
 

日
本
語
文
法
と
短
歌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松
村 

正
直 

  

『
短
歌
年
鑑
』
平
成
29
年
版
収
録
の
座
談
会
「
現
代
短
歌
は
新

し
い
局
面
に
入
っ
た
の
か
」
を
面
白
く
読
ん
だ
。
特
に
注
目
し
た

の
が
「
口
語
短
歌
の
成
熟
」
に
関
す
る
永
井
祐
の
発
言
で
あ
る
。

永
井
は
〈
名
づ
け
え
ぬ
料
理
の
ほ
う
が
こ
の
世
に
は
多
く
な
ん
な

ら
ち
く
わ
も
入
れ
る
〉（
宇
都
宮
敦
）
、〈
も
し
お
金
が
あ
れ
ば
子
ど

も
は
欲
し
い
の
か
な
そ
う
で
も
な
い
か
紅
茶
出
過
ぎ
た
〉（
斉
藤
斎

藤
）
の
二
首
を
引
い
て
、「
結
句
の
と
こ
ろ
で
一
首
全
体
の
時
間
が

サ
ー
ッ
と
流
れ
出
す
み
た
い
な
形
」
で
あ
る
と
分
析
し
、「
私
が
短

歌
を
始
め
た
二
〇
〇
〇
年
ぐ
ら
い
の
口
語
短
歌
は
、
こ
ん
な
繊
細

な
時
間
と
か
私
の
動
き
み
た
い
な
も
の
は
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が

し
て
、
印
象
的
で
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

永
井
の
指
摘
す
る
通
り
、「
口
語
の
表
現
力
の
拡
大
」
は
こ
こ
数

年
、
顕
著
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
そ
れ
に
対
す

る
批
評
の
言
葉
が
ま
だ
十
分
に
追
い
付
い
て
い
な
い
印
象
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
の
原
因
と
し
て
、
文
法
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

昨
年
秋
に
刊
行
さ
れ
た
櫟
原
聰
の
評
論
集
『
一
語
一
会
』
は
「
口

語
短
歌
の
文
法
序
説
」
と
い
う
章
を
設
け
て
い
る
。
櫟
原
は 

 
 

若
手
歌
人
を
中
心
と
し
て
口
語
短
歌
が
急
速
に
普
及
し
、
従

来
の
文
語
短
歌
に
と
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
あ

ら
た
な
口
語
短
歌
の
文
法
が
必
要
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
思
う
の

で
あ
る
。 

と
の
問
題
意
識
を
提
示
し
た
上
で
、
口
語
短
歌
の
内
部
構
造
の
文

法
的
な
分
析
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
近
年
話
題
に
な
っ
た
服
部
真

里
子
の
〈
水
仙
と
盗
聴
、
わ
た
し
が
傾
く
と
わ
た
し
を
巡
る
わ
ず

か
な
る
水
〉
に
つ
い
て
、「
水
仙
と
盗
聴
」
が
序
詞
的
な
要
素
を
も

ち
「
水
仙
と
盗
聴
（
の
よ
う
に
）
―
傾
く
」
と
読
め
る
こ
と
を
示

す
の
で
あ
る
。
単
な
る
印
象
や
感
覚
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
文
法

的
な
裏
付
け
を
伴
っ
た
口
語
短
歌
の
読
み
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か

ら
ま
す
ま
す
大
切
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。 

 

も
っ
と
も
、
櫟
原
の
論
は
服
部
の
歌
に
関
す
る
部
分
を
除
け
ば

二
十
年
以
上
前
に
書
か
れ
た
文
章
が
元
に
な
っ
て
お
り
、
主
な
対

象
は
田
中
章
義
『
ペ
ン
キ
塗
り
た
て
』
（
一
九
九
〇
年
）
で
あ
る
。

そ
の
後
の
口
語
短
歌
の
大
幅
な
成
熟
を
考
え
る
と
、
残
念
な
が
ら

内
容
的
に
は
や
や
も
の
足
り
な
い
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

 

近
年
、
従
来
の
国
語
文
法
（
学
校
文
法
）
に
代
っ
て
、
日
本
語

文
法
（
日
本
語
教
育
文
法
）
と
い
う
新
し
い
体
系
が
生
ま
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
当
初
は
外
国
人
向
け
の
日
本
語
教
育
の
た
め
に
考



え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
日
本
人
に
と
っ
て
も

新
た
な
知
見
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
国
語
文

法
が
文
語
文
法
と
口
語
文
法
の
連
続
性
に
重
き
を
置
い
て
い
る
の

に
対
し
て
、
日
本
語
文
法
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
現
代
の
日
本

語
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
語
文
法
で
は
う
ま
く
説
明
し
き
れ
な

か
っ
た
現
代
の
日
本
語
の
姿
を
生
き
生
き
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
。 

 

例
え
ば
、
動
詞
の
活
用
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
従
来
の
国
語
文
法

で
は
、
文
語
の
場
合
「
未
然
形
」「
連
用
形
」「
終
止
形
」「
連
体
形
」

「
已
然
形
」
「
命
令
形
」
、
口
語
の
場
合
は
「
未
然
形
」
「
連
用
形
」

「
終
止
形
」
「
連
体
形
」
「
仮
定
形
」
「
命
令
形
」
と
教
わ
る
。
「
已

然
形
」
と
「
仮
定
形
」
と
い
う
名
前
の
違
い
を
除
け
ば
文
語
も
口

語
も
一
緒
で
あ
り
、
連
続
性
が
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
利
点
が
あ

る
。
そ
の
一
方
で
、
口
語
に
お
い
て
は
「
終
止
形
」
と
「
連
体
形
」

が
す
べ
て
同
じ
と
い
う
奇
妙
な
事
態
が
生
じ
る
。 

 
 

【
終
止
形
】 

 
 

 

【
連
体
形
】 

 
 

書
く
（
書
く
） 

 
 

書
く
（
書
く
） 

 
 

落
ち
る
（
落
つ
） 

 

落
ち
る
（
落
つ
る
） 

 
 

食
べ
る
（
食
ぶ
） 

 

食
べ
る
（
食
ぶ
る
） 

 
 

来
る
（
来
） 

 
 

 

来
る
（
来
る
） 

 
 

す
る
（
す
） 

 
 

 

す
る
（
す
る
） 

 

文
語
の
動
詞
の
場
合
は
括
弧
の
中
に
示
し
た
よ
う
に
、
上
二
段

活
用
、
下
二
段
活
用
、
カ
行
変
格
活
用
、
サ
行
変
格
活
用
な
ど
に

お
い
て
、
終
止
形
と
連
体
形
は
形
が
違
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
終
止

形
」「
連
体
形
」
と
そ
れ
ぞ
れ
別
の
名
前
が
必
要
な
の
だ
。
一
方
で

口
語
の
動
詞
の
場
合
、
ど
ん
な
活
用
の
動
詞
で
も
す
べ
て
「
終
止

形
」
と
「
連
体
形
」
は
同
じ
形
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
語
文
法
と

の
連
続
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、「
終
止
形
」
と
「
連
体
形
」
を
そ

も
そ
も
形
の
上
で
分
け
る
必
要
が
な
い
の
だ
。 

 

日
本
語
文
法
は
、
あ
く
ま
で
現
代
の
日
本
語
を
読
み
解
き
、
学

ぶ
た
め
の
文
法
な
の
で
、
文
語
と
の
連
続
性
は
考
慮
し
な
い
。
だ

か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
終
止
形
」
と
「
連
体
形
」
は
、
ま
と
め
て
「
辞

書
形
（
基
本
形
）
」
と
い
う
呼
び
名
で
一
つ
に
く
く
っ
て
い
る
。
基

本
的
な
活
用
形
は
、「
辞
書
形
」（
書
く
）
、「
マ
ス
形
」（
書
き
ま
す
）
、

「
ナ
イ
形
」
（
書
か
な
い
）
、
「
テ
形
」
（
書
い
て
）
な
ど
で
あ
り
、

従
来
の
国
語
文
法
と
は
考
え
方
が
全
く
違
う
。 

 

短
歌
の
世
界
で
は
、
こ
れ
ま
で
文
語
定
型
が
基
本
と
さ
れ
て
き

た
の
で
、
文
法
と
言
え
ば
学
校
で
習
う
国
語
文
法
の
知
識
で
十
分

で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
文
語
・
口
語
の
混
用
を
経
て
、
現
在
の

よ
う
に
完
全
口
語
の
歌
が
増
え
て
く
る
と
、
国
語
文
法
の
知
識
だ

け
で
は
十
分
に
読
み
解
け
な
い
。
完
全
口
語
の
歌
を
読
む
に
は
、

新
た
に
日
本
語
文
法
の
知
識
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い



う
の
が
、
私
の
考
え
で
あ
る
。 

 

も
う
三
年
も
前
の
こ
と
に
な
る
が
、「
短
歌
研
究
」
二
〇
一
四
年

一
月
号
の
対
談
「
詩
と
は
な
に
か
、
日
本
語
と
は
な
に
か
」
の
中

で
、
岡
井
隆
が
堂
園
昌
彦
や
永
井
祐
の
歌
を
挙
げ
て
「
助
動
詞
な

し
。
全
部
、
現
在
形
な
ん
で
す
ね
」
と
発
言
し
た
こ
と
が
大
き
な

話
題
に
な
っ
た
。
岡
井
と
馬
場
の
対
談
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に

続
く
。 

 

岡
井 

（
…
）
日
本
語
の
韻
律
、
動
詞
と
い
う
も
の
は
単
に
現

在
形
の
終
止
形
だ
け
で
表
現
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
へ
き

ゅ
っ
と
助
動
詞
の
何
と
も
い
え
な
い
柔
ら
か
い
あ
の
韻
律
が
入

っ
て
き
て
意
味
も
膨
ら
ん
で
く
る
。
こ
れ
が
ど
う
し
て
嫌
わ
れ

て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
ど
う
で
す
か
。 

 

馬
場 

私
も
い
つ
も
そ
れ
を
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
、
若
い
人
た

ち
っ
て
、
「
今
」
し
か
な
い
と
。 

 

こ
の
よ
う
に
対
談
で
は
、
岡
井
の
発
し
た
「
現
在
形
」
と
い
う

言
葉
か
ら
若
い
人
に
は
「
今
」
し
か
な
い
と
い
う
結
論
が
導
き
出

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
「
現
在
形
」
と
い
う
言
葉
一
つ
と
っ

て
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
岡
井
自
身
が
対
談
の
中
で
「
現
在
形

と
い
う
の
は
、
文
法
の
本
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
、
現
在
で
あ
る

と
同
時
に
過
去
も
示
し
、
未
来
も
示
す
と
い
う
非
常
に
便
利
な
形

で
す
よ
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
現
在
形
は
現
在
だ
け
を
表
す
わ

け
で
は
な
い
の
だ
。 

 

日
本
語
文
法
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
実
情
に
基
づ
い
て
「
現

在
形
」
と
い
う
呼
称
を
あ
ま
り
用
い
な
い
。
動
詞
の
「
ル
形
」
や

「
非
過
去
形
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
。 

 
 

お
ね
が
い
ね
っ
て
渡
さ
れ
て
い
る
こ
の
鍵
を 

 
 

わ
た
し
は
失
く
し
て
し
ま
う
気
が
す
る 

 
 

 
 

東
直
子
『
春
原
さ
ん
の
リ
コ
ー
ダ
ー
』 

 

例
え
ば
こ
の
歌
も
、
こ
れ
ま
で
の
考
え
で
は
「
現
在
形
で
す
べ

て
詠
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
分
析
で
終
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
け
れ

ど
も
、
日
本
語
文
法
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
相
当
に
複
雑
な
の

で
あ
る
。
「
渡
さ
れ
て
い
る
」
は
動
詞
の
テ
イ
ル
形
、
「
失
く
し
て

し
ま
う
」
と
「
気
が
す
る
」
は
動
詞
の
ル
形
で
あ
る
。 

 

動
詞
の
テ
イ
ル
形
に
は
動
作
の
進
行
を
表
す
用
法
（
私
は
手
紙

を
書
い
て
い
る
）
以
外
に
、
動
作
の
結
果
を
表
す
用
法
（
こ
の
時

計
は
壊
れ
て
い
る
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
歌
の
「
渡
さ
れ

て
い
る
」
の
場
合
、
今
ま
さ
に
手
渡
さ
れ
つ
つ
あ
る
場
面
と
も
読

め
な
く
は
な
い
が
、
私
は
「
過
去
に
渡
さ
れ
て
、
今
も
手
元
に
持

っ
て
い
る
、
預
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
結
果
の
意
味
で
読
む
方
が

良
い
と
思
う
。 

 

次
の
「
失
く
し
て
し
ま
う
」
は
時
制
的
に
は
未
来
の
こ
と
を
表

し
て
い
る
。「
て
し
ま
う
」
と
い
う
言
い
方
に
は
「
近
い
将
来
に
お



け
る
完
了
」
と
「
後
悔
・
残
念
」
を
表
す
用
法
が
あ
る
が
、
意
志

動
詞
の
場
合
は
前
者
、
無
意
志
動
詞
の
場
合
は
後
者
の
こ
と
が
多

い
。「
失
く
し
て
し
ま
う
」
も
単
に
失
く
す
と
い
う
未
来
の
予
想
を

述
べ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
後
悔
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま

れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。 

 

最
後
の
「
気
が
す
る
」
は
、
状
態
動
詞
の
ル
形
な
の
で
、
こ
れ

は
現
在
の
こ
と
を
表
す
用
法
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
「
渡
さ
れ
て
い
る
」「
失
く
し
て
し
ま
う
」

「
気
が
す
る
」
と
い
う
言
い
回
し
が
、
そ
れ
ぞ
れ
過
去
や
未
来
や

現
在
を
表
し
て
お
り
、
時
制
的
に
は
非
常
に
複
雑
な
一
首
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
す
べ
て
が
「
現
在
形
」
と
い
っ
た
分
析
で
は
、

そ
れ
が
掴
め
な
い
の
だ
。
こ
こ
に
、
私
が
日
本
語
文
法
に
よ
る
読

解
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
理
由
が
あ
る
。 

 
 

京
菓
子
の
京
と
い
う
字
が
取
れ
て
い
る
お
菓 

 
 

子
屋
さ
ん
も
今
は
も
う
な
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土
岐
友
浩
『B

o
o
tle

g

』 

 
 

ぼ
ん
ぼ
り
が
ひ
と
足
先
に
吊
る
さ
れ
て
や
が 

 
 

て
桜
の
公
園
に
な
る 

 

一
首
目
も
二
首
目
も
従
来
の
見
方
で
は
、
す
べ
て
が
「
現
在
形
」

で
書
か
れ
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
実
際
は
現
在
の

話
だ
け
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
首
目
で
は
「
京
菓
子
」
と

い
う
看
板
の
「
京
」
の
文
字
だ
け
が
外
れ
て
い
る
店
が
か
つ
て
あ

っ
た
が
（
過
去
）
、
そ
の
店
も
今
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
現

在
）
と
い
う
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。 

 

二
首
目
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
上
句
か
ら
下
句
へ
単
に
時
の
経
過

に
沿
っ
て
叙
述
し
て
い
る
と
も
読
め
る
し
、
毎
年
そ
う
い
う
こ
と

が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
一
般
論
と
し
て
も
読
め
る
。
私
の
読
み

は
、
ま
ず
花
見
の
準
備
と
し
て
ぼ
ん
ぼ
り
が
吊
る
さ
れ
て
（
現
在
）
、

や
が
て
桜
が
満
開
に
な
る
だ
ろ
う
（
未
来
）
と
の
予
想
が
示
さ
れ

て
い
る
と
い
う
も
の
だ
。
歌
の
場
面
と
し
て
は
桜
が
咲
い
て
い
な

い
方
が
、
よ
り
鮮
や
か
に
桜
の
花
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。 

 

お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
時
制
な
ど
の
細
か
な
部
分
を
ど
う
読
む

か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
、
口
語
短
歌
を
読
む
際
に
は
特
に
必

要
に
な
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。 

 

続
い
て
時
制
以
外
の
こ
と
も
考
え
て
み
た
い
。
日
本
語
教
育
学

者
荒
川
洋
平
の
著
書
『
日
本
語
と
い
う
外
国
語
』
の
中
に
、 

 
 

山
田
選
手
は
か
な
り
練
習
さ
せ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
よ
。 

と
い
う
例
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
荒
川
は
こ
の
文
を
使
っ
て
、

述
語
部
分
に
関
す
る
文
法
形
式
の
「
テ
ン
ス
」「
ア
ス
ペ
ク
ト
」「
ボ

イ
ス
」
「
ム
ー
ド
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。 

 
 

「
さ
せ
」 
ボ
イ
ス
（
使
役
） 



 
 

「
ら
れ
」 

ボ
イ
ス
（
受
け
身
） 

 
 

「
て
い
」 

ア
ス
ペ
ク
ト
（
進
行
） 

 
 

「
た
」 

 

テ
ン
ス
（
過
去
） 

 
 

「
ら
し
い
」
ム
ー
ド
（
推
測
） 

 
 

「
よ
」 

 

ム
ー
ド
（
判
断
） 

 

つ
ま
り
、「
さ
せ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
よ
」
の
一
言
一
句
す
べ
て

に
、
き
ち
ん
と
し
た
意
味
が
あ
る
の
だ
。「
練
習
さ
せ
ら
れ
た
」
で

も
「
練
習
さ
せ
ら
れ
て
い
た
」
で
も
な
く
、「
練
習
さ
せ
ら
れ
て
い

た
ら
し
い
よ
」
。
最
後
の
「
よ
」
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
の
言
葉
に

文
法
的
な
意
味
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
析
は
、

例
え
ば
以
前
話
題
に
な
っ
た
次
の
歌
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
も
参

考
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 
 

あ
の
青
い
電
車
に
も
し
も
ぶ
つ
か
れ
ば
は
ね 

 
 

飛
ば
さ
れ
た
り
す
る
ん
だ
ろ
う
な 

 
 

永
井
祐
『
日
本
の
中
で
た
の
し
く
暮
ら
す
』 

 

こ
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
は
「
棒
立
ち
の
歌
」（
穂
村
弘
）
、「
ユ
ル
タ

ン
カ
」
（
山
田
富
士
郎
）
、
「
ト
ホ
ホ
な
歌
」
（
島
田
修
三
）
な
ど
、

多
く
の
批
評
が
出
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
主
に
歌
の
内
容
や
テ
ー

マ
に
関
し
て
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。 

 

け
れ
ど
も
、「
は
ね
飛
ば
さ
れ
た
り
す
る
ん
だ
ろ
う
な
」
と
い
う

言
い
回
し
が
含
む
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
議

論
が
深
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
文
語
短
歌
を
読
む
時

に
は
文
法
を
意
識
し
て
丁
寧
に
読
む
の
だ
が
、
口
語
短
歌
の
場
合

は
日
常
使
っ
て
い
る
言
葉
だ
か
ら
当
然
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
意

識
が
強
く
、
あ
ま
り
文
法
的
な
こ
と
を
考
え
な
い
。
し
か
し
本
当

は
、
最
後
の
「
な
」
の
一
音
に
至
る
ま
で
、
き
ち
ん
と
読
み
解
い

て
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。 

 

「
は
ね
飛
ば
さ
れ
」
の
「
れ
」
が
受
身
な
の
は
当
然
と
し
て
、

「
た
り
す
る
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
「
飛
ん
だ
り
跳
ね
た

り
す
る
」
な
ど
、
動
作
の
並
行
・
継
続
を
表
す
場
合
に
使
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
用
法
で
は
な
い
。「
た
り
」
が
一

つ
し
か
な
い
か
ら
だ
。「
た
り
」
が
一
つ
の
場
合
、
特
定
を
避
け
て

曖
昧
さ
を
持
た
す
和
ら
げ
の
用
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
そ
れ
が
当
て
嵌
ま
る
だ
ろ
う
。
「
な
ど
」
「
な
ん
か
」
と
い
っ

た
言
葉
の
使
い
方
と
共
通
す
る
も
の
だ
。 

 

続
い
て
「
ん
だ
ろ
う
」
で
あ
る
。「
ん
だ
」
は
「
の
だ
」
の
変
化

し
た
形
で
事
情
説
明
や
納
得
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
納
得

の
中
に
推
量
の
意
味
合
い
が
強
ま
る
と
「
ん
だ
ろ
う
（
の
だ
ろ
う
）
」

「
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
言
い
回
し
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ

で
も
、
そ
の
用
法
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。 

 

そ
し
て
、
最
後
の
「
な
」
で
あ
る
。
こ
の
終
助
詞
「
な
」
に
も

禁
止
や
感
嘆
な
ど
様
々
な
用
法
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
確
認



の
意
味
で
あ
る
。
独
り
言
を
呟
く
よ
う
に
言
う
感
じ
で
自
分
自
身

に
確
認
す
る
場
合
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。 

 
以
上
挙
げ
た
「
受
身
」
「
和
ら
げ
」
「
納
得
」
「
推
量
」
「
確
認
」

と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
す
べ
て
含
ん
だ
の
が
、
こ
の
「
さ
れ
た

り
す
る
ん
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
言
い
方
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で

十
分
に
読
み
解
い
た
う
え
で
、
歌
の
良
し
悪
し
に
つ
い
て
の
議
論

に
入
っ
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

「
最
近
の
若
い
人
の
歌
は
」
と
か
「
わ
か
ら
な
い
歌
が
多
く
て
」

と
い
っ
た
話
を
し
て
い
て
も
、
あ
ま
り
生
産
的
な
議
論
に
は
な
ら

な
い
。
議
論
の
対
象
は
五
句
三
十
一
音
の
言
葉
な
の
だ
か
ら
、
ま

ず
は
そ
の
言
葉
に
即
し
て
、
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
丁
寧
に

読
み
取
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 

フ
ラ
ン
ス
語
学
・
言
語
学
を
専
門
と
す
る
東
郷
雄
二
の
ブ
ロ
グ

「
橄
欖
追
放
」
に
は
多
く
の
短
歌
鑑
賞
が
載
っ
て
い
る
が
、
そ
の

中
で
も
し
ば
し
ば
文
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
見
ら
れ
る
。 

 

例
え
ば
永
井
祐
『
日
本
の
中
で
た
の
し
く
暮
ら
す
』
に
つ
い
て

記
し
た
記
事
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
八
日
）
で
は
永
井
の
短
歌
に

用
言
が
多
く
、「
「
降
り
て
」「
抜
け
て
」
や
「
ひ
ろ
く
」
の
よ
う
に
、

テ
形
や
連
用
形
で
次
と
繋
い
で
い
る
」
と
い
う
特
徴
を
指
摘
す
る
。

そ
の
上
で
、
動
詞
の
テ
形
が
隣
接
関
係
を
表
す
だ
け
で
因
果
関
係

を
示
さ
な
い
点
な
ど
を
踏
ま
え
て
、「
流
れ
る
時
間
の
中
を
生
き
て

い
る
〈
私
〉
」
や
「
知
的
再
構
築
に
よ
る
因
果
の
否
定
」
と
い
う
結

論
を
導
き
出
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
竹
内
亮
『
タ
ル
ト
・
タ
タ
ン
と
炭
酸
水
』
に
つ
い
て
の

記
事
（
二
〇
一
五
年
五
月
一
八
日
）
で
は
、
竹
内
の
歌
の
結
句
が

「
体
言
止
め
か
倒
置
で
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
ル
形
で
終
わ
っ
て
い

る
」
こ
と
を
述
べ
、 

 
 

「
あ
る
」「
い
る
」
の
よ
う
な
状
態
動
詞
の
ル
形
は
現
在
の
状

態
を
表
す
が
、
動
作
動
詞
の
ル
形
は
習
慣
的
動
作
か
、
さ
も
な

く
ば
意
思
未
来
を
表
す
（e

x
. 

僕
は
明
日
東
京
に
行
く
）
。
こ
の

た
め
ル
形
の
終
止
は
出
来
事
感
が
薄
い
。
何
か
が
起
き
た
と
い

う
気
が
し
な
い
の
で
あ
る
。
口
語
短
歌
の
多
く
が
未
決
定
の
浮

遊
状
態
に
見
え
る
の
は
こ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。 

と
い
う
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。 

 

ど
ち
ら
も
言
葉
に
即
し
て
の
批
評
で
あ
る
だ
け
に
、
説
得
力
が

あ
る
。
こ
れ
は
私
た
ち
歌
人
も
参
考
に
す
べ
き
読
み
解
き
の
方
法

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 


