
葉
に
つ

い
て
疑
問
に
思
う
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
ま
ま
成
長
し
、
日
本

語
と
い
う
分
厚
い
扉
に
囲
ま
れ
生
活
し
て
い
る
。
い
つ
も
自
分
を
中

心
に
し
て
日
本
語
を
見
、
ま
た
、
分
厚
い
扉
に
固
ま
れ
て
い
る
の
で

誤
り
に
気
付
か
な
い
。
誤
り
に
気
付
く
た
め
に
は
、
自
分
か
ら
扉
の

外
に
出
ょ
う
と
す
る
か
、
誰
か
が
外
か
ら
扉
を
壊
し
新
し
い
風
を
吹

き
込
む
し
か
な
い
。

つ
ま
り
、
自
分
か
ら
日
本
語
に
興
味
を
持
ち
、
日
本
語
を
客
観
的

に
見
て
誤
り
に
気
付
く
か
、
誰
か
が
何
ら
か
の
形
で
誤
り
に
気
付
か

せ
て
く
れ
る
か
な
の
で
あ
る
。
今
回
、
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
の
誤
用

に
つ
い
て
考
え
た
が
、
慣
れ
の
ま
ま
に
使
っ
て
し
ま
う
の
は
日
本
語

す
べ
て
に
お
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
正
用
、
誤
用
に
か
か
わ
ら

ず
、
自
分
の
母
語
で
あ
る
日
本
語
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
の
重
要
さ

を
再
確
認
す
る
と
同
時
に
、
客
観
的
に
見
て
い
く
と
、
意
外
な
と
こ

ろ
に
パ
タ
ー
ン
が
現
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

nu 
p
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（回答例記入）

卒業論文のためのアンケートにご協力下さい。
ことわざや慣用句などに対する意識調査です。 年令（ ） 

⑪次のことばはどういう意味でしょう。正しいと思うものにOをつけてください。

しのぎを削る ①はげしく争う
2 貧しい生活をする

砂を噛むような思い くやしい思い
②あじけない思い

火中の栗を拾う ①他人の為に危険にまきこまれること
2 むちゃをすること

悪びれず ①おどおどしないで
2 ひらきなおって

流れにさからうこと 流れにさからうこと
②流れにうまくのること

他山の石 自分とは関係のないこと
②つまらぬ人の言行であっても自分の知

徳を向上させる役に立つこと

一姫二太郎 1 女の子一人と男の子二人の三人兄弟
②最初は女の子で次に男の子を産むのがよい

あっけらかん ①口をあけてぽかんとしている様子
2 からっと明るい様子

爪に火をともす ①非常にけちなこと
2 非常に貧乏なこと

命の洗濯をする ①気晴らしして臼頃の苦労を忘れること
2 心を入れかえてまっとうな人間になること

目から鼻へ抜ける ①頭の回転がすばやく、とびぬけて賢いこと
2 だらしのないこと
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下にも置かぬ扱い 全然相手にしてくれないこと
②非常に丁寧な扱い

毒気が抜かれる 1 人聞がまるくなること
②攻撃しようとしていた気持ちがうせること

十指にあまる ① 1 0以上
2 1 0以下

立て板に水 ①弁舌がよどみなく、すらすらとうまいこと
2 いくら言ってもむだたということ

情けは人のためならず その人をあまやかすので、良くない
②まわりまわって、自分のためになる

枯れ木も山の賑わい ①役に立たないものでも、ないよりはまし
2 その人がいると非常に賑わうこと

柳に風と受け流す ①すこしも逆らわない
2 いくら言われでもいうことをきかないこと

筆が立つ人 字がうまい人
②文章がうまい人

琴線にふれる 怒りをかうこと
②心を揺り動かされること

毒食わぱ皿まで ①とことん悪事をくり返すこと
2 途中で止めずに最後までやりとうすこと

器量をさげる 容姿がおとろえる
②人物の評価をさげる

胸がさわぐ ①不吉な予感のため不安になる
2 喜びで胸がわくわくする

眉につばをつける 気合いを入れる
②だまされないようにする

五月の鯉の吹き流し ①腹の中にかくし事がないこと
2 右から左に聞き流すこと

海の物とも山の物ともつかぬ ①結果がどう出るか分からないこと
2 出どころがどこかわからないこと
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雨後のたけのこ 成長が早いことのたとえ
②あいついで物事が発生することのたとえ

顎をなでる ①得意げな様子
2 かわいがること

顎が落ちる 1 非常におかしいこと
②料理が非常においしいこと

手をそめる 1 悪事をはたらく
②あることをし始める

＠正しい用法だと思ったらOをつけて下さい。いくつOをつけてもかまいません。

振り袖姿が板についている（ ） 背広姿が板についている（0)

彼は気の置ける人だから、なんでも相談したらいいよ。 （ ） 

彼は気の置けない人だから、なんでも相談したらいいよ。 (0) 

彼女は渋皮がむけて素敵になった（0) 彼は渋度がむけて一人前になった（ ） 

なさぬ仲の恋人同士（ ） なさぬ仲の義母と継子（0)

乗りかかった舟だがやはりやめておこう（ ） 

乗りかかった舟なので最後までやりとおそう（0)

芸が身を助けるほどのしあわせもの（ ） 芸が身をたすけるほどのふしあわせ（0)

彼女が主役に選ばれるなんて・・・彼女には役不足でできっこないわ（ ） 

彼女が主役だと思ってたのに・・・他の役じゃ彼女には役不足だわ（0)

ダイエット中なので、心を鬼にして甘いものを食べないようにしている（ ） 

あまやかしてはいけないと思い、わたしは心を鬼にして息子を叱った CO)
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彼は父親のように立派な弁護士になった。蛙の子は蛙とはよくいったものだ。（ ） 

彼は結局父親のような平凡なサラリーマンになった。蛙の子は蛙だ。 CO)

さいさきが良い（0) さいさきが悪い（ ） 

耳ざわりが良い音楽（ ） 耳ざわりな音楽（0)

蟻の道い出るすきまもない（0) 蟻の入り込むすきまもない（ ） 

押しも押されぬ（ ） 

汚名挽回（ ） 

押しも押されもせぬ（0)

汚名返上（0)

全然よくない（0) 全然いい（ ） 

＠次の（ ）の中に適当な言葉を入れてください。

とりつく（島）もない

二の舞を（演ずる）

出る（杭）は打たれる

焼け（棒杭）に火がつく

ご協力ありがとうございました。

＠の誤用

とりつく（ ）もない・・・暇

出る（ ）は打たれる・・・・釘

二の舞を（ ）・・・・・踏む

熊本女子大学国文学科4年松田明子

焼け（ ）に火がつく・・ぽっくり
石

これらの誤用が非常に多かった。
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対 象 中学生の 大学生の 2 0代の 30・40代の 50•60代の 平均
ことわざ・慣用句 誤用の%誤用の%誤用の%誤用の%誤用の% % 

6 7 1 5 4 2 1 1 1 8 
3 1 しのぎを削る (47) (11) (19) ( 6) ( 7) 

8 0 5 2 6 2 4 1 3 5 
5 4 砂を噛むような思い (56) (40) (28) (18) (14) 

7 3 7 1 6 9 7 3 4 5 
6 6 火中の栗を拾う (51) (54) (31) (32) (18) 

4 4 6 7 6 7 5 5 4 5 
5 6 悪びれず (31) (51) (30) (24) (18) 

5 4 7 1 7 8 6 6 5 3 
6 4 流れに樟さす

(38) (54) (35) (29) (21) 

4 7 4 2 4 9 4 8 6 0 
4 9 他山の石 (33) (32) (22) (21) (24) 

2 3 2 0 3 3 3 9 5 3 
3 4 一姫二太郎 (16) (15) (15) (17) (21) 

3 7 9 6 8 9 8 0 7 0 
7 4 あっけらかん (26) (73) (40) (35) (28) 

4 5 6 0 6 6 5 7 3 0 
5 2 爪に火をともす (32) (46) (30) (25) (12) 

7 2 1 1 2 4 1 1 5 
2 5 命の洗濯をする (51) ( 8) (11) ( 5) ( 2) 

5 7 2 5 2 5 7 1 5 
2 6 目から鼻に抜ける (40) (19) (11) ( 3) ( 6) 

6 3 2 0 3 6 1 8 1 5 
3 0 下にも置かぬ扱い (44) (15) (16) ( 8) ( 6) 

2 6 4 2 4 0 3 6 2 0 
3 3 毒気が抜かれる (18) (32) (18) (16) ( 8) 

3 0 1 7 5 1 4 5 1 8 
3 2 十指にあまる (21) (13) (23) (20) ( 7) 

6 3 4 6 7 1 2 7 7 
4 3 立板に水 (44) (35) (32) (12) ( 3) 

（ ）内の数字は人数
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対象 中学生の 大学生の 2 0代の 30•40代の 50•60代の 平均

ことわざ・慣用勾 誤用の%誤用の%誤用の%誤用の%誤用の% % 

8 4 2 8 7 8 7 2 4 8 
6 2 情けは人のためならず (59) (21) (35) (32) (19) 

4 7 5 2 0 2 1 5 
1 8 枯木も山の賑わい (33) ( 4) ( 9) ( 1) ( 6) 

4 7 4 9 5 3 3 2 3 0 
4 2 柳に風と受け流す (33) (37) (24) (14) (12) 

7 3 2 6 2 2 3 0 4 5 
3 9 筆が立つ人 (51) (20) (10) (13) (18) 

4 3 9 2 9 3 6 3 0 
2 9 琴線にふれる (29) ( 7) (13) (16) (12) 

7 1 5 5 5 3 5 2 4 0 
5 4 毒食わば皿まで (50) (42) (24) (23) (16) 

2 8 1 2 4 7 2 0 
1 4 器量をさげる (20) ( 9) ( 2) ( 3) ( 8) 

4 5 1 0 2 4 1 1 1 0 
2 0 胸がさわぐ (32) ( 8) (11) ( 5) ( 4) 

5 4 3 0 4 9 2 3 4 0 
3 9 眉につばをつける (38) (19) (22) (10) (16) 

6 7 4 3 4 0 3 0 3 5 
4 3 五月の鯉の吹き流し (47) (33) (18) (13) (15) 

5 4 8 5 9 3 6 6 3 0 
6 6 海の物とも山の物ともつかぬ (38) (65) (42) (29) (12) 

6 5 5 9 6 7 5 8 5 8 
6 1 雨後のたけのこ (46) (44) (30) (23) (23) 

4 7 4 1 3 2 3 2 0 
2 1 顎をなでる (33) ( 3) ( 6) ( 9) ( 8) 

4 3 4 1 5 8 2 0 8 
3 4 顎が落ちる (30) (31) (26) ( 8) ( 3) 

7 4 6 4 6 9 6 8 6 3 
6 8 手をそめる (52) (48) (31) (27) (25) 
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対 象 中学生の 大学生の 2 0代の 30・40代の 50・60代の 平均

ことわざ・慣用句 誤用の%誤用の%誤用の%誤用の%誤用の% % 

6 7 2 0 1 3 3 2 3 0 
3 1 板についている (47) (15) ( 6) (14) (12) 

8 0 4 2 5 1 5 9 5 3 
5 7 気の置けない人 (56) (32) (23) (26) (21) 

8 1 5 3 4 9 4 5 4 0 
5 4 渋皮がむける (57) (40) (22) (20) (16) 

6 9 4 3 4 0 4 1 2 5 
4 3 なさぬ仲 (48) (31) (18) (18) (10) 

3 4 5 2 4 7 8 
1 6 乗りかかった舟 (24) ( 4) (11) ( 3) ( 3) 

8 4 5 4 7 1 8 0 7 3 
7 2 芸は身を助ける (59) (41) (32) (35) (29) 

5 6 6 3 6 0 4 5 3 0 
5 1 役不足 (39) (48) (27) (20) (12) 

5 3 2 0 3 3 4 1 4 3 
3 8 心を鬼にする (34) (15) (15) (18) (17) 

7 0 2 9 5 8 7 3 7 5 
6 1 蛙の子は蛙 (49) (22) (26) (32) (30) 

5 1 4 7 4 9 2 5 1 8 
3 8 さいさきが良い (36) (36) (22) (11) ( 7) 

2 3 3 4 2 2 3 
1 1 耳ざわり (16) ( 2) ( 2) ( 1) ( 9) 

4 1 5 7 7 1 3 9 2 8 
4 7 蟻の遣い出るすきまもない (29) (43) (32) (17) (11) 

6 9 8 4 8 2 4 8 4 3 
6 5 押しも押されもせぬ (48) (64) (37) (21) (17) 

6 7 5 7 6 0 5 2 6 5 
6 0 汚名返上 (47) (43) (27) (23) (26) 

9 。 。 3 
3 全然良くない ( 6) ( 1) ( 0) ( 0) ( 1) 

誤用の平均（%） 53.6 40.2 48.1 37.9 34.0 

-66-




