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副

助

詞

「な

ど
」
と

そ

の
周

辺

助
詞

「
な
ど
」
は
疑
間
詞

「
な
に
」
を
核
と
す
る
不
確
定
藤
鏡
を
出
自
と
す

る
。
そ
の
出
自
の
あ
り
よ
う
は
現
代
語
の

「
な
ど
」
に
と
っ
て
も
決
し
て
遠
い

語
源
で
は
な
く
、
そ
の
意
味

ｏ
用
法
の
基
本
に
深
く
か
か
わ

つ
て
い
る
と
思
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
不
確
定
成
分
に
対
す
る
整
理
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
も
あ

和
に
臓
抑
制
購
崚
期
理
麟
“
諏
妙
嚇
鶴
は
ｒ
剛
動
爛

で 「
』
ぼ
」
っ
埼

つ 初
¨
翻
破

こ
で
は

「
な
に
」
を
核
と
す
る
不
確
定
成
分
の
助
詞
化
と
い
う
こ
と
を
基
本
的

視
点
と
し
て
、
古
代
語
か
ら
現
代
語
に
至
る

「
な
ど
」
の
働
き
を
、
先
学
の
諸

説
も
ふ
ま
え
な
が
ら
改
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
意
味
上

「
な
ど
」
と
共
通
す

る
点
の
あ
る
周
辺
の
語
に
つ
い
て
も
適
宜
併
せ
て
考
察
す
る
。

　̈
例
示
の
原
理
と
成
分
構
成

助
詞
の

「
な
ど
」
が
次
の
例
に
見
る
よ
う
な

「
な
に
と
」
か
ら

「
な
に
と
∨

な
ん
ど
∨
な
ど
」
と
転
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

守
の
は
ら
か
ら
、
ま
た
こ
と
人
こ
れ
か
れ
、
湾
引
―こｌ
ｄ
も́
て
お
ひ
き
て
ヽ

磯
に
お
り
ゐ
て
、
わ
か
れ
が
た
き
こ
と
を
い
ふ
。

（土
左
・
十
二
月
二
十
七
日
）

山

口

尭

こ
の

「酒
な
に
と
」
に
お
い
て

「
酒
」
と

「
な
に
」
と
は
並
立
関
係
に
あ
る
。

「‐こ代鶴脚嘲諭句「は卜凱ぎ嘲「だ［“̈
向殖翻
「係幹赫“一場』ど】̈
「

働
き
を
担
い
え
た
。

佐
保
川
の
清
き
川
原
に
鳴
く
千
鳥
か
は
づ
ｄ
二
つ
忘
れ
か
ね
つ
も

古、
き、
新、
ぃ
き、
日
一
く
だ
り
づ
つ
引
き
包
み
て
一』
罐
一
』
一

天 一徳 一
た
に
一

「
酒
な
に
と
」
の
場
合
も
、
そ
の
並
立
関
係
に
お
け
る

「
酒
」
と

「
な
に
」

と
の
一
団
化
が

「
と
」
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
な
ど
」
に
含
ま
れ
る
こ
の

「
な
に
と
」
由
来
の

「
と
」
は
古
く
は
引
用
の

助
詞
と
し
て
も
働
い
た
た
め
、
引
用
の
場
合
も
さ
ら
に

「
と
」
を
下
接
さ
せ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
が
、　
一
団
化
明
示
の
働
き
に
較
べ
れ
ば
、
引
用
の
助
詞
と
し

て
の
働
き
は
よ
り
臨
時
的
で
あ
る
。

「
な
に
と
」
の
核
に
な
っ
た

「
な
に
」
は
、
先
行
語
句
と
並
立
関
係
に
あ
っ

師示一畑機卸舞げれか膿どそ「はは汁い麟副爛指（向（不跛『″“わ“い第ど

考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
語
を
特
定
の
実
詞
と
並
立
関
係
に
お
く
こ
と
は
、
両



者
の
指
示
性
の
落
差
に
よ
っ
て
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

「
な
に
」
に
該
当
し
う

る
対
象
を
し
ぼ
る
手
掛
り
を
先
行
語
句
に
委
ね
る

こ
と

に
な

る
。

「
な
に
」

が
何
を
さ
す
か
は
先
行
語
旬
に
依
存
し
な
が
ら
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
の
近

接
領
域
に
し
ほ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

「
な
に
」
は
先
行
語
句
の
意
味
と
は
何

ら
か
の
程
度
に
ず
れ
る
領
域
を
暗
示
す
る
よ
う
な
働
き
を
担
う
だ
ろ
う
。
「
酒

な
に
と
」
の
例
で
言
え
ば
、　
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
酒

・
そ
の
よ
う
な

も
の
」
と
で
も
い
う
に
近
く
な
る
。　
た
だ
、
「酒
」
は
そ
の
並
立
関
係
か
ら
言

っ
て

「
そ
の
よ
う
な
も
の
」
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
は

「
酒
そ

の
他
」
と
で
も
言
う
ほ
う
が
さ
ら
に
は
や
く
な
る
。
実
詞
と
の
並
立
関
係
に
お

け
る

「
な
に

（と
こ

の
不
確
定
成
分
と
し
て
の

表
示
性
は
、
こ
の

「
そ
の
よ

う
な
も
の
」
「
そ
の
他
」
的
に
上
の
実
詞
の
い
ゎ
ば
同
類
を
暗
示
す
る
代
理
表

示
と
ま
ず
は
見
て
よ
い
。
代
理
表
示
が
採
ら
れ
る
の
は
、
「
酒
」
以
外
の
も
の

¨
一
縁
雌
『
隷
腱
師
』
嫌
情
い
は
い
赫
耕

‐こ 性
雄
潔
移
望
鶴
に
は
い
い
れ
ば
珈
か

示
法
で
表
さ
れ
る
対
象
は
、
多
少
と
も
多
様
性
の
あ
る
も
の
に
傾
く
の
が
自
然

の
勢
い
で
あ
ろ
う
。
複
数
と
い
う
の
は
語
弊
が
あ
る
が
、
時
に
そ
う
い
う
受
け

取
り
方
も
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

並
立
関
係
に
あ
る
実
詞
と
の
指
示
性
の
落
差
か
ら

「
な
に

（と
こ

の
代
理

表
示
性
が

「
そ
の
他
」
的
な
同
類
暗
示
性
を
も
つ
こ
と
は
、
結
果
的
に
上
の
語

句
の
さ
す
物
事
が

「
そ
の
他
」
を
含
め
た
も
の
の
中
で
の
具
体
例
だ
と
い
う
意

味
あ
い
を
ひ
き
た
て
る
。
そ
う
い
う
働
き
は

「
な
に
と
」
を
出
自
と
す
る
助
詞

「
な
ど
」
に
も
認
め
ら
れ
て
、
例
示
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
後
に
述
べ
る
よ

う
に
助
詞

「
な
ど
」
が
担
う
意
味
あ
い
に
は
、
例
示
以
外
の
微
妙
に
異
な
る
あ

り
よ
う
も
い
ろ
い
ろ
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
も
、

例
示
の
例
示
ら
し
さ
が
め
だ
つ
条
件
を
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は

「
な
ど
」
に
同

類
暗
示
的
な
代
理
表
示
性
が
濃
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
上
の
語
句
と
の
間
に
な

お
本
来
の
並
立
関
係
が
認
め
や
す
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

例
示
の
働
き
に
お
い
て

「
な
ど
」
に
通
じ
る
も
の
は
、
疑
間
詞

「
な
に

（な

ん
と

が
並
立
助
詞

「
や
」
「
や
ら
」
「
の
」
な
ど
を
伴
っ
て
先
行
語
句
と
並
立

関
係
に
あ
る
次
の
よ
う
な
不
確
定
成
分
に
も
認
め
ら
れ
る
。

破
籠
や
日
―こ‐
制
と
ふ
さ
に
あ
り
。
　
　
　
　
（靖
蛉
・
中
・
天
禄
二
年
）

銀
事
や
ら
引
川
酬
劇
劇
引
訳
は
京
へ
も
上
つ
て
来
る
。

（曽
根
崎
心
中
）

そ
ん
な
こ
と
や
何
や
ら
で
、
今
日
も
取
り
持
ち
役
と
出
か
け
ま
し
た
の
サ
。

（与
話
情
浮
名
横
櫛
・
二
幕
目
）

膳
が
お
そ
い
の
日
川
例
と
て
、
い
ち
ら
せ
て
た
も
ん
な
や
。
（堰
山
姥
上
）

こ
れ
ら
の
例
で
は
先
行
語
句
も
並
立
助
詞
を
伴
っ
て
い
る
が
、
先
行
語
句
に

は
現
れ
ず
、
疑
間
詞
を
核
と
す
る
不
確
定
成
分
だ
け
に
そ
の
並
立
助
詞
の
現
れ

た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

ま
く
ら
が
へ
し
な
に
や
と
、
例
の
や
う
な
る
あ
り
さ
ま
ど
も
に
し
て
け
れ

ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
鏡
・
伊
ヂ
伝
）

お
池
の
主
の
替
属
の
鱗
が
こ
ば
れ
た
司
川
倒
ッ
て
、
気
味
が
悪
い
と
申
す

ん
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（泉
鏡
花
・
夜
叉
ケ
池
）

こ
う
い
う
並
立
助
詞
を
伴
う
不
確
定
成
分
の
例
で
は
、
先
行
語
句
に
も
同
じ

並
立
助
詞
が
あ
ろ
う
と
無
か
ろ
う
と
、
例
示
性
は
助
詞

「
な
ど
」
に
よ
る
場
合

よ
り
む
し
ろ
め
だ
つ
だ
ろ
う
。
そ
の
差
は

「
な
ど
」
の
出
自
と
な
っ
た

「
な
に

と
」
の
「
と
」
と
こ
れ
ら
の
並
立
助
詞
と
の
働
き
の
差
に
求
め
る
こ
と
が
で
き

諄
脚
維
許
叩
漁
％
蝿
赫性
朝
一崎町幹
囃劉
『

「
△

一
Ｂ

と

」

に

は

Ａ

Ｂ

以

外

の

Ｃ

や

Ｄ

は

喧

小

で

き

な

い

（
「
Ａ

と

Ｂ

（
と

こ

な
ど
の

「
と
」
も
同
様
）。
し
か
し
、
「
△
ゃ
Ｂ
や
」
は
Ａ
Ｂ
以
外
の
Ｃ
や
Ｄ



を
さ
ら
に
暗
示
で
き
る
。
「
や
ら
」
に
よ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
「
の
」
の
そ

う
い
う
暗
示
性
は
少
し
劣
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
と
」
よ
り
は

「
や
」
「
や

ら
」
に
近
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
並
立
助
詞
に
は

「
と
」
に
は
な
い

一
種
の
同
類
暗
示
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
を
伴
う
不
確
定
成
分
が

「
な
ど
」

以
上
に
例
示
性
を
ひ
き
た
て
る
の
は
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。

実
詞
が

「
や
」
を
伴
う
成
分
と
並
立
的
に
は
、
す
で
に
取
り
上
げ
た
不
確
定

成
分
と
同
様
に
、
「
な
ど
ｏ
な
ん
ど
」
も
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る

（ち
な
み
に
、
「
な
ど
」
が

「
な
ん
ど
」
よ
り
文
献
上
早
く
認
め
ら
れ
る
の

ポ
鰊
掘
鱗
鰤
鱚
運
都
勢諦
「）

に
馘野
種
な近鈍
疏
製
贅
罐
詢け雑
編

う
に
な
る
。
そ
れ
ら
に
も
次
の
よ
う
に
右
と
同
様
の
例
が
あ
る

（以
下
、

「
な

ど
」
以
外
の
語
に
つ
い
て
も
、
「
な
に
」
を
核
と
す
る
不
確
定
成
分
を
出
自
と

し
て
、
「
な
ど
」
と
働
き
に
共
通
性
が
あ
る
も
の
は
適
宜
併
せ
て
取
り
上
げ
る

な

覇

批

電

騰

漱
翻

やヽ ‐こ
脂

ド

蒲

鎌

句
疑

。

御
串
戯
に
、
お
杖
や
「
川
ｄ
で
お
敲
き
遊
ば
し
て
は
不

（嚇
却

せ 。
枷

。
六
）

そ
の
お
礼
や
剣
―こ―
洲
は
い
た
だ
け
る
ん
で
す
か
…

（線
鳩
蹴

．
夜
叉
ケ
池
）

（三
遊
亭
円
生

・
死
神

・
円
生
古
典
落
語
１
）

「
な
ど
」
類
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
用
言
的
な
先
行
語
句
が
並
立
助
詞

「
た

り
」
や

「
つ
」
を
伴
う
も
の
の
下
に
も
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
並
立
助
詞
も

や
は
り

一
種
の
同
類
暗
示
性
を
そ
な
え
て
い
る
。

挙
ト
ハ
取
ア
ゲ
テ
養
テ
湯
ア
ビ
セ
ツ
ナ
ン
ド
ス
ル
ヲ
云
ゾ

（史
記
抄

ｏ
孟
嘗
君
伝
）

赫け０静つド“か０いこヽキ”こヽ夕、をり、卜”たヽドリヽシ彬巾喉け始蛯酬ぽ畔嘲略）

ゃ
ね
え
か
　
　
　
　
　
　
（三
遊
亭
円
生

・
庖
丁

一
円
生
古
典
落
語
１
）

先
行
語
句
が
こ
の
よ
う
に
並
立
助
詞
を
伴

っ
て
い
る

「
な
ど
」
類
は
、
前
述

の
不
確
定
成
分
自
体
が
並
立
助
詞

「
や
」
「
や
ら
」
「
の
」
を
伴

っ
た
場
合
と
の

繋
が
り
に
お
い
て
見
れ
ば
、
ま
だ
体
言
な
い
し
準
体
言
を
核
と
す
る
不
確
定
成

分
で
あ
り
、
助
詞
と
は
見
に
く
い

（先
行
語
句
が
用
言
的
な
場
合
の

「
な
ど
」

類
は
そ
の
あ
と
に
続
く
サ
変
動
詞
を
含
む
ま
と
ま
り
に
お
い
て
先
行
語
句
と
の

並
立
関
係
を
保
つ
）。

し
た
が
つ
て
、　
例
示
の
働
き
を
共
有
す
る

「
な
ど
」
類

全
体
か
ら
言
え
ば
、
助
詞
の
品
詞
性
の
ほ
か
に
体
言
性
な
い
し
は
準
体
言
性
の

一
面
も
近
現
代
語
ま
で
失
っ
て
い
な
い
と
も
言
え
よ
う
ｏ

こ
の
よ
う
な
例
に
較
べ
る
と
、
体
言
や
準
体
句
の
直
下
に
来
る

「
な
ど
」
は

ま
ず
承
接
上
助
詞
と
見
や
す
い
条
件
に
恵
ま
れ
る

（先
行
語
句
と
呼
ん
で
き
た

も
の
も
、
そ
れ
だ
け
上
接
語
句
と
呼
び
や
す
く
な
る
）
。

し
か
し
、　
そ
れ
は
相

対
的
に
そ
う
言
え
る
と
い
う
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
そ

の
例
で
も
、
な
お
こ
れ
ま
で
の
例
に
準
じ
る
解
釈
が
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。よ

ね
い
を
な
ど
こ
へ
ば
、
お
こ
な
ひ
つ
。
　

　

　

（土
左

ｏ
二
月
九
日
）

「
な
ど
」
が
上
の
語
旬
に
例
示
性
を
ひ
き
た
て
る
の
は
、
本
来
並
立
関
係
に

あ
る
上
の
語
句
と
の
指
示
性
の
落
差
か
ら
そ
の
語
旬
に
依
存
し
て
そ
の
同
類
暗

示
的
な
代
理
表
示
性
を
そ
な
え
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
「
な
ど
」
が

そ
の
本
来
の

不
確
定
成
分
性
を
失

っ
て
助
詞
化
す
る
の
も
、
上
の
語
句
へ
の
意
味
上
の
依
存



性
と
、
代
理
表
示
と
い
う
間
接
的
な
表
示
性
を
も
つ
こ
と
に
導
か
れ
る

一
種
の

形
式
体
言
性
に
よ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
上
の
語
句
に
依
存
す
る
代
理
表
示
性

は
、
例
示
の
働
き
に
関
す
る
限
り
、
よ
り
端
的
に
は
同
類
暗
示
性
と
い
う
こ
と

に
集
約
さ
れ
よ
う
。

並
立
助
詞
に
は
前
述
の
よ
う
に
一
種
の
同
類
暗
示
性
を
も
つ
も
の
が
多
か
っ

た
。
「
な
ど
」
の
助
詞
化
が
例
示
の
働
き
に
関
し
て
は
同
類
暗
示
性
に
集
約
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
そ
う
い
う
並
立
助
詞
の
例
示
の
働
き
に
も
併

せ
て
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
に
お
い
て
も
、
並
立

助
詞
を
伴
う
語
句
の
さ
す
物
事
は
よ
り
大
き
な
集
合
の
中
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ

た
具
体
例
と
い
う
意
味
あ
い
を
お
の
ず
か
ら
伴
い
や
す
い
。

手
を
合
せ
る
刊
引
歎
く
剌
引
山
三
も
共
に
涙
を
浮
か
め

（け
い
せ
い
反
魂
香

・
中
）

洋
服
な
ぞ
で
も
衿
巾
が
広
く
な
っ
た
ｄ
洲
せ
ま
く
な

っ
た
ｄ
洲
、
ズ
ボ
ン

が
細
く
な
っ
日
明
広
く
な
っ
日
明
、
い
ろ
い
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（三
遊
亭
円
生

・
死
神

・
円
生
古
典
落
語
１
）

第
二
例
で
は
並
立
関
係
に
あ
る
具
体
例
が
集
合
の
た
ん
な
る

一
部
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
後
述
の
代
表
性
相
当
の
意
味
あ
い
が
強
く
、
両
極
を
お
さ
え
る
も

の
に
な
っ
て
い
る
。

並
立
助
詞
に
よ
る
例
示
的
表
現
に
は
、
次
の
よ
う
に
後
続
成
分
の
実
詞
が
具

体
性
の
乏
し
い
罵
り
言
葉
で
い
わ
ば
代
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
不
確
定

成
分

「
な
ん
の
」
ほ
ど
の
一
般
性
は
な
い
が
、　
一
脈
そ
れ
に
通
じ
る
点
の
あ
る

も
の
で
あ
る
。

お
発
だ
の、、
、
っ
た、く、れ、
の、と
、
そ
ん
な
遊
せ
詞
は
見
ツ
と
む
ね
へ。

（浮
世
風
呂

・
二
ｏ
下
）

一
種
の
同
類
暗
示
性
を
も
つ
並
立
助
詞
は
、
次
の
よ
う
に
他
の
並
立
成
分
の

表
示
な
し
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
い
う
単
独
用
法
も

一
種
の
同
類

暗
示
性
―
例
示
性
を
も
て
ば
こ
そ
可
能
に
な
る
と
言

っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な

場
合
の
並
立
助
詞
に
は
、
表
現
上

「
な
ど
」
と
の
互
換
性
を
認
め
る
こ
と
も
で

き
る
。ソ

ノ
ス
テ
ラ
レ
人
ア
マ
リ
フ
ホ
ク
テ
、
ヨ
リ
ア
イ
テ
謀
反
刊
ヲ
コ
シ
テ
大

事
ニ
ヤ
ナ
ラ
ン
ズ
ラ
ン
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（愚
管
抄
・
七
）

感
二
断
ヘ
テ
手
ヲ
打
テ
臥
シ
コ
ロ
ン
ツ
ス
ル
ナ
リ
。

（扶
桑
再
吟
、　
こ

後
に
は
壬
向
笛
を
車
に
つ
ん
で
鼠
が
ひ
い
て
来
る
劇
引
、
も
ふ
内
に
置
所

が
な
い
ゆ
へ
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（無
事
志
有
意
）

向
う
で
も
思
ひ
出
し
て
、
手
紙
を
く
れ
日
明
す
る
の
は
、
た
い
て
い
さ
う

い
ふ
ん
で
す
わ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（川
端
康
成
・
雪
国
）

つ
ま
り
、
右
の
よ
う
な
並
立
助
詞
の
例
示
性
は
、
前
述
し
た

「
な
ど
」
の
助

詞
化
の
原
因
―
上
の
語
句
へ
の
依
存
性
と
代
理
表
示
と
い
う
間
接
的
な
表
示
性

を
も
つ
こ
と
と
に
導
か
れ
る
一
種
の
形
式
体
言
性
―
が
、
例
示
に
関
し
て
は
同

類
暗
示
性
に
集
約
さ
れ
る
と
見
て
よ
い
こ
と
の
傍
証
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

働
鋤

‐こ 詞
す 「
は
ぼ
一
詢
卿

詞 ‐こ
』
膵
漏

へ 性
ゆ
靡
い
輝
琳
「
輸
嘲
調
碑
い
」
羹
卸
帥
陣

の
め
だ
つ
前
掲
の
体
言
な
い
し
準
体
言
的
な

「
な
ど
」
に
隣
接
す
る
助
詞
と
し

て
の
あ
り
よ
う
は
、
ま
ず
準
体
助
詞
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
意
味
的
に
例

示
性
が
め
だ
つ
の
も
そ
の
準
体
助
詞
性
の
強
い
場
合
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
「
な
ど
」
が
助
詞
ら
し
く
体
言
や
準
体
句
に
直
接
下
接
し
て
用
い
ら
れ

る
場
合
は
、
前
述
の
並
立
助
詞
を
介
す
る
場
合
な
ど
に
較
べ
る
と
、
た
ん
に
具

体
例
を
示
す
と
い
う
だ
け
の
意
味
あ
い
は
相
対
的
に
劣
る
。
そ
れ
は
後
述
す
る

代
表
性
の
表
示
傾
向
が
む
し
ろ
め
だ
ち
や
す
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「
な
ど
」
の
漢
字
表
記
に
は
、
「等
」
字
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
次
の



よ
う
な
そ
の
音
読
形
も

「
な
ど
」
類
の
一
つ
に
加
え
て
よ
い
。
た
だ
、
そ
の
用

途
は
例
示
、
も
し
く
は
、
後
述
の
代
表
性
の
傾
向
を
Ｒ
つ
用
法
に
限
ら
れ
る
。

真
言
ノ
教
ヲ
バ
、
伝
教

ｏ
弘
法

・
慈
覚

・
智
証
等
ノ
大
師
、
我
国
ヘ
ワ
タ

シ
給
ヘ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（沙
石

・
十
末
）

出
役
人
ｄ
列
の
こ
と
は
、
な
を
′
ヽ
よ
く
ノ
ヽ
尋
ね
て
記
し
置
か
る
べ
し
。

（申
楽
談
儀
）

一
一　
代
表
性

・
重
視
性

・
軽
視
性

「
な
ど
」
類
に
は
例
示
の
働
き
と
両
立
的
に
も
、
ま
た
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら

少
し
離
れ
て
も
、
例
示
と
は
別
の
い
く
つ
か
の
表
示
傾
向
や
評
価
傾
向
と
い
っ

た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
例
示
の

「
な
ど
」
類
は
上
接
語
句
に
対
し
て

「
そ
の

他
」
的
な
同
類
暗
示
性
を
担

っ
た
が
、
ま
ず
そ
の
同
類
暗
示
性
と
の
関
係
か
ら
、

具
体
例
と
な
る
上
接
語
句
に
は
、　
た
ん
な
る

一
具
体
例
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
そ

獅
『
一
簾
謝
罐
河
％
哺
期
わ
か
州
林
議
囃
卿
議
断
Ⅶ
獅
潟
罐
欠
“
”
い
わ
け
』

向
を
伴
う
が
、
そ
れ
が
め
だ
ち
や
す
い
の
は
、
上
接
語
句
が
並
立
助
詞
な
ど
伴

わ
な
い
、
よ
り

一
般
的
な
助
詞
と
し
て
の
用
法
に
お
い
て
で
あ
る
。
次
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。

五
月
期
日
は
、
ま
し
て
は
れ
´
ヽ
し
か
ら
ぬ
空
の
気
色
に
、
え
さ
わ
や
ぎ

給
は
ね
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（源
氏

・
若
菜
下
）

ャ
サ
シ
ク
尋
常
ナ
ル
コ
ト
ラ
バ
、
物
ノ
姫
君
ガ
川
Ｈ
ノ
ャ
ウ
ニ
ト
コ
ソ
申

両 セ
ぽ

ち
ひ
に
配
樹
川
ｄ
も
い
ゝ
ぜ
。
　

　

　

（八
笑
人

・
春

（̈

絲

一
一 八
｝

「勒罐『刹詞娃喜
「な鞠「曲ぼく）の使用例に―ま（Ⅷ酬嗽鋤う．‐こ雪蜘貯

語
句
の
さ
す
人
物
な
ど
に
対
す
る
話
手
の
重
視
的
評
価
を
感
じ
さ
せ
る
点
で
注

意
し
て
よ
い
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
重
視
性
も
代
表
性
の
傾
向
に
時
と
し
て

お
の
ず
か
ら
伴
う
も
の
で
あ
る
。
代
表
性
と
両
立
し
や
す
い
そ
の
一
面
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。

い
か
に
、
こ
と
に
ふ
れ
て
、
我
倒
ｄ
を
ば
か
く
な
め
げ
に
も
て
な
す
ぞ
と
、

む
づ
か
り
給
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
鏡

・
伊
升
伝
）

カ
ク
ア
シ
ク
ト
モ
家
成
ナ
ド
ヲ
バ
ヱ
セ
ジ
物
フ
ト
　
　
（愚
管
抄

・
四
）

押
しめ
へ引
川
刻
と
こ
ゝ
ろ
や
す
く
し
て
ゐ
る
か
ら
、
何
か
行
と
ゞ
い
た
時

妓
衆
と
思
つ
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
と
　
　
（春
色
辰
巳
園

・
二
・
七
下
）

俺
な
ぞ
は
、
鉱
造
は
、
村
は
も
と
よ
り
此
処
に
居
る
た
だ
こ
の
人
民
蒼
生

の
た
め
と
い
ふ
に
も
、
何
時
で
も
生
命
を
棄
て
る
ぞ
。

（泉
鏡
花

・
夜
叉
ケ
池
）

「
な
ど
」
類
の
使
用
例
に
は
、
こ
の
重
視
性
の
傾
向
と
は
逆
に
、
話
手
の
軽

視
的
評
価
―
軽
視
性
を
感
じ
さ
せ
る
例
も
あ
る
。
次
の
よ
う
な
例
が
そ
れ
で
あ

２つ
。

ま
し
て
清
盛
引
測
が
へ
ろ
ノ
ヽ
矢
、
何
程
の
事
か
候
ふ
べ
き
。

妹
が
唄
妓
引
川
ｄ
を
し
て
居
る
と
い
は
れ
て
は
、
帖
師
峙
林

へ 保
』

え ・
趾
げ

り
い
と
い
つ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（春
色
辰
巳
園
ｏ
初
ｏ
六
）

女
房
刻
川
洲
い
な
く
た
つ
て
、
か
ま
や
し
な
い
よ
。

（山
本
有
三
・
波
）

脈
な
ん
ざ
…
…
ど
う
で
も
い
い
ん
だ
よ
。

（三
遊
亭
円
生
ｏ
死
神
・
円
生
古
典
落
語
１
）

軽
視
性
の
め
だ
つ
例
は
重
視
性
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
集
め
や
す
く
、
特
に

動
糊

‐こ 代
婦

つ の
て 「裁
し
い
秒
「
ど
口
頭
語
性
に
す
ぐ
れ
る
も
の
に
は
、
軽
視
性
が



「
な
ど
」
に
は
そ
の
自
出
以
来
、
対
象
を
末
梢
視
し

「
そ
の
他
」
扱
い
に
す

る
指
示
性
が
あ
っ
た
。
す
で
に
取
り
上
げ
た
例
示
性

ｏ
代
表
性

ｏ
重
視
性
は
、

「
な
ど
」
自
体
の
そ
う
い
う
指
示
性
と
の
い
わ
ば
対
照
効
果
と
し
て
上
接
語
句

に
め
だ
つ
傾
向
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、　
こ
の
軽
視
性
は
、
「
な
ど
」
が
上
接
語

句
と
い
わ
ば
密
着
し
て
指
示
的
に
も

一
体
化
し
、
上
接
語
句
を
も
み
ず
か
ら
の

指
示
性
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
め
だ
つ
傾
向
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う

一

体
化

・
同
化
は
、
助
詞
化
の
進
行
に
よ
っ
て

「
な
ど
」
自
体
の
同
類
暗
示
的
な

代
理
表
示
性
が
稀
薄
に
な
る
ほ
ど
容
易
に
な
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
時
代
の

下
る
ほ
ど
軽
視
性
の
例
が
多
く
な
る
理
由
で
は
な
い
か
と
解
釈
す
る
。

〓
一　
概
要
性

・
婉
曲
性

・
反
撓
性

「
な
ど
」
類
の
上
接
語
句
な
い
し
は
意
味
上
相
関
す
る
語
句
が
よ
り
具
体
的

な
句
的
事
態
を
さ
す
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
同
類
暗
示
性
と
呼
ん
で
き
た

「
な

ど
」
類
の
働
き
も
、
そ
の
事
態
に
依
存
し
て
よ
り
事
柄
的
に
そ
れ
と
連
続
す
る

事
態
の
あ
り
よ
う
を
暗
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
周
辺
暗
示
性
と

で
も
呼
び
か
え
て
よ
い
働
き
に
傾
く
だ
ろ
う
。　
そ
の
結
果
、
「
な
ど
」
類
が
上

接
語
句
な
ど
に
ひ
き
た
て
る
意
味
あ
い
も
、
同
類
中
の
具
体
例
と
い
う
よ
り
は

あ
る
事
柄
の
全
体
に
お
け
る
そ
の
概
要
と
い
う
ほ
ど
の
意
に
傾
く
こ
と
に
な
る
。

そ
う
い
う
表
示
傾
向
を
概
要
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

次
の
よ
う
に
、
①
文
章
や
会
話
を
引
用
し
た
り
、
②
心
中
の
思
考
内
容
を
表

示
し
た
り
す
る
例
は
、
概
要
性
の
傾
向
を
伴
い
や
す
い
。

①
か
ら
う
た
に
、
日
を
の
ぞ
め
ば
み
や
こ
遠
し
な
ど
い
ふ
な
る
こ
と
の
さ
ま

を
き
ゝ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（土
左

・
一
月
二
十
七
日
）

八
月
い
っ
ぱ
い
神
経
衰
弱
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
ゐ
た
引
日
と
話
し
は
じ
め
た
。

（川
端
康
成

・
雪
国
）

②
あ
は
れ
に
、
は
か
な
く
て
も
、
な
ど
お
も
ふ
ほ
ど
に

（靖
蛉
・
上
ｏ
康
保
二
年
）

あ
と
で
考
え
て
も
ど
う
も
お
か
し
な
も
の
が
瀞
争
った
も
ん
だ
日
川
ｄ
思

っ
て
ね
、
馬
鹿
馬
鹿
し
い
よ
う
な
も
の
で
も
そ
の
時
代
に
は
そ
れ
で
な
く

ち
ゃ
ァ
な
ら
な
い
ん
で
…
…
。
舎
一遊
亭
円
生
。死
神
。円
生
古
典
落
語
１
）

上
に
来
る
の
は

一
語
で
も
、
意
味
上
そ
れ
と
述
語
と
で
明
ら
か
に
な
る
句
的

事
態
と
相
関
す
る
勢
い
を

「
な
ど
」
類
が
も
つ
場
合
は
、
や
は
り
概
要
性
が
認

め
ら
れ
る
。

も
の
国
ｄ
も
い
は
ず
、
た
だ
い
ふ
こ
と
と
て
は
、
か
く
も
の
は
か
な
く
て

あ
り
ふ
る
を
、
夜
昼
嘆
き
し
か
ば
　
　
　
　
（靖
蛉

ｏ
上

・
康
保
元
年
）

よ
く
偽
筆

へ
質
落
款
府
を
押
し
て
売
り
つ
け
る
さ
う
だ
か
ら

（夏
目
漱
石

ｏ
坊
つ
ち
や
ん
ｏ
九
）

右
の
第

一
例
の

「
も
の
」
を
発
言
す
る
内
容
の
例
示
や
代
表
と
見
る
こ
と
は

無
理
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「
な
ど
」
は

「
も
の

（を
）
い
ひ
な
ど
も
せ
ず
」
の
そ

れ
に
近
く
、
対
話
の
有
無
の
概
要
だ
け
を
言
う
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
解
せ
る
。

第
二
例
も
同
様
。

次
の
よ
う
に
格
助
詞
に
下
接
す
る
、
い
か
に
も
副
助
詞
ら
し
い

「
な
ど
」
類

の
用
法
も
、
そ
れ
を
受
け
る
述
語
と
の
全
体
と
相
関
す
る
勢
い
が
め
だ
つ
点
で
、

例
示
性
よ
り
も
概
要
性
に
す
ぐ
れ
る
。

京
に
引
ｄ
む
か
へ
給
ひ
て
の
ち
、
面
目
あ
り
て
な
ど
知
ら
せ
ん
と

（源
氏

・
靖
蛉
）

何
う
せ
、
先
生
は
学
費
に
引
川
洲
因
ら
ん
の
だ
か
ら

（田
山
花
袋

ｏ
田
舎
教
師

・
六
）

「
な
ど
」
に
は
婉
曲
と
呼
ば
れ
て
き
た
用
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
述
べ

た
表
示
傾
向
の
中
で
は
、
何
よ
り
も
概
要
性
に
か
か
わ
る

一
解
釈
と
見
て
よ
い



だ
ろ
う
。　
一
つ
の
事
柄
を
あ
り
の
ま
ま
端
的
に
表
現
し
な
い
で
、
あ
た
か
も
事

柄
の
概
要
で
あ
る
か
の
よ
う
に
は
か
し
て
表
現
し
た
と
解
せ
る
用
法
が
婉
曲
性

で
あ
る
。
「
な
ど
」
自
体
の
周
辺
暗
示
性
が
そ
の
ぼ
か
し
の
役
を
担
う
の
で
あ

る
。
婉
曲
性
の
判
定
は
用
例
の
解
釈
に
左
右
さ
れ
て
と
か
く
揺
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
試
み
に
挙
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
例
を
そ
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

京
よ
り
を
ば
劉
ｄ
お
ぼ
し
き
人
、
も
の
し
た
り
。（靖

蛉

・
中

・
天
禄
二
年
）

ち
よ
つ
と
出
懸
に
、
キ
ス
引
ｄ
せ
ん
で
も
可
い
か
い
。

（泉
鏡
花

ｏ
夜
叉
ケ
池
）

第

一
例
の

「
を
ば
な
ど
お
ぼ
し
き
人
」
に
お
け
る

「
な
ど
」
を
婉
曲
性
の
例

と
見
る
こ
と
は
、
そ
の
人
が

「
を
ば
」
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
う

「
お

ぼ
し
き
」
こ
と
を
故
意
に
は
か
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
上
接
語
は
名
詞

一
語
で
も
、
婉
曲
性
を
認
め
る
解
釈
は
多
か
れ
少
な
か
れ

句
的
事
態
に
か
か
わ
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。

上
接
語
句
が
句
的
事
態
で
あ
る
場
合
に
も
、
前
述
の
軽
視
性
に
似
た
評
価
傾

向
の
め
だ
つ
場
合
が
あ
る
。
助
詞
化
の
進
行
に
伴
う
上
接
語
句
と
の
一
体
化
に

よ
っ
て
、

「
な
ど
」
類
本
来
の
対
象
を
末
梢
視
す
る
指
示
性
に
上
接
語
句
を
同

化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
否
定
的
評
価
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
は
、
同
化
の

対
象
が
事
態
な
い
し
そ
の
判
断
と
い
う
具
体
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
、
た

ん
に
軽
視
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
に
反
携
す
る
よ
う
な
話
手
の
情
意

を
伴
う
傾
向
に
な
る
。
そ
う
い
う
評
価
傾
向
を
反
携
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
れ
も
近
現
代
語
に
著
し
く
な
る
傾
向
で
あ
ろ
う
が
、
古
代
語
か
ら
解
釈
次
第

で
そ
れ
ら
し
い
例
も
拾
え
る
の
で
、
併
せ
て
示
す
。

そ
れ
よ
り
の
ち
、
「
司
召
に
て
」
引
ど
て
音
な
し
。

（靖
蛉

・
下

・
天
禄
三
年
）

ア
イ
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
わ
い
こ
と
が
、
他
の
物
を
と
る
司
川
刻
と
い
ふ

こ
と
は
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（梅
暦

・
四

・
一
九
）

第

一
、
停
車
場
へ
行
く
ま
で
、
行
先
を
き
め
な
い
司
川
ｄ
、
あ
ん
ま
り
人

を
馬
鹿
に
し
て
る
わ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（岸
田
国
士

・
験
雨
）

次
の
よ
う
に
、
運
用
成
分
で
あ
る
こ
と
の
明
ら
か
な
形
に
付
け
て
い
か
に
も

副
助
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
例
に
も
、
反
携
性
の
め
だ
つ
も
の
が
あ
る
。

御
家
中
の
世
間
へ
司
ｄ
、
も
う
お
帰
り
な
さ
い
ま
す
な
。

（泉
鏡
花

ｏ
天
守
物
語
）

何
時
、
私
は
、
あ
の
人
の
手
引
を
し
て
大
を
討
た
せ
る
と
云
ふ
約
束
を
、

結
ん
で
倒
ｄ
し
ま
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

（芥
川
龍
之
介

・
袈
裟
と
盛
遠
）

例
示
性

・
代
表
性

ｏ
重
視
性

・
軽
視
性
は
、
出
自
由
来
の
代
理
表
示
性
が
語

的
事
物

ｏ
人
物
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
同
類
暗
示
性
を
も
つ
場
合
な
い
し
は

そ
の
延
長
上
に
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
が
、
概
要
性

・
婉
曲
性

・
反
携
性

は
、
句
的
事
態
と
の
関
係
に
お
い
て
む
し
ろ
周
辺
暗
示
性
を
も
つ
場
合
な
い
し

は
そ
の
延
長
上
に
認
め
ら
れ
る
傾
向
と
言
え
る
。

四
　
包
括
限
定
性

・
提
示
性

「
な
ど
」
類
に
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
と
も
ま
た
違

っ
て
、
上
接
語
句
を
た
ん

次‥こ囃ゎ％‐こ役悧議期呼っ度一移ぃは現浅】嘲す（法嘔ちる。それはたとえば

お
ほ
や
け
の
か
ず
ま
へ
給
ふ
よ
ろ
こ
び
倒
ｄ
は
お
ぼ
え
侍
ら
ず
。

（源
氏
ｏ
竹
河
）

無
論
感
服
劉
ｄ
す
る
者
は
一
人
も
な
い
。
（二
葉
亭
四
迷
・
平
凡
・
四
七
）

お
れ
は
気
ど
つ
て
劉
川
洲
ゐ
な
い
ぞ
つ
て
、
い
ふ
と
こ
ろ
を
見
せ
る
つ
も

り
な
ん
で
せ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（岸
田
国
士
・
駁
雨
）



思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
例
の

「
な
ど
」
類
は
、
そ
れ
が
上
接
語
旬
に
依
存
し

て
そ
の
近
接
領
域
の
意
味
を
暗
示
す
る
際
、
す
で
に
取
り
上
げ
た
同
類
暗
示
性

周
辺
暗
示
性
を
担
う
場
合
よ
り
も
上
接
語
句
の
意
味
に
密
着
し
て
、
い
わ
ば
そ

の
同
種
を
暗
示
す
る
程
度
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
せ
る
。
「
な
ど
」
類
の
暗

示
す
る
対
象
の
あ
り
よ
う
が
上
接
語
句
の
同
種
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
同
類
暗

示
性
の
よ
う
に

「
そ
の
他
」
的
意
味
や
そ
こ
か
ら
生
ず
る
例
示
性
・
代
表
性
な

ど
を
め
だ
た
せ
な
い
代
り
に
、
同
種
の
あ
り
よ
う
を
包
括
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

上
接
語
句
の
実
質
を
一
般
化
し
な
が
ら
限
定
す
る
よ
う
な
表
示
傾
向
を
導
く
。

そ
う
い
う
傾
向
を
包
括
限
定
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
包
括
限
定
性
の

「
な

ど
」
類
が
上
接
語
句
を
強
め
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
同
種
暗
示
性
の
暗
示
内

容
が
同
類
暗
示
性
ｏ
周
辺
暗
示
性
の
そ
れ
に
比
し
て
狭
い
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、

同
種
の
そ
れ
を
通
じ
て
実
質
を
一
般
化
す
る
よ
う
な
そ
の
働
き
が
、
そ
の
内
実

を
自
覚
的
に
強
調
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「な
ど
」
類
の
こ
う
い
う
同
種
暗
示
性
に
つ
い
て
は
、
出
自
と
な
る
不
確
定

成
分
の
表
示
性
に
も
差
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
出
自
と
し
て
の
表
示

性
は
、
同
類
暗
示
性
ｏ
周
辺
暗
示
性
を
導
い
た
末
梢
性
の
婉
曲
性
代
理
表
示
よ

り』げ由「“湖なわい］鳳”菫つ任鱗騨却線わ膨「移】鵜畔獄制蹴晰、

な
み
に
、
疑
間
詞

「
な
に
」
を
核
と
す
る
網
羅
表
示
の
不
確
定
成
分
に
も
、
実

詞
に
よ
る
成
分
と
並
立
さ
せ
て
そ
れ
に
例
示
性
を
も
た
せ
る
用
法
が
あ
り
、
た

と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
で
は
、
先
行
成
分
の
例
示
性
よ
り
む
し
ろ
こ
の
包
括
限

定
性
に
通
じ
る
強
調
的
な
意
味
あ
い
が
ま
さ
る
だ
ろ
う
。
こ
の

「
順
理
モ
ナ
ニ

モ
」

薇
ツ 「
別
卿
”
パ
碁
衆
暉
地
『
嘲
〕

二 ぁ
“
げ

卦
モ、
州
二‐
モ‐
イ
ラ
ヌ
ゾ
。

（史
記
抄

・
伍
子
膏
伝
）

包
括
限
定
性
は
否
定
と
呼
応
す
る
場
合
に
め
だ
ち
や
す
い
が
、
杏
定
と
の
呼

応
が
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
例
に
も
そ
の

傾
向
は
認
め
ら
れ
る
。

人
日
ｄ

（＝
尋
ネ
テ
キ
タ
兼
家
ノ
一
行
）
み
な
出
で
ぬ
と
見
え
て
、
こ
の

人

（＝
道
綱
）
は
帰
り
て
　
　
　
　
　
　
　
（靖
蛉

・
中

・
天
禄
二
年
）

包
括
限
定
性
の

「
な
ど
」
類
は
、
次
の
よ
う
に
そ
の
傾
向
を
さ
ら
に
明
示
す

る
働
き
を
担
う

「
と
い
ふ
も
の
」
「
と
い
ふ
こ
と
」
な
ど
を
下
接
し
て
も
現
れ

が
ち
で
あ
る
。

宿
世
な
ど
い
ふ
ら
ん
も
の
は
、
日
に
見
え
ぬ
わ
ざ
に
て

（源
氏

・
若
菜
下
）

茶
見
世
引
刻
と、
ぃ
ふ、
も、
の、
も
お
つ
な
も
の
で

（春
色
辰
巳
園

ｏ
二
・
一
五
）

昔
か
ら
幽
霊
と
逢
引
す
る
日
ｄ
と、
ぃ
ふ、
事、
は
な
い
事
だ
が

（三
遊
亭
円
朝

・
牡
丹
燈
籠

・
八
）

そ
の
時
分
だ
か
ら
、
結
婚
前
の
交
際
司
川
ｄ
ぃ
ふ、
い
と、
は
ヽ
だ
れ
も
考
ヘ

数』［れにか”牌りでヽ
利子などといふこと、（畔測瀬杜い導囃ｒ

ん
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
一島
由
紀
夫

・
金
閣
寺

・
八
）

第
二
例
の
上
接
語
句
は
句
的
事
態
を
さ
す
よ
う
に
、
包
括
限
定
性
は

「
な
ど
」

類
の
相
関
相
手
が
語
的
な
場
合
と
句
的
な
場
合
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
同
類
暗
示
性
、
周
辺
暗
示
性
の
延
長
上
に
認
め
ら
れ
る
前
述
の

軽
視
性

・
反
携
性
は
、
「
な
ど
」
類
と
上
接
語
句
と
の
指
示
性
が

一
体
化

・
同

化
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
包
括
限
定
性
を
支
え
る
同
種
暗
示
性
も
、

そ
れ
に
似
て
上
接
語
句
へ
の
指
示
性
の
接
近
を
特
徴
と
す
る
た
め
、
包
括
限
定

性
は
軽
視
性

・
反
携
性
と
は
原
理
的
に
も
両
立
し
や
す
い
と
言
え
よ
う
。
そ
れ

ぞ
れ
に
挙
げ
た
例
の
多
く
は
こ
ち
ら
に
移
し
て
も
よ
い
か
と
思
え
る
の
も
そ
の

た
め
で
あ
る
。



包
括
限
定
性
の

「
な
ど
」
類
に
認
め
ら
れ
る
上
接
語
句
の
強
調
性
は
、
構
文

上
そ
の
語
句
を
強
く
取
り
立
て
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
や
す
い
。
そ
の
た
め
、

「
な
ど
」
類
に
は
係
助
詞
的
な
提
示
性
も
認
め
ら
れ
る

一
面
が
あ
る
（℃

特
に
現

代
語
の

「
な
ん
か
」
「
な
ん
て
」
に
は
、　
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
そ
の
傾
向
の

多
分
に
う
か
が
え
る
例
が
珍
し
く
な
い
。

う
ち
な
ん
か
い
く
ら
大
き
く
た
つ
て
腹
の
足
し
に
な
る
も
ん
か

（夏
目
漱
石

・
吾
輩
は
猫
で
あ
る
・
こ

人
間
司
川
「
脆
い
も
ん
ね
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（川
端
康
成

ｏ
雪
国
）

「
な
ん
か
」
は
、　
ま
だ

「
な
ん
か
は
」
と
も
言
え
る
が
、
「
な
ん
て
」
に
は

「
（―ょ彎
は
付
け
に
く
い。
す
で
に
「は
」
相
当
の
働
き
を
含
ん
で
い
る
せ
い
で

あ
ろ
う
。

な
お
、
「
な
ん
て
」
は
そ
れ
以
下
を
略
し
て
次
の
よ
う
に
終
助
詞
の
よ
う
に

も
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
現
象
も

「
な
ん
て
」
の
提
示
性
―
係
助
詞
性
を
よ
り
端

的
笙
不
す
だ
ろ
う
。

「
…
…
畜
生
。
副
司
さ
ん
ま
で
そ
れ
を
信
じ
る
司
川
ｄ
」

曾
一鳥
由
紀
夫

ｏ
金
閣
寺

ｏ
四
）

こ
う
い
う

「
な
ん
て
」
は
、
次
の
よ
う
に
上
接
語
句
と
の
間
に
ち
ょ
っ
と

一

息
入
れ
て
用
い
れ
ば
、
感
動
詞
的
に
も
な
る
。

美
人
に
生
ま
れ
つ
い
た
の
は
、
あ
た
し
の
罪
だ
ろ
う
か
…
…
倒
――
川
ｄ
ｏ

（小
林
信
彦
、
オ
ヨ
ヨ
城
の
秘
密

・
一
）

最
後
に
以
上
の
要
点
を
ま
と
め
て
筆
を
欄
く
。

「
な
ど
」
の
出
自

「
な
に
と
」
は
疑
間
詞

「
な
に
」
を
核
と
す
る
代
理
表
示

の
不
確
定
成
分
で
あ
り
、
実
詞
に
よ
る
上
の
語
句
と
は
本
来
並
立
関
係
に
あ
る
。

そ
の
出
自
に
お
け
る
関
係
上

「
な
ど
」
が
代
理
表
示
的
に
何
を
さ
す
か
は
上
の

語
句
に
依
存
し
、
そ
の
近
接
領
域
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
そ
の
し
ぼ
ら
れ
た
あ
り
よ

う
に
は
、
ま
ず
上
の
語
句
の
同
類
暗
示
性

・
周
辺
暗
示
性

・
同
種
暗
示
性
を
も

つ
場
合
が
大
別
で
き
る
。
同
類
暗
示
性
な
い
し
そ
の
延
長
上
に
は
、
不
確
定
成

分
の
あ
り
よ
う
と
の
連
続
性
に
お
い
て
、
例
示
性
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
代
表

性

・
重
視
性

・
軽
視
性
の
表
示

・
評
価
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
周
辺
暗
示
性
な

い
し
そ
の
延
長
上
に
は
、
概
要
性

・
婉
曲
性

・
反
擁
性
の
表
示

・
評
価
傾
向
が

認
め
ら
れ
る
。
同
種
暗
示
性
な
い
し
そ
の
延
長
上
に
は
、
包
括
限
定
性

・
提
示

性
な
ど
の
表
示
傾
向
な
い
し
情
意
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
「
な
ど
」
以
外
の
、

「
な
に
」
を
核
と
す
る
不
確
定
成
分
に
由
来
す
る
助
詞
に
も
、
ほ
ぼ
相
似
た
傾

向
が
指
摘
で
き
る
。

∧
注
∨

（
Ｉ
）

拙
稿

「
不
定
方
式
の
不
確
定
成
分
―
―
疑
間
詞
の
不
確
定
用
法
―
―
」
合
国
語

国
文
』
５４
・
１
ヽ
昭
６０
．
１
）

（
２
）

山
口
孝
雄

『平
安
朝
文
法
史
』
（大
２
●
昭
２７
改
版
、
宝
文
館
）

（
３
）

山
口
孝
雄

『奈
良
朝
文
法
史
』
（大
２
・
昭
２９
改
版
、
宝
文
館
）

（
４
）

（１
）に
同
じ
。

（
５
）

（
１
）
に
同
じ
。

√
燿『
♂
一醗
端
総
麟
ゾ
その推Ｚ
（計
％
豪
饒
慶
曇

証
憫
亦
媚
宥
一霙
等
獣
呼
癬
祠

覗
鍋
婢
錯
瀧
鯵
基
繊駐
は論
妹
は
量鮮
鷹
切懸

一輯調蜘路峙し昭「『「『ず楓『嫌一一̈
枷怖̈
「意は詢い」̈
［硼黎軸は卸嬬同開嘲
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♂
閂
了
瀦
鶉
晦審『八
詐
囃
一ロ

（
『
射
銀
語
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
昭
４４
、
学
燈
社
）
は
そ
れ
を

「現
代
語
的
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