
宮
崎
日
向
方
言
に
お
け
る

｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
の
使
用
状
況

-
⊥
†
学
生

･
高
校
生
を
対
象
に
し
た
調
査
を
中
心
に

-
黒
木

明
日
葉

一
.
は
じ
め
に

一
･

1
4
研
究
動
機

東

京
都
に
生
ま
れ
た
私
は
､
十
歳
の
時
に
宮
崎
県
の
日
向
市
に
転
居
し
､
日
向
市

で
六
年
間
'
さ
ら
に
そ
の
後
宮
崎
市
で
三
年
間
を
過
ご
し
た
｡

宮
崎
市
に
転
居
し
て
か
ら
､
そ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
方
言
が
'
私
が
そ
れ
ま
で

日
向
市
で
使
用
し
て
い
た
も
の
と
多
少
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
｡

そ
の
中
で
も
､
私
が
せ
か
さ
れ
た
も
の
が
､
rダ
カ
ラ
ヨ
｣
類

(ダ
カ
ラ
ヨ
･
ジ

ヤ
カ
ラ
ヨ
･
ヤ
カ
ラ
ヨ
ほ
か
)
の
使
用
で
あ
っ
た
｡
｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
類
は
'
会
話
の

相
手
に
対
し
て
同
意
を
示
す
際
に
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
｡
私
の
よ
う
な
へ
他
の
地
域

か
ら
来
た
者
が
初
め
て
こ
れ
を
耳
に
す
る
と
､
接
続
詞
の

｢だ
か
ら
｣
と
捉
え
て
'

つ
い
そ
の
続
き
を
待
っ
て
し
ま
う
｡
し
か
し
､
｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
類
が
使
用
さ
れ
る
と
'

ほ
と
ん
ど
の
会
話
は
そ
こ
で
一
応
の
終
止
符
が
打
た
れ
る
の
で
あ
る
｡

上
京
し
て
し
ば
ら
く
経
っ
た
頃
､
か
つ
て
宮
崎
市
の
学
生
寮
で
共
に
過
ご
し
た
衣

人
と
会
う
機
会
が
あ
っ
た
｡
彼
女
は
､
首
都
圏
の
人
々
と
会
話
を
し
て
い
て

｢ダ
カ

ラ
ヨ
｣
が
通
じ
ず
､
そ
れ
に
代
わ
る
適
切
な
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
た
め
困
惑
す
る

と
話
し
て
い
た
.･
そ
れ
を
聞
い
て
'
宮
崎
市
民
の
会
話
に
お
け
る

｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
類

の
使
用
に
つ
い
て
意
故
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
'
本
研
究
を
す
る
に
至
っ
た
動

機
で
あ
る
｡

一
･
二
.
研
究
目
的

早
野

(二
〇
〇
八
)
で
は
､
宮
崎
県
方
言
の

｢相
手
に
同
意
し
て
あ
い
づ
ち
を
す

る
と
き
の
表
現
｣
と
し
て
'
｢ジ
ヤ
ツ
ド
類

(ジ
ヤ
ツ
ド
･
ジ
ヤ
ツ
ド
ジ
ヤ
ツ
ド
)
｣
･

｢ジ
ヤ
ガ
類

(ジ
ヤ
ガ
･
ジ
ヤ
ガ
ジ
ヤ
ガ
)
｣
･
｢ジ
ャ
ッ
ジ
ヤ
ツ
｣
を
挙
げ
て
い
る
｡

そ
し
て
､
若
年
層
で
は
そ
れ
ら
に
代
わ
っ
て

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
･
｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
が
使

わ
れ
始
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

し
か
し
､
私
は
宮
崎
市
で
の
三
年
間
の
高
校
生
活
を
通
し
'
こ
の
類
の
あ
い
づ
ち

に
は
他
に
も

｢ダ
カ
イ
ヨ
｣
｢ヤ
カ
イ
ヨ
ネ
｣
な
ど
'
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

あ
り
､
し
か
も
そ
れ
ら
は

｢使
わ
れ
始
め
て
い
る
｣
と
い
う
よ
り

二

般
的
に
使
わ

れ
て
い
る
｣
と
い
う
べ
き
頻
度
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
｡
そ
こ

で
､
本
研
究
は
宮
崎
県
日
向
方
言
に
お
け
る
､
若
年
層
の

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
･
｢ダ
カ

ラ
ヨ
｣
を
は
じ
め
と
す
る
あ
い
づ
ち
表
現
の
便
用
状
況
や
そ
の
使
い
分
け
と
'
断
症

辞
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
'
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

二
.
先
行
研
究

二
･
一
.
宮
崎
方
言
の
分
類

ま
ず
'
本
研
究
で
扱
う
宮
崎
方
言
の
区
画
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
｡
区
画
図

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
'
宮
崎
方
言
は

｢諸
県
方
言
｣
と

｢日
向
方
言
｣
の
大

き
く
二
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
｡
本
研
究
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
対
象
と
な
る

の
は
､
主
に
宮
崎
市
の
住
民
で
あ
る
の
で
'
｢日
向
方
言
｣
の
調
査
と
な
る
｡

宮
崎
方
言

北
部
-

臼
杵
h

…
…

中
部
⊥

南
部
-

那
珂

児
汲
宮

崎
元
北
那
珂

南
那
珂

田1 【宮崎方

言の区西田】(1)二･二.宮

崎方言における断定辞二･二･一.宮崎方言

における断定辞の変化まず､岩本二九八三)から'本研究に関

連があると思われる宮崎方言における助動詞について述べら

れ



断
定
表
現
に
は
'
ヂ
ヤ
(
～

ジ
ヤ
)
を
使
う
が
､
日
向
の
中
部
以
南
や
諸
県
で

は
ヤ
も
使
わ
れ
て
い
る
｡
ヂ
ヤ

は
促
音
に
続
く
場
合
に
は
チ
ャ
と
消
音
化
す
る
｡

見
タ
ト
ヂ
ヤ
ガ
を
見
タ
ッ
チ
ヤ
ガ
の
よ
う
に
言
う
｡

(中
略
)
推
畳
表
現
は
'
一
般
に
ヂ
ヤ
ロ
ー
を
使
う
が
､
古
語

｢ら
む
｣
に
由
来

す
る
ド
I
や
ヤ
ロ
ー
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
.
ま
た
､
古
語

｢
つ
ら
む
｣
に
由
来

す
る
ツ

ロ
ー
が
北
部
で
使
わ
れ
､
ヂ
ヤ
と
合
し
ヂ
ヤ
ツ
ツ
ロ
ー
と
な
る
｡
ラ
シ
ー

も
稀
に
使
わ
れ
る
｡
意
思
表
現
の
助
動
詞
は
り
の
み
で
あ
り
'
ウ
は
動
詞
の
語
尾

と
融
合
L
t

一
体
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
｡

否
定
表
現
に
は
ン
を
用
い
'
ズ

･
ン
･
ネ
の
活
用
形
が
あ
る
｡
助
詞
二
に
続
い

た
ズ
ニ
は
､
ジ

(-
)
に
約
転
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
､
ま
た
ア
ッ
ク
に

続
い
た
ズ
ア
ッ
ク
は
ザ
ツ
タ
と
約
言
さ
れ
'
否
定
の
過
去
形
と
な
る
｡
本
来
､
日

向
は
行
カ
ザ
ッ
ク
の
よ
う
に
言
い
'
諸
県
は
行
カ
ン
ヂ
ヤ
ツ
タ
の
よ
う
に
い
う
｡

し
か
し
'
新
し
い
行
カ
ン
カ
ッ
タ
が
中
部
以
南
の
老
年
層
に
も
現
れ
て
き
て
お
り
､

年
少
者
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
言
い
方
で
あ
る
｡
諸
県
で
も
行
カ
ン
カ
ッ
タ
に
移
行
し

つ
つ
あ
る
｡

岸
江

二

九
九
六
)
で
は
､
宮
崎
方
言
に
み
ら
れ
る
新
語
･
新
形
式
の
パ
タ
ー
ン

と
し
て
､
地
元
で
発
生
し
た
も
の
と
外
部
か
ら
影
響
さ
れ
た
も
の
の
二
通
り
を
挙
げ

て
い
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
と
も
判
断
し
が
た
い
も
の
と
し
て
'
断
定
秤

の

｢ヤ
｣
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
｡
岸
江
氏
は
､
九
州
方
言
研
究
会

『
九
州
方
言
の

基
礎
的
研
究
』
(
一
九
六
九
)
の
調
査
結
果
に
お
い
て
､
福
岡

･
長
崎

･
鹿
児
島
県

の
老
年
層
で
わ
ず
か
に
み
ら
れ
た
ヤ
が
､
少
年
層
で
は
こ
れ
ら
の
県
で
ジ
ヤ
を
す
で

に
凌
想
し
て
優
位
に
立
っ
た
こ
と
に
加
え
､
同
時
に
少
年
層
図
で
は
､
ヤ
が
ほ
ぼ
九

州
全
県

(宮
崎
県
で
も
こ
の
当
時
､
鹿
児
島
寄
り
2
地
点
に
ヤ
が
認
め
ら
れ
た
)
に

静
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
'
九
州
地
方
の
ヤ
は
､
九
州
の
北
と
南
か
ら
広
が
り
'
現
荏

で
は
宮
崎
県
を
含
む
九
州
全
域
で
若
年
層
主
流
形
式
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡

さ
ら
に
岸
江
氏
は
九
州
北
部
あ
た
り
の
ヤ
が
､
こ
の
地
方
で
独
自
に
発
生
し
た
も

の
な
の
か
'
関
西
中
央
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
'

一
般
的
に
ジ
ヤ
の
響
き
に
比
べ
て
よ
り
柔
ら
か
い
響
き
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
ヤ
に

移
行
し
ょ
う
と
す
る
意
図
は
､
関
西
中
央
部
と
は
無
関
係
に
九
州
北
部
あ
た
り
で
も

特
に
若
い
女
性
に
起
こ
り
得
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
し
'
決
し
て
蓋
然
性
が
少
な
か

っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
と
鋭
明
し
て
い
る
｡

一
方
岸
江
氏
は
､
陣
内

･
坪
内
が
行
っ
た

｢福
岡
で
は
､
世
代
が
下
が
る
ほ
ど
'

関
西
や
関
西
弁
に
対
す
る
評
価
が
上
昇
し
て
い
る
｣
と
い
う
指
摘
を
も
と
に
､
宮
崎

に
お
い
て
も
独
自
の
調
査
を
行
い
､
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
｡
岸
江
氏
の
調
査
の

結
果
に
よ
る
と
､
壮
年
層
で
は
'
関
西
弁
よ
り
も
東
京
弁
に
対
す
る
好
感
度
が
高
か

っ
た
の
だ
が
､
こ
れ
に
対
し
若
年
層
で
は
､
関
西
弁
に
対
す
る
好
感
度
が
圧
倒
的
に

高
か
っ
た
｡
こ
の
結
果
に
よ
っ
て
明
確
な
結
論
付
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
､
言
請

面
で
の
若
年
層
の
関
西
志
向
が
よ
り
強
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
指
摘

し
て
い
る
｡

陣
内

二

九
九
六

a
)
で
は
'
九
州

･
山
陽
の
若
年
層
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
行
い
､
断
定
辞
の
使
用
率
を
調
べ
､
そ
の
地
域
的
特
徴
を
述
べ
て
い
る
｡

調
査
の
結
果
､
従
来
山
陽
･
九
州
の
断
定
辞
は
､
ジ
ヤ
で
あ
っ
た
が
､
現
在

二

九
九
五
年
)
の
若
年
層
に
お
い
て
は
､
ジ
ヤ
優
勢
域
､
ヤ
優
勢
域
､
そ
れ
に
ダ
優
勢

域
の
3
つ
に
分
か
れ
て
お
り
'
山
口
西
部
を
除
く
山
陽
域
は
ジ
ヤ
､
熊
本
'
鹿
児
島

を
除
い
た
九
州
の
大
部
分
と
'
山
口
西
部
が
ヤ
､
熊
本

･
鹿
児
島
が
ダ
と
い
う
比
秩

的
ま
と
ま
り
の
あ
る
連
続
し
た
分
布
相
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
0

ま
た
､
ヤ
優
勢
域
で
は
､
中
心
都
市
ほ
ど

｢ジ
ヤ
｣
か
ら

｢ヤ
｣
へ
の
変
化
が
早
く
､

都
市
か
ら
離
れ
る
ほ
ど
従
来
の

｢ジ
ヤ
｣
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
が

一
般
的
で
あ

る

(た
だ
し
島
喚
部
で
は
独
自
の
変
化
か
海
上
交
通
に
よ
る
伝
播
か
不
明
だ
が
'

｢ヤ
｣
へ
の
変
化
が
割
合
早
い
と
こ
ろ
も
多
い
)
と
し
て
い
る
｡

ま
た
､
断
定
辞

｢ヤ
｣
の
普
及
に
つ
い
て
､
地
方
共
通
語
化
と
い
う
言
葉
を
用
い

鋭
明
し
て
い
る
｡

陣
内
氏
は
'
地
方
共
通
語
化
を
あ
る
方
音
形
や
方
言
用
法
の
広
域
化
と
定
義
し
､

関
西
方
言
を
含
む
西
日
本
方
言
の
地
方
共
通
語
化
の
タ
イ
プ
は
次
の
四
つ
に
分
け

て
い
る
｡

仙全
国
共
通
語
化
に
よ
る
も
の

惚東
京
方
言
に
よ
る
も
の

㈲関
西
方
言
に
よ
る
も
の

仙
地
方
中
核
都
市
方
言
に
よ
る
も
の

そ
し
て
､
関
西
方
言
化
が
地
方
中
核
都
市
を
経
由
し
て
行
わ
れ
る
場
合
､
そ
の
也

方
共
通
語
化
の
タ
イ
プ
は

樹と
脚
の
い
ず
れ
と
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
'
先
述
の
調
査
に
お
け
る

､断
定
辞

｢ヤ
｣
の
地
元
意
級
に
よ
っ
て
一
応
の
結
論

付
け
を
行
っ
て
い
る
｡
こ
の
地
元
意
織
の
調
査
と
は

｢ヤ
｣
が
ど
の
程
度
地
元
化
し

(2)



て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
､
も
し
地
元
意
扱
が
な
い
場
合
'
そ
れ
を
ど
の
地
域
の
言

い
方
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
結
果
に
よ
る
と
､
福
岡

に
隣
接
す
る
山
口
東
や
熊
本
で
は

｢福
岡
の
こ
と
ば
｣
と
い
う
意
孜
が
圧
倒
的
で
あ

る
こ
と
か
ら
､
こ
の
地
域
で
の

｢ヤ
｣
へ
の
変
化
は
関
西
方
言
化
と
い
う
よ
り
福
岡

方
言
化
と
す
る
方
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
人
々
の
意
識
に

よ
っ
て
方
言
の
ル
ー
ツ
を
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
､
宮
崎

県
を
は
じ
め
と
す
る

rヤ
｣
の
地
元
意
識
が
高
い
地
域
の
そ
れ
は
ど
う
扱
う
の
か
と

い
う
点
で
疑
問
は
残
る
｡

二
･
二
･
二
.
断
定
辞
と
あ
い
づ
ち
表
現
の
関
係
性

太
田

二

九
九
八
)
で
は
､
あ
い
づ
ち
の
新
帝
形
と
し
て

｢ダ
カ
ラ
ヨ
ー
｣
を
挙

げ
て
い
る
｡

(前
略
)
さ
ら
に
最
近
は

｢ダ
カ
ラ
ヨ
ー
｣
と
い
う
語
形
が
あ
い
づ
ち
と
し
て

使
用
さ
れ
､
特
に
若
年
層
で
は
か
な
り
広
が
っ
て
い
る
｡
こ
の
語
形
も
あ
い
づ
ち

の

｢デ
ス
ヨ
｣
｢ダ
ヨ
ー
｣
同
様
に
共
通
語
形
へ
の
翻
訳
か
ら
発
生
し
た
の
だ
ろ

う
が
'
用
法
が
共
通
滑
と
は
異
な
る
｡
こ
の
あ
い
づ
ち
の
用
法
で
は

｢ダ

(高
)

カ
ラ
ヨ
ー

(低
)｣
と

｢ダ

(低
)
カ
ラ

(高
)
ヨ
ー

(低
)｣
の
よ
う
に

一
定
の

音
調
を
伴
っ
て
発
音
さ
れ
'
そ
の
意
味
は

｢ほ
ん
と
に
そ
う
だ
よ
ね
｣
と
い
っ
た

単
な
る
あ
い
づ
ち
の
意
味
し
か
持
た
な
い
｡

太
田

二

九
九
八
)
は
､
鹿
児
島
で
は

｢-
言
っ
た
で
し
ょ
う
｣
(断
定
+
順
接
)

と
言
う
と
き
に
､
断
定
辞
が
絡
ん
で

｢ジ
ヤ
ツ
デ
｣
｢ヤ
ツ
デ
｣
｢ダ
カ
ラ
｣
の
語
形

が
主
に
使
用
さ
れ
て
お
り
'
特
に
近
年
若
年
層
で
は

｢ダ
カ
ラ
｣
が
圧
倒
的
優
勢
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
こ
の

｢ジ
ヤ
ツ
デ
｣
｢ヤ
ッ
デ
｣
に
つ
い
て
は
､

｢ジ
ヤ
ツ
デ
ヨ
｣
｢ヤ
ツ
デ
ヨ
｣
と
い
う
形
で
以
前
か
ら
あ
い
づ
ち
と
し
て
も
使
用

さ
れ
て
お
り
､
こ
れ
ら
の
例
に
従
っ
て
'
｢ダ
カ
ラ
ヨ
ー
｣
と
い
う
薪
語
形
が
発
坐

し
た
と
し
て
い
る
｡

加
藤

二

九
九
五
)
で
は
､
一
般
的
に
順
接
の
接
続
詞
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る

｢ダ
カ
ラ
｣
の
'
話
し
言
葉
に
お
け
る
変
則
的
な
用
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡

そ
も
そ
も

｢だ
か
ら
｣
と
い
う
表
現
形
式
は
'
｢そ
れ
で
｣
や

｢そ
の
結
果
｣

な
ど
と
違
い
､
｢原
因
-
結
果
｣
の
関
係
と
い
う
よ
り
も
､
｢前
提

｣
帰
結
｣
の
関

係
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
の
こ
と
の
必
然
と
し
て
､
｢だ

から
｣
表
現
に

は
'
後
件
の
成
立
を
妥
当
な
も
の
と
み
な
す
姿
勢
が
宿
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
'

話
者
が
自
ら
の

｢言
わ
ん
と
す
る
こ
と
｣
を

｢だ
か
ら
｣
表
現
を
使
っ
て
述
べ
る

場
合
'
そ
こ
に
は
'
自
ら
の

｢言
わ
ん
と
す
る
こ
と
｣
を
理
解
さ
れ
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
い
は
ず
の
も
の
と
し
て
相
手
に
提
示
し
よ
う
と
す
る
話
者
の
意
図
が
潜

む
こ
と
に
な
る
｡

▼▼

(中
略
)
す
な
わ
ち
'"
自
ら
の

｢言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
｣
は
理
解
さ
れ
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
い
は
ず
だ
"
と
す
る

｢だ
か
ら
J
表
現
の

｢主
体
的

･
情
意
的

側
面
｣
だ
け
が
突
出
し
'
そ
の
前
後
の
倫
理
的
な
関
係
を
表
示
す
る
と
い
う

｢対

象
的

･
絵
理
的
側
面
｣
が
欠
落
し
て
し
ま
っ
た
も
の
が
変
則
的
な

｢だ
か
ら
｣
な

の
で
あ
る
｡

本
研
究
で
取
り
扱
う
宮
崎
方
言
の

｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
の
ダ
カ
ラ
は
'
前
後
の
給
理
的

な
関
係
を
持
た
な
い
一
種
の
あ
い
づ
ち
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
加
藤

の
言
う
｢変
則
的
な
ダ
カ
ラ
｣
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡

岸
江

(
一
九
九
八
)
で
は
､
宮
崎
県
と
鹿
児
島
県
に
お
い
て
'
断
定
辞
と
あ
い
づ

ち
表
現
に
深
い
関
連
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

岸
江
氏
は
､
鹿
児
島
市

･
宮
崎
市
の
断
定
辞

｢雨
ヨ

｣
の
罫
線
部
分
に
つ
い

て
､
両
都
市
で
調
査
を
行
っ
た
｡
そ
の
結
果
､
六
〇
代
以
上
で
は

｢ジ
ャ
ッ
ク
｣
が

鹿
児
島
市
で
お
よ
そ
七
〇
%
'
宮
崎
市
で
六
〇
%
以
上
使
用
さ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
'

中
高
生
に
お
い
て
は
鹿
児
島
市
で

｢ダ
ッ
ク
｣
が
お
よ
そ
九
〇
%
使
用
さ
れ
て
い
る

一
方
､
宮
崎
市
で
は

｢ヤ
ツ
タ
｣
が
同
じ
く
お
よ
そ
九
〇
%
と
､
｢ジ
ヤ
ツ
タ
｣
が

ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
る
の
に
伴
い
'
鹿
児
島
市
は
｢ダ
ッ
ク
｣'
宮
崎
市
で

は

｢ヤ
ツ
タ
｣
と
､
両
県
の
断
定
辞
に
明
確
な
違
い
が
現
れ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
岸
江
氏
は
'
こ
の
こ
と
と
'
鹿
児
島
市
の
若
年
層
を
中
心
に
用
い
ら
れ
る
棉

づ
ち
ダ
ヨ
ー
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
形
式
は
断
定
辞
が
ダ
で
あ
る

鹿
児
島
市
で
共
通
語
翻
訳
の
結
果
生
じ
た
中
間
言
語
で
あ
っ
て
'
こ
の
変
換
プ
ロ
セ

ス
の
決
め
手
は
断
定
辞
が
共
通
語
と
同
形
の
ダ
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
､
断
定
秤

が
ヤ
で
あ
る
宮
崎
市
で
ダ
ヨ
ー
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
｡

し
か
し
､
｢宮
崎
市
内
で
は
断
定
辞
が
ヤ
で
'
ダ
ヨ
ー
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な

(3)



い
｣
と
す
る
な
ら
ば
､
な
ぜ

｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
は
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
｡

小
西

(二
〇
〇
〇
)
で
は
､
｢共
通
語

･
東
京
方
言
で
ダ
カ
ラ
と
訳
す
る
こ
と
が

で
き
､
か
つ
､
語
構
成
が

(
(指
示
語
+
)
指
定
辞
終
止
形
+
順
接
確
定
条
件
を
表

す
接
続
助
詞
)
の
も
の
を
､
｢だ
か
ら
｣
相
当
形
式
と
呼
ぶ
｣
と
し
て
､
三
つ
の
故

話
資
料
に
お
い
て
'
ど
の
よ
う
な
ダ
カ
ラ
相
当
形
式
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
'
ま
た

そ
れ
ら
に
加
藤

二

九
九
五
)
な
ど
が
指
摘
し
た

(理
由
-
帰
結
)
用
法

･
非

人理

由
-
帰
結
)
用
法
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
て
い
る
｡
使
用
さ
れ
た
談
話

資
料
は
次
の
三
つ
で
あ
る
｡

･
『全
国
方
言
資
料
』
二

九
六
六
-
六
七
)
日
本
放
送
出
版
協
会

･
『方
言
淡
話
資
料
』
二

九
七
九
-
八
〇
)
国
立
国
語
研
究
所

･
『
関
西

･
若
年
層
に
お
け
る
故
話
デ
ー
タ
集
』
(英
田
信
治

･
井
上
文
子

･
高
木

千
恵

一
九
九
九
)

小
西

(二
〇
〇
〇
)
は
'
こ
れ
ら
の
鉄
話
資
料
の
検
証
に
よ
り
､
非

(理
由

-
棉

結
)
用
法
の
ダ
カ
ラ
が

(指
定
辞
+
接
続
助
詞
)
と
い
う
構
成
要
素

へ
の
分
解
が
不

可
能
な
意
味

･
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
､
関
西
方
言
の
従
来
形
に
こ
の
用
法
が

な
か
っ
た
こ
と
が
'
指
定
辞
ヤ
を
保
持
し
た
ま
ま
ダ
カ
ラ
を

一
語
と
し
て
受
容
し
た

一
因
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
｡

小
西
氏
の
検
証
に
基
づ
き
'
本
研
究
で
取
り
扱
う
宮
崎
方
言
の

｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
が

非

人理
由
-
帰
結
)
用
法
の
ダ
カ
ラ
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
'
断
定
辞
が

｢ダ
｣
で

あ
る
鹿
児
島
県
か
ら
'
そ
の
断
定
辞
自
体
の
影
響
は
あ
ま
り
受
け
ず
'
断
定
辞

｢ヤ
｣

を
保
持
し
た
ま
ま
'
あ
い
づ
ち
表
現

｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
を
受
容
し
た
と
推
測
で
き
る
｡

二
･
三
.
宮
崎
方
言
に
お
け
る
相
づ
ち
表
現
の
推
移

早
野

(二
〇
〇
八
)
で
は
'
宮
崎
大
学
国
語
学
研
究
室
が
二
〇
〇
五
年
四
月
か
ら

二
〇
〇
六
年
十
二
月
に
か
け
て
行
っ
た
方
言
調
査
の
結
果
を
も
と
に
'
宮
崎
県
の
言

語
動
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡

早
野
氏
の
調
査
に
よ
る
と
'
相
手
に
同
意
し
て
あ
い
づ
ち
す
る
と
き
の
表
現
と
し

て
､
宮
崎
県
南
部
域
で
は
ジ
ヤ
ツ
ド
類

(ジ
ヤ
ツ
ド

･
ジ
ヤ
ツ
ド
ジ
ヤ
ツ
ド
)
･
ジ

ヤ
ガ
類

(ジ
ヤ
ガ

･
ジ
ヤ
ガ
ジ
ヤ
ガ
)
･
ジ
ャ
ッ
ジ
ヤ
ツ
な
ど
が
使
わ
れ
て
お
り
'

日
向
方
言
域
で
は
ジ
ヤ
ガ
類
､
諸
県
方
言
域
で
は
ジ
ャ
ツ
ド
類
が
主
に
使
わ
れ
て
い

る
｡
し
か
し
そ
の
一
方
若
年
層
に
お
い
て
､
日
向
方
言
域
､
諸
県
方
言
域
と
も
に
ジ

ヤ
カ
イ
ヨ
と
ダ
カ
ラ
ヨ
'
そ
し
て
そ
の
中
同
形
の
ダ
カ
イ
ヨ
が
使
わ
れ
出
し
て
い
る

こ
と
も
分
か
っ
た
｡
さ
ら
に
早
野
氏
は
こ
の
ダ
カ
ラ
ヨ
に
つ
い
て
'
ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
の

ジ
ヤ
カ
イ
を
標
準
詩
形
に
翻
訳
し
た
形
で
あ
る
と
鋭
明
し
て
い
る
｡

三
.
研
究
方
法

宮
崎
県
宮
崎
市
の
中
高
生
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

･
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
日

二
〇
一
〇
年

一
〇
月

一
日

･
調
査
対
象

中
学
生
三
六
名
､
高
校

一
年
生
六
四
名
､
二
年
生
五
二
名
'
三
年
坐

三
〇
名
､
計

一
八
二
名

実
際
の
ア
ン
ケ
ー
ト
回
収
数
は
二
〇

〇
を
上
回
っ
て
い
た
が
､
そ
れ
が
最
終
的
に

一
八
二
人
に
な
っ
た
の
は
､
高
校
の
先
生
方
の
判
断
に
よ
り
､
個
人
情
報
が
書
か
れ

ず
'
件
別
や
出
身
地
な
ど
､
方
言
を
考
察
す
る
上
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
情
報
が
得

ら
れ
な
か
っ
た
数
を
除
い
た
た
め
で
あ
る
｡
ま
た
､
ア
ン
ケ
I
TL
結
果
に
お
い
て
'

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
総
数
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
の
は
､
一
.
に
お
い
て
は
複
数

の
選
択
肢
に
つ
い
て
使
用
す
る
と
答
え
た
者
が
い
た
為
で
あ
り
'
二
.
に
つ
い
て
は
､

全
て
同
じ
答
え
を
選
択
し
て
い
る
者
､
回
答
の
ほ
と
ん
ど
が
あ
い
づ
ち
の
類
に
入
ら

な
い
と
判
断
し
た
者
の
数
を
除
い
た
た
め
で
あ
る
｡

四
.
調
査
結
果

四

･
一
.
断
定
辞
の
使
用
状
況

四

･
一
･
一
.
断
定
辞

｢ジ
ヤ
｣
｢ヤ
｣
｢ダ
｣
の
使
用
状
況

一
.
の
問
い
は
'
主
に
断
定
辞

｢ジ
ヤ
｣､
｢ヤ
｣､
｢ダ
｣
の
使
用
状
況
を
見
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
｡
各
間
に
お
け
る
回
答
状
況
を

一
つ
一
つ
見
て
い
き
た
い
｡

間
1

｢昨
日
は
雨

ジ
ャ
ッ
ク
/
ヤ
ツ
タ
/
ダ
ツ
タ

｡
｣

｢過
去
肯
定
｣
の
断
定
辞
の
使
用
は
'
｢ヤ
｣
に
偏
っ
て
い
る
｡
全
体
の
八
三
%

が

｢ヤ
｣
を
使
用
し
て
お
り
､
か
つ
て
圧
倒
的
勢
力
を
持
っ
て
い
た

｢ジ
ヤ
｣
(九

州
方
言
学
会

『
九
州
方
言
の
基
礎
的
研
究
』

一
九
六
九
)
は
､
わ
ず
か
七
%
し
か
使

用
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
｡

間
2
｢明
日
は
雨

ジ
ヤ
ケ
ン
/
ヤ
ケ
ン
/
ヤ
カ
ラ
/
ヤ
カ
イ
/
ダ
カ
ラ
/
ダ
カ

イ

山
登
り
は
中
止
に
し
よ
う
｡
｣

順
接
の
確
定
条
件
で
原
因

･
理
由
を
表
す
接
続
表
現
は
'
｢ヤ
カ
ラ
｣､
｢ヤ
カ
イ
｣

(4)



に
使
用
が
偏
っ
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
三
七
%
､
四
七
%
で
､
こ
れ
だ
け
で
も
合
わ
せ

て
八
四
%
､
さ
ら
に
｢ヤ
ケ
ン
｣
の
八
%
を
合
わ
せ
る
と
実
に
九
二
%
も
の
人
が
｢ヤ
｣

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
｢ダ
カ
ラ
｣
は
全
体
の
十
%
と
少
数
で
あ
っ
た
が
'

中
学
生
の
使
用
率
が
他
に
比
べ
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
'
こ
れ
か
ら
若
年
層
を
中
心
に

さ
ら
に
広
く
使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
｡

間
3
｢ジ
ヤ
ケ
ン
/
ヤ
ケ
ン
/
ヤ
カ
ラ
/
ヤ
カ
イ
/
ダ
カ
ラ
/
ダ
カ
イ

言
っ
た

で
し
ょ
う
｡｣

｢示
唆
｣
の
接
続
表
現
は
､
2
.
と
は
違
い
､
｢ダ
カ
イ
｣
･
｢ダ
カ
ラ
｣
の
使
用

が
圧
倒
的
に
多
い
｡
｢ダ
カ
イ
｣
が
三
十
七
%
'
｢ダ
カ
ラ
｣
で
三
二
%
､
三
番
目
に

使
用
率
の
高
い

｢ヤ
カ
イ
｣
が
十
八
%
と
い
う
こ
と
を
鑑
み
る
と
､
そ
の
使
用
率
が

い
か
に
高
い
か
が
分
か
る
だ
ろ
う
｡
｢ジ
ヤ
カ
イ
｣
の
使
用
も
全
体
の
五
%
見
ら
れ

た
が
､
中
学
生
に
は
使
用
し
た
者
は
い
な
か
っ
た
｡

間
4
｢小
雨
ぐ
ら
い
な
ら
明
日
の
花
火
大
会
は

あ
っ
ジ
ヤ
ロ
/
あ
る
ヤ
ロ
/
あ

っ
と
グ
ロ
/
あ
っ
チ
ャ
ロ
/
あ
る
ダ
ロ
ー
｡｣

｢推
丑
｣
の
助
動
詞
は
'
年
齢
'
性
別
に
関
係
な
く
'
｢ヤ
ロ
J
が
圧
倒
的
に
使

用
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
使
用
率
は
九
二
%
に
及
び
､
陣
内

二

九
九
五
)
に
よ
る
調

査
に
お
け
る
そ
れ
が
七
十
%
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
'
こ
の
十
五
年
間
で

｢ヤ
｣
の
勢
力
が

一
層
強
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡

間
5

｢ほ
ら
､
そ
こ
に
あ
る
ジ
ヤ
ロ
/
あ
る
ヤ
ロ
/
あ
る
グ
ロ
/
あ
る
ヤ
ン
/
あ

る
ジ
ャ
ン
｡｣

｢強
意
教
示
｣
の
断
定
辞
は
'
｢ヤ
ン
｣
五
十
二
%
､
｢ヤ
ロ
｣
三
一
%
と
'
｢ヤ
｣

の
使
用
が
多
い
が
'
｢ジ
ャ
ン
｣
の
使
用
率
が
十
六
%
と
'
他
の
項
目
に
比
べ
東
京

語
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

間
6
｢昨
日
本
屋
に
行
っ
た

ン
ジ
ヤ
ケ
ド
/
ン
ヤ
ケ
ド
/
ン
ダ
ケ
ド
/
ッ
チ
ャ

ケ
ド
/
ッ
チ
ャ
ケ
ン

閉
ま
っ
て
た
｡
｣

｢逆
接
｣
の
砲
定
条
件
を
表
す
接
続
表
現
は
､
｢ジ
ヤ
｣'
｢ヤ
｣､
｢ダ
｣
に
分
類

さ
れ
な
い
｢チ
ャ
ケ
ド
｣､
｢チ
ャ
ケ
ン
｣
の
使
用
率
が
高
か
っ
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
四
八
%
'

二
三
%
を
占
め
'
｢ヤ
ケ
ン
｣
の
十
五
%
に
大
き
く
差
を
つ
け
て
い
る
｡

間
7

｢天
気
悪
い
L
t
今
日
の
水
泳
大
会
は
中
止
か
な
｡｣

｢そ
う

ジ
ヤ
ロ
/
ヤ
ロ
/
ダ
ロ
/
ヤ

ね
｡
｣

｢ダ
ロ
｣
は
､
東
京
簿
で
は

｢推
丑
｣
の
助
動
詞

｢ダ
ロ
ウ
｣
の
変
化
形
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
､
宮
崎
市
で
は
そ
れ
に
代
わ
っ
て
'
｢ヤ
ロ
｣
の
使
用
率
が

五
二
%
を
占
め
て
い
る
｡
｢ダ
ロ
｣
を
選
択
し
た
者
は
全
体
の
三
%
し
か
い
な
か
っ

た
｡
ま
た
､
推
丘
と
は
意
味
が
離
れ
て
し
ま
う
が
､
二
.
に
お
い
て
A
以
外
の
あ

い
づ
ち
と
し
て
使
用
率
が
高
か
っ
た

｢ソ
ウ
ヤ
ネ
｣
も
､
四
四
%
の
人
が
選
択
し

た
｡間

8

｢そ
う
い
え
ば
宿
題
の
提
出
今
日
ま
で
だ
よ
ね
｡
｣

｢
(言
わ
れ
て
は
つ
と
気
付
い
て
)
ジ
ヤ
ツ
タ
/
ジ
ャ
ー
ヨ
/
ヤ
ツ
タ
/
ダ

ッ
ク

!
｣

こ
の
問
い
は
､
他
の
項
目
と
の
候
向
の
違
い
が
特
に
顕
著
に
現
れ
た
｡
｢は
っ
と

気
付
か
さ
れ
た
と
き
に
出
る
言
葉
｣
と
し
て
'
｢ジ
ヤ
ツ
タ
｣
を
使
用
す
る
者
が
五

四
%
'
実
に
半
数
以
上
の
人
が
使
用
し
て
い
る
｡

一
方

｢ヤ
ツ
タ
｣
は
そ
れ
に
続
い

て
使
用
率
が
高
い
も
の
の
､
三
二
%
と
'
圧
倒
的
勢
力
を
見
せ
た
他
項
目
と
は
違
っ

て
三
割
の
使
用
率
に
留
ま
っ
て
い
る
｡
｢ジ
ヤ
｣
に
代
わ
っ
て
勢
力
を
伸
ば
し
て
い

る

｢ヤ
｣
の
使
用
率
が

｢ジ
ヤ
｣
の
そ
れ
を
下
回
っ
た
唯

一
の
例
で
あ
る
｡

間
9

｢あ
れ
'
次
の
授
業
何

ジ
ヤ
ツ
タ
/
ヤ
ツ
タ
/
ダ
ッ
ク
/
ダ

つ
け
｡｣

断
定
の
助
動
詞
+
終
助
詞
｢ケ
｣
の
形
式
で
､
東
京
衝
で
'
何
か
を
確
落
し
た
り
､

思
い
出
し
た
り
す
る
と
き
に
用
い
る

｢何
列
ツ
ケ
｣
の

rダ
｣
は
'
日
向
方
言
で
は

｢ヤ
ツ
タ
｣
に
置
き
換
わ
る
｡
そ
の
使
用
率
は
七
四
%
と
圧
倒
的
で
あ
る
｡
か
と
い

っ
て
'
｢ジ
ャ
ッ
ク
｣､
｢ダ
ッ
ク
｣
の
使
用
率
は
そ
れ
ぞ
れ
一
%
と
ほ
と
ん
ど
使
用

さ
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
用
法
で
使
わ
れ
る
の
は

｢ヤ
ツ
タ
｣
に
限
ら
れ
て
お
り
'
そ

れ
を
使
用
し
な
い
者
は
東
京
語
と
同
じ

｢何
ダ
ツ
ケ
｣
の
形
を
使
用
し
て
い
る
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
｡

間
1
0

｢昨
日
の
夕
方
バ
ス
停
の
前
に
い
た

ジ
ヤ
ロ
/
ヤ
ロ
/
グ
ロ
/
デ
シ

ヨ

｡｣

間
1
1
｢昨
日
の
夕
方
バ
ス
停
の
前
に
お
っ
た

ジ
ヤ
ロ
/
ヤ
ロ
/
ダ
ロ
/
デ
シ

ヨ

｡｣

相
手
に
確
藩
や
同
意
を
求
め
る
気
持
を
表
わ
す
助
動
詞

｢ダ
ロ
｣
が
'
直
前
の
助

詞

｢い
た
｣
(東
京
帯
)
と

｢お
っ
た
｣
(日
向
方
言
)
と
で
､
何
ら
か
の
変
化
を
示

す
の
か
を
み
る
た
め
に
設
け
た
問
い
で
あ
る
が
'
両
者
に
ほ
と
ん
ど
使
い
分
け
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
｡
性
別
､
年
齢
に
関
わ
り
な
く
､
ほ
ぼ
全
員
が

｢ヤ
ロ
｣
を
使
用
す

る
と
回
答
し
た
｡

四
･
一
二

｢

断
定
辞
の
使
用
に
お
け
る
男
女
差

(5)



各
間
に
お
け
る
全
体
の
回
答
候
向
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
､
次
に
断
定
辞
の
使

用
に
お
け
る
男
女
差
を
み
て
い
き
た
い
｡

ま
ず
'
男
子
に
比
べ
女
子
の
方
が
断
定
辞

｢ダ
｣
の
使
用
率
が
高
い
と
い
う
傾
向

が
見
ら
れ
た
｡
過
去
完
了
の

｢ダ
ツ
タ
｣
は
男
子
で
わ
ず
か
七
%
で
あ
る
の
に
対
し

女
子
は
1
三
%
'
さ
ら
に
接
続
詞
の

｢ダ
カ
ラ
｣
で
男
子
二
二
%
に
対
し
女
子
が
四

〇
%
な
ど
､
男
子
の
二
倍
近
く
の
使
用
率
を
示
す
も
の
も
み
ら
れ
た
｡
特
に
､
間
5

の
｢ほ
ら
､
そ
こ
に
あ
る
ジ
ャ
ン
｣
の
｢ジ
ャ
ン
｣
は
典
型
的
な
東
京
語
で
あ
る
が
､

こ
れ
も
男
子
の
一
〇
%
に
対
し
女
子
は
二
一
%
で
'
｢ヤ
ロ
｣
の
二
六
%
に
せ
ま
る

使
用
率
で
あ
っ
た
｡

こ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
原
因
と
し
て
は
､
鹿
児
島
方
言
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
｡

鹿
児
島
方
言
は
'
断
定
の

｢ジ
ヤ
｣
は

｢ヤ
｣
で
は
な
く

｢ダ
｣
に
移
行
し
た
｡
つ

ま
り
､
ほ
と
ん
ど
東
京
語
と
変
わ
ら
な
い
断
定
辞
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
0

鹿
児
島
県
に
隣
接
す
る
都
城
市
な
ど
で
は
こ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
て
､
断
定
秤

に

｢ダ
｣
を
使
用
す
る
人
が
大
半
を
占
め
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
鹿
児
島
な
い
し
都
城

市
な
ど
か
ら
来
て
い
る
友
人
や
先
生
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
､
断
定
辞
に

｢ダ
｣
を

使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
人
も
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
先
に
も
述
べ

た
と
お
り
'
私
は
高
校
に
入
学
す
る
際
､
宮
崎
県
北
部
に
あ
た
る
日
向
市
か
ら
宮
崎

市
に
転
居
し
て
寮
生
活
を
始
め
た
の
だ
が
'
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
都
城
市
出
身
の
衣

人
に
､
｢す
ご
く
靴
っ
て
る
ね
｣
と
笑
わ
れ
､
最
初
の
頃
は
自
分
自
身
の
日
向
方
言

の
使
用
を
と
て
も
気
に
し
て
い
た
と
い
う
記
憶
が
あ
る
｡
宮
崎
方
言
が
恥
ず
か
し
い

か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
､
同
じ
県
民
か
ら

｢靴
っ
て
る
｣
と
言
わ
れ
る
と
､
東
京

都
民
か
ら
言
わ
れ
る
よ
り
も
一
層
気
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
｡
男
子
に
比
べ

女
子
は
グ
ル
ー
プ
意
故
が
高
く
､
会
話
に
よ
る
コ
ミ
三
lケ
-
シ
ョ
ン
も
盛
ん
な
た

め
'
意
織
し
て

｢ダ
｣
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
者
が
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
な
い
｡

他
に
考
え
ら
れ
る
の
は
､
や
は
り
流
行
に
敏
感
な
女
子
に
特
有
の
'
都
会
へ
の
悼

れ
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
の
話
題
が
尽
き
な

い
女
子
高
生
が
'
好
き
な
モ
デ
ル
や
女
優
の
使
う
言
葉
や
言
い
回
し
を
模
倣
し
､
そ

れ
が
定
着
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
｡
た
だ
'
先
に
述
べ
た
原
因
に
比
べ
る
と
､
形

響
力
は
少
し
弱
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡

次
に
'
総
数
こ
そ
少
な
い
も
の
の
､
男
子
の
方
が

｢ジ
ヤ
｣
の
残
存
率
が
商
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
過
去
完
了
の
助
動
詞
に
お
い
て
､
女
子
の

｢ジ
ャ
ッ
ク
｣
の
使

用
率
は
三
%
で
あ
る
の
に
対
し
､
男
子
は
九
%
'
推
量
で
は
女
子
に
全
く
使
用
が
み

ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
､
四
%
の
使
用
が
み
ら
れ
た
｡
ま
た
'
接
続
詞
の

｢ジ
ヤ

カ
イ
｣
は
女
子
の
使
用
率
三
%
に
対
し
男
子
は
七
%
で
あ
っ
た
｡
断
定
辞
の
｢ジ
ヤ
｣

の
使
用
は
現
在
ご
く
わ
ず
か
で
､
男
子
の
使
用
も
非
常
に
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
た

が
'
女
子
の
使
用
率
が
男
子
の
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
た
だ
'
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
間
8
に
対
す
る

｢ジ
ヤ
｣
の
使
用
率
は
他
に
比
べ
圧
倒
的
に
高
く
'

女
子
で
も
四
七
%
'
男
子
に
お
い
て
は
実
に
六

一
%
で
あ
っ
た
｡
女
子
の
使
用
率
が

低
か
っ
た
理
由
と
し
て
､
先
に
挙
げ
た
鹿
児
島
方
言
や
東
京
語
の
影
響
が
考
え
ら
れ

る
｡
と
い
う
の
も
､
こ
の
問
い
に
関
し
て
､
女
子
の
｢ダ
ツ
タ
｣
の
使
用
率
が

一
一
%

と
､
男
子
の
六
%
に
比
べ
高
い
数
値
で
あ
っ
た
｡
つ
ま
り

｢言
わ
れ
て
は
っ
と
気
付

い
て
｣
発
す
る
言
葉
と
し
て

｢ジ
ャ
ッ
ク
｣
は
根
強
く
残
っ
て
い
る
も
の
の
､
や
は

り
断
定
辞

｢ジ
ヤ
｣
か
ら

｢ヤ
｣
へ
の
移
行
や
'
東
京
語
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

ま
た
､
数
こ
そ
少
な
い
も
の
の
､
意
外
だ
っ
た
の
が
間
I
o
t
1
1
の
結
果
で
あ

る
｡
こ
の
二
間
は
そ
も
そ
も
東
京
語

｢～
に
い
た
｣
に
接
続
す
る
場
合
と
'
方
言

｢～

に
お
っ
た
｣
に
接
続
す
る
場
合
と
で
断
定
辞
に
違
い
が
出
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る

為
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
｡
残
念
な
が
ら
東
京
語
と
方
言
と
の
間
に
使
い
分
け
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
が
'
男
子
の

｢デ
シ
ョ
｣
の
使
用
率
に
注
目
し
て
ほ
し
い
｡
女
子
が

四
%
､
二
%
で
あ
る
の
に
対
し
､
男
子
は
八
%
､
七
%
と
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
女
性
的
な
言
い
回
し
が
男
子
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
､
東

京
語
の
影
響
な
ど
に
よ
る
近
年
の
傾
向
だ
と
思
わ
れ
る
｡

四
･
一
二
二
.
断
定
辞
の
使
用
に
関
す
る
ま
と
め

本
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
断
定
辞
の
使
用
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
を
こ
こ
で
ま
と
め
て
お
き
た
い
｡

岩
本

二

九
八
三
)
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
'

宮
崎
県
に
お
け
る
断
定
辞
の

｢ジ
ヤ
｣
か
ら

｢ヤ
｣
へ
移
行
は
､
結
果
か
ら
み
て
も

明
ら
か
な
事
実
で
あ
っ
た
｡
岸
江

二

九
九
六
)
は
そ
の
変
化
を

｢現
在
進
行
中
｣

と
表
現
し
て
い
た
が
､
今
回
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
､
若
年
層
に
お
い
て
は
そ
の
移

行
は
既
に
完
了
し
た
と
み
て
良
い
と
思
う
｡
女
子
に
比
べ
男
子
の
使
用
率
が
高
い
こ

と
は
述
べ
た
が
､
総
数
か
ら
み
る
と
そ
れ
も
か
な
り
少
数
で
あ
る
し
､
男
女
共
に
使

用
率
が
0
%
と
い
う
の
も
見
ら
れ
た
｡
た
だ
や
は
り
'
間
8

｢言
わ
れ
て
は
つ
と
気

(6)



付
い
て
｣
使
用
す
る

｢ジ
ャ
ッ
ク
｣
に
関
し
て
は
'
偶
然
と
は
考
え
に
く
い
使
用
率

の
高
さ
で
あ
っ
た
｡
若
年
層
に
お
い
て
唯

一
こ
の

｢ジ
ヤ
ツ
タ
｣
が
根
強
く
残
っ
て

い
る
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
､
設
問
の
よ
う
に
へ
無
意
識
に
発
せ
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
と
い
う
認
杜
か
ら
､
い
わ
ば
感
動
詞
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
感
動
詞
は
助
動
詞
に
比
べ
文
脈
や
時
制
な
ど
の
影
響
が
少

な
い
た
め
､
陣
内

二

九
九
五
)
が
い
う
地
方
共
通
静
化
の
影
響
も
受
け
難
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
だ
が
'
他
の
用
法
に
お
け
る
断
定
辞
が
ほ
ぼ

｢ヤ
｣
に
移

行
し
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
'
今
後
こ
の

｢ジ
ヤ
ツ
タ
｣
の
使
用
率
も
徐
々
に
低
下
し

て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡

ま
た
'
岩
本

二

九
八
三
)
で
説
明
さ
れ
て
い
る
､
促
音
に
続
く

｢ヂ
ヤ
｣
(本

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は

｢ジ
ヤ
｣
と
表
記
)
の
清
音
化
で
あ
る
が
'
間
6
の
回
答
で
､
現

在
も
そ
の
傭
向
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
た
｡
東
京
簿
で
は

｢行
っ
た
ん
ダ
ケ
ド
｣
と
港

普
+
ダ
ケ
ド
の
形
が
使
用
さ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
が
､
｢
ツ
チ
ャ
ケ
ド
｣
が
四

八
%
､
｢
ツ
チ
ャ
ケ
ン
｣
が
二
三
%
と
'
両
者
を
合
わ
せ
る
と
七
割
を
超
え
る
圧
倒

的
な
使
用
率
で
あ
っ
た
｡
た
だ
､
こ
れ
ら
に
続
い
て

｢
ン
ヤ
ケ
ド
｣
の
使
用
率
が

一

五
%
と
な
っ
て
い
る
｡
残
念
な
が
ら
比
較
資
料
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
為
､
こ
れ
が

拡
大
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
が
､
こ
こ
三
〇
年
ほ

ど
の
急
速
な

｢ヤ
｣
の
普
及
と
'
今
後

一
層
増
す
で
あ
ろ
う
東
京
語
の
影
響
を
考
え

る
と
､
｢チ
ャ
｣
の
使
用
が
減
少
し
て
い
く
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
｡

四
二

｢

あ
い
づ
ち
表
現
の
使
用
状
況

四
二

丁

一
.
あ
い
づ
ち
表
現
の
分
類
と
､
考
察
の
観
点

前
述
の
と
お
り
'
早
野

(二
〇
〇
八
)
は
､
ダ
カ
ラ
ヨ
と
ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
の
中
間
形

と
し
て
ダ
カ
イ
ヨ
の
存
在
を
挙
げ
て
い
た
が
､
自
身
の
調
査
結
果
よ
り
'
他
に
も
こ

の
類
と
み
ら
れ
る
あ
い
づ
ち
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡

ジ
ヤ
カ
ラ
ヨ
'
ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
'
ダ
カ
ラ
ヨ
'
ダ
カ
イ
ヨ
'
ヤ
カ
ラ
ヨ
'
ヤ
カ
イ
ヨ
の

六
つ
と
､
こ
れ
ら
の

r
ヨ
｣
が

｢
ヨ
ネ
｣
に
置
き
換
わ
っ
た
も
の
六
つ
を
足
し
て
､

計

一
二
種
類
の
使
用
が
静
め
ら
れ
た
｡

本
稿
で
は
､
便
宜
上
'
以
上
の
一
二
種
類
の
あ
い
づ
ち
表
現
を
A
と
表
す
こ
と
と

す
る
｡
さ
ら
に
､
A
に
お
い
て
､
頭
に

｢ジ
ヤ
｣
が
つ
く
も
の
を
ジ
ヤ
系
'
｢ダ
｣

が
つ
く
も
の
を
ダ
系
'
そ
し
て

｢ヤ
｣
が
つ
く
も
の
を
ヤ
系
と
分
類
し
､
同
じ
よ
ラ

に
し
て

｢カ
ラ
｣
と

｢カ
イ
｣'
｢
ヨ
｣
と

｢
ヨ
ネ
｣
も
分
類
す
る
｡
こ
れ
ら
の
分
類

を
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
た
も
の
が
､
図
2
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に

二

一種
類
の
あ
い
づ
ち
表
現
と
そ
の
分
類
を
示
し
た
上
で
､
宮
崎
県

日
向
方
言
の
日
常
会
話
に
お
い
て
､
A
と
そ
の
他
の
あ
い
づ
ち
表
現
の
間
に
ど
の
よ

う
な
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
の
か
､
ま
た
､
A
の
中
で
も
ジ
ヤ
系
･
ダ
系
･
ヤ
系
さ

ら
に
カ
ラ
系
･カ
イ
系
等
で
そ
の
使
用
に
何
ら
か
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
か
を
考
秦

す
る
｡

固2【

Aの分布】(7)二.については､宮崎日向方言のあいづちについ

て､①性別､②同意の粒度､③否定文か肯定文か'そして⑥東京語による発話か日向方言による発話か､以上の四つの点によってその使い分けが行われるのかどうかを考察する｡また'②に関しては､同意の程度を｢軽く受け流し同意する感じで｣'｢真剣な雰囲気で同意する感じで｣'｢ものすごく同意する感じで｣の三つに分けて'設問ごとに提示している｡これらを以下の考察では便宜上前から順に(a･b

･C)として示す｡四二一二｢各間の回答状況二.の問いは､話しかける人物とあいづちを打つ

人物'二人の人物のイラストをのせ､その吹き出しに､指定された同意

の



親
し
い
友
人
と
話
す
際
に
使
う
言
葉
を
書
き
込
む
よ
う
指
示
を
し
た
｡
括
弧
内
の
英

字
が
先
に
示
し
た
同
意
の
程
度
で
あ
る
｡

間
l

｢昨
日
の
ク
イ
ズ
番
組
､
面
白
か
っ
た
こ
つ
せ
ん
?
｣

(

a

)

｢
ソ
ウ
ヤ
ネ
｣
の
使
用
率
が
二
九
%
で
最
も
高
い
｡
A
の
使
用
率

は

全
体
の
半
数

で
､
｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
が

一
二
%
｡
｢ダ
カ
イ
ヨ
｣
が

一
一
%
と
使
用
率
が
高
い
｡

間
2

｢0
0
ち
ゃ
ん
､
転
校
し
ち
ゃ
う
ん
だ
っ
て
｡
寂
し
い
ね
｡
｣

(b
)

｢ソ
ウ
ヤ
ネ
｣
が
使
用
率
が
二
三
%
で
'
最
も
高
い
｡
A
の
使
用
率
は
四
五
%
で
～

そ
の
中
で
最
も
使
用
率
が
高
か
っ
た
の
は

｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
で
一
〇
%
､
A
を
使
用
し

た
者
の
二
二
%
が
こ
れ
を
選
択
し
て
い
る
｡
A
の
中
で

｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
が
最
も
高
い

使
用
率
を
示
し
た
の
は
間
1
7
と
こ
の
問
い
の
二
例
の
み
で
あ
る
｡

間
3

｢バ
ス
全
然
来
な
い
ね
-
!
｣

(

C

)

rジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
の
使
用
率
が
二
七
%
で
最
も
高
い
｡
｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
だ
け
で
も

約
三
割
t
A
に
お
い
て
は
全
体
の
七
割
以
上
の
使
用
率
で
あ
る
｡
A
の
使
用
率
が
七

割
を
超
え
た
の
は
こ
の
例
だ
け
で
あ
る
｡

間
4

(雑
港
を
見
な
が
ら
)

｢こ
の
モ
デ
ル
､
か
わ
い
い
が
ね
～
｡
｣
(

a

)

｢ソ
ウ
ヤ
ネ
｣
の
使
用
率
が
二
一
%
で
最
も
高
い
｡
A
の
使
用
率
は
二
九
%
で
他

の

設
問
に
比
べ
る
と
高
く
は
な
い
｡

一
方
'
｢ダ
ヨ
ネ
｣
｢ヤ
ガ
ネ
｣
｢ヤ
ネ
｣
が
そ
れ

ぞ
れ
七
%
と
､
他
に
比
べ
高
い
使
用
率
を
示
し
て
い
る
｡

間
5

｢今
日
の
体
育
祭
'
楽
し
か
っ
た
ね
!
!
｣

(

C

)

rソ
ウ
ヤ
ネ
｣
の
使
用
率
が
十
四
%
で
最
も
高
い
｡
A
の
使
用
率
は
四
三
%
で
､
rジ

ヤ
カ
イ
ヨ
｣
に
つ
い
で

rダ
カ
イ
ヨ
｣
の
使
用
率
が
高
か
っ
た
｡

間
6

｢最
近
雨
ぽ
っ
か
り
で
嫌
に
な
る
が
ね
｡
｣

(

a

)

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
と

｢ダ
カ
イ
ヨ
｣
の
使
用
率
が
そ
れ

ぞ

れ

一
五
%
で
最
も
高
い
｡

A
の
使
用
率
は
五
三
%
で
半
数
を
超
え
た
｡

間
7

｢県
大
会
､
決
勝
戦
で
負
け
て
悔
し
か
っ
た
ね
｡
｣

(b
)

｢ソ
ウ
ヤ
ネ
｣
の
使
用
率
が
二
四
%
で
最
も
高
い
｡
A
の
使
用
率
は
四
一
%
で
'
｢ダ

カ
イ
ヨ
｣
の
十
三
%
が
最
も
高
い
｡
｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
｢ヤ
カ
ラ
ヨ
｣
｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣

の
使
用
に
大
き
な
差
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
｡

間
8

｢こ
の
ハ
ン
バ
ー
グ
お
い
し
い
こ
つ
せ
ん
?
｣

(

a

)

｢ソ
ウ
ヤ
ネ
｣
の
使
用
率
が
二
四
%
で
最
も
高
い
｡
A
の
使
用

率

は
二
六
%
と
低
い
｡

｢ヤ
ネ
｣
九
%
､
｢ウ
ン
｣
十

一
%
な
ど
､
あ
い
づ
ち
の
中
で
も
短
く
簡
略
な
も
の

の
使
用
が
多
い
他
'
｢お
い
し
い
ね
｣
な
ど
相
手
の
発
話
を
繰
り
返
す
形
の
あ
い
づ

ち
も
多
か
っ
た
｡

間
9

｢今
日
の
数
学
の
テ
ス
ト
難
し
か
っ
た
こ
つ
せ
ん
?
｣

(

C

)

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
の
使
用
率
が
二
二
%
で
最
も
高
い
｡
こ
れ
に
｢ダ

カ
ラ
ヨ
｣
と

｢ダ

カ
イ
ヨ
｣
の
.一
四
%
が
続
く
｡
A
の
使
用
率
は
六
九
%
で
3
.
に
次
ぐ
高
さ
で
あ
る
｡

ま
た
'
｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
ネ
｣
四
%
'
｢ダ
カ
イ
ヨ
ネ
｣
五
%
な
ど
､
A
の

｢
ヨ
ネ
｣
系

の
使
用
率
が
他
に
比
べ
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
高
か
っ
た
｡

間
1
0

｢今
日
の
花
火
大
会
'
明
日
に
延
期
に
な
っ
ち
や
っ
た
ね
｡
J
(

a

)

｢ソ
ウ
ヤ
ネ
｣
の
使
用
率
が
二
五
%
で
最
も
高
い
｡
A
の
使
用
率
は
二
九
%
と
低
く
t

A
の
中
で
も
そ
の
使
用
に
差
や
候
向
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
｡

間
1
1

｢図
書
室
や
と
に
'
あ
ん
入
違
う
る
せ
-
ね
｡
｣

(

C

)

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
二
四
%
が
最
も
高
く
､
そ
れ
に

｢ダ
カ
イ
ヨ
｣

一

九
%
､
｢ダ
カ

ラ
ヨ
｣

二

%
が
続
く
｡
A
の
使
用
率
は
六
四
%
と
高
い
が
'
｢
ヨ
ネ
｣
系
の
使
用

率
は
極
端
に
低
い
｡

間
1
2

｢明
日
の
テ
ス
ト
が
終
わ
れ
ば
三
連
休
だ
ね
!
!
｣

(

a

)

｢ソ
ウ
ヤ
ネ
｣
の
使
用
率
が
二
四
%
で
最
も
高
い
｡
そ
れ
に
A
の
中

で

も
使
用
率
が

高
い

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
の
一
一
%
が
続
く
｡
ま
た
､
｢ヤ
ネ
｣
も
一
〇
%
と
他
の
設

問
に
比
べ
回
答
が
多
か
っ
た
｡
｢そ
の
他
｣
の
使
用
率
が

一
五
%
と
高
い
の
は
､
｢や

っ
た
-
｣
な
ど
喜
び
の
表
現
が
多
種
多
様
に
見
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
｡

間
1
3

｢あ
の
時
の
こ
と
思
い
出
す
と
笑
い
が
止
ま
ら
ん
ね
!
｣

(

C

)

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
の
使
用
率
が
二
一
%
で
最
も
高
い
｡
そ
れ
に

｢ダ
カ
イ
ヨ
｣
の
一

四
%
'
｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
の
九
%
が
続
く
｡
A
の
使
用
率
は
ち
ょ
う
ど
六
〇
%
と
高
く
､

A
を
選
択
し
た
者
の
三
五
%
が

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
を
使
用
し
て
い
る
｡
A
の
使
用
率

が
高
い
の
は
､
肯
定
的
な
発
話
文
に
お
い
て
は
稀
な
例
で
あ
る
.

間
1
4

｢そ
ろ
そ
ろ
真
剣
に
進
路
考
え
ん
と
ね
-
｡
｣

(b
)

｢ソ
ウ
ヤ
ネ
｣
の
使
用
率
が
二
五
%
で
最
も
商
い
が
､
そ
の
他
に
つ
い
て
は
使
用
率

が
散
っ
た
｡
A
の
使
用
率
は
三
八
%
で
'
｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣'
｢ダ
カ
イ
ヨ
｣
を
除
く

と
使
用
率
に
大
き
な
差
は
な
く
､
他
の
設
問
に
比
べ

｢
ヨ
｣
系
と

｢
ヨ
ネ
｣
系
の
差

も
小
さ
か
っ
た
｡

間
1
5

｢い
き
な
り
雨
降
っ
て
き
た
っ
ち
や
け
ど
!
｣

(

C

)

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
の
二
六
%
'
｢ダ
カ
イ
ヨ
｣
の
一
五
%
に
大
き
く
偏
っ
た
｡
A
の

(8)



使
用
率
は
六
七
%
で
､
前
設
問
中
二
番
目
に
高
か
っ
た
｡
｢
ヨ
｣
系
の
使
用
が
多
く
､

｢
ヨ
ネ
J
系
の
使
用
率
と
大
き
く
差
が
開
い
た
｡
｢そ
の
他
｣
の
使
用
率
が
一
八
%

と
高
い
が
'
こ
れ
は

｢あ
り
え
ん
｣
｢ま
じ
な
い
わ
｣
な
ど
､
多
種
多
様
の
否
定
的

な
答
え
が
多
か
っ
た
た
め
で
あ
る
｡

間
1
6

r喝
に
な
っ
ち
や
っ
た
ね
｡
何
し
よ
っ
か
｡
｣
(

a

)

｢ソ
ウ
ヤ
ネ
｣
の
使
用
率
が
三
七
%
で
最
も
高
い
｡
そ
の
次
に
ま
た
相
手
に
意
見
を

促
す

｢ナ
ニ
ス
ル
｣
一
〇
%
が
続
い
た
｡
A
の
使
用
率
は
二
二
%
と

一
八
の
設
間
中

最
も
低
い
が
'
話
し
手
に
何
ら
か
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
で
も
､
A
の
使
用
が

静
め
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
｡

間
1
7

｢0
0
ち
ゃ
ん
元
気
な
い
ね
｡
悩
み
事
で
も
あ
る
の
か
な
｡
｣

(b
)

｢ソ
ウ
ヤ
ネ
｣
の
使
用
率
が
三
〇
%
で
最
も
高
い
｡
ま
た
､
他
の
設
問
で
は
ほ
と
ん

ど
選
択
さ
れ
な
か
っ
た

｢ソ
ウ
ダ
ネ
｣
を
選
択
し
た
者
が
六
%
の
一
〇
人
い
た
｡
A

の
使
用
率
は
二
一
%
と
低
い
が
､
A
の
中
で
最
も
使
用
率
が
高
か
っ
た
の
は

｢ダ
カ

ラ
ヨ
｣
で
'
こ
れ
は
少
な
い
例
の
一
つ
で
あ
る
｡
｢そ
の
他
｣
の
使
用
率
が
二
四
%

と
高
い
が
､
こ
れ
は

r気
に
し
な
ん
な
Lt
｢ど
う
な
ん
だ
ろ
ね
｣
な
ど
多
種
多
様
な

回
答
が
得
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
｡

間
1
8

｢0
0
ち
ゃ
ん
は
い
つ
も
勉
強
頑
張
っ
て
て
す
ご
い
よ
ね
｡
｣

(
a
)

｢ジ
ャ
カ
イ
ヨ
J
の
一
九
%
が
最
も
高
い
｡
そ
れ
に

｢ダ
カ
イ
ヨ
｣

二

%
､
｢ソ

ウ
ヤ
ネ
｣
九
%
が
続
く
｡
A
の
使
用
率
は
E
]六
%
で
t
A
を
使
用
し
た
者
の
お
よ
そ

四
〇
%
が

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
を
選
択
し
て
い
る
｡
ま
た
'
他
の
設
問
で
は
ほ
と
ん
ど

使
用
が
静
め
ら
れ
な
か
っ
た

｢ダ
ヨ
ネ
｣
の
使
用
率
が
八
%
で
'
一
三
名
が
回
答
し

た
｡
こ
れ
は
1
八
の
役
間
中
最
も
多
い
｡

四
･
二
･

三
.
観
点
別
に
み
た
あ
い
づ
ち
の
使
い
分
け
の
傍
向

以
上
､

各
設
問
の
回
答
に
お
け
る
大
ま
か
な
傾
向
を
述
べ
た
｡
.で
は
､
先
に
挙
げ

た
①
性
別
'
②
同
意
の
程
度
､
③
否
定
文
か
肯
定
文
か
'
そ
し
て
⑥
東
京
語
に
よ
る

発
話
か
'
方
言
に
よ
る
発
話
か
t
の
四
つ
の
観
点
か
ら
'
｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
を
は
じ

め
と
す
る
A
の
役
割
な
い
し
使
い
分
け
の
傾
向
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
｡

①

性
別

図
3
･
l
は
､
間
l
か
ら
間
1
8
の
各
回
答
を
ジ
ヤ
系
'
ダ
系
､
ヤ
系
に
分
け
､

そ
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
グ
ラ
フ
の
中
に
書
か
れ
た
数
字
が
'
実
際
の
回

答
者
の
数
で
あ
る
｡

BIB-

1[ジャ系･タ糸 ･ヤ系の使用率】(9)まず､男子のグラフを

見てもらいたい｡男子のAの使用においては､ジヤ系とダ系の使用率がほぼ括抗しているということが分かる｡ヤ系の使用は､Aを使用した者の総数自体が極端に少ない問いを除くと二〇%を超える使用率は見られない｡一方女子は､ダ系がジヤ系に差をつけて'使用率が高いことが分かる｡ダ系に関してはほとんどの問いで使用率が四〇%を超えており'五〇%を超えたものも四例見られた｡ジヤ系はダ系に続く使用率の高さで

あ



も
見
ら
れ
た
｡
ヤ
系
の
使
用
率
は
男
子
に
比
べ
る
と
高
く
､
大
体
が
二
〇
～
三
〇
%

の
間
で
推
移
し
て
い
る
｡

図
3
･
2
は
､
同
じ
よ
う
に
し
て
男
女
別
に
カ
イ
系
･
カ
ラ
系
の
使
用
状
況
を
グ

ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
｡

用
率
に
差
が
み
ら
れ
る
が
､
こ
れ
は
同
意
の
程
度
な
ど
他
の
要
素
の
影
響
が
大
き
い

と
考
え
ら
れ
る
｡
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三
七
%
で
あ
っ
た
の
に
対
し
t
c
は
六

〇
%
と
そ
の
差
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
｡

つ
ま
り
､
宮
崎
日
向
方
言
に
お
け
る
A

の
あ
い
づ
ち
は
､
同
意
の
程
度
が
強
い

方
が
使
わ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
が

い
え
る
｡

さ
ら
に
､
図
4
･
2
は
､
同
意
の
程

度
と
t
A
を
あ
い
づ
ち
と
し
て
使
用
し

た
人
が
さ
ら
に
｢ジ
ヤ
｣
系
､
｢ダ
系
｣'

｢ヤ
系
｣
ど
れ
を
選
択
し
た
か
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
特
に
注
目
し

た
い
の
が
､
｢ジ
ヤ
｣
系
の
使
用
率
で

あ
る
｡
同
意
の
程
度
が

C
の
間
に
お
け

る

｢ジ
ヤ
｣
系
の
使
用
率
は
､
閉
1
8

で
最
も
高
い
四
六
%
へ
一
番
低
い
も
の

で
も
三
八
%
で
あ
る
｡
間
8

(同
意
の

程
度
は
a
)
の
三
九
%
の
一
例
を
除
く

と
'
｢ジ
ヤ
｣
系
の
使
用
率
が
高
い
上

位
八
つ
の
中
に
'
同
意
の
程
度
が

C
で

あ
る
間
七
つ
全
て
が
含
ま
れ
る
結
果

に
な
っ
た
｡
つ
ま
り
'
会
話
に
お
け
る

同
意
の
程
度
が
強
い
ほ
ど
､
A
の
特
に

の
で
あ
る
｡

回4-1【同意の牡鹿による使用串の違い】

｢ジ
ヤ
｣
系
の
使
用
率
が
高
ま
る
と
い
え
る

で
は
､
同
じ
同
意
の
程
度
に
お
け
る
A
の
使
用
率
の
違
い
は
一
体
ど
こ
か
ら
く
る

の
で
あ
ろ
う
か
｡
次
の
項

目
で
さ
ら
に
考
察
し
た
い
｡

③
否
定
文
か
肯
定
文
か

ま
ず
､
間
1
4
及
び
間
1

6
は
否
定
的
に
も
肯
定
的
に
も
分
類
さ
れ
な
い
の
で
､

こ
の
観
点
に
お
け
る

考
察
の
対
象
か
ら
は
外
す
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
｡

図
5
は
'
②
と
同
じ
く
'

設
問
文
に
対
す
る
回
答
と
し
て
A
を
使
用
し
た
人
の
割

合
と
､
そ
の
設
問
文
が
否
定

文
で
あ
っ
た
か
'
肯
定
文
で
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
で

あ
る

(否
定
文
は

r否
｣'
肯
定
文
は

｢肯
｣'
ど
ち
ら
と
も
判
別
が
つ
か
な
い
も
の

は
｢-

｣
と
表
示
し
て
い
る
)｡

A
の
使
用
率
が
最
も
高
か

っ
た
間
3
の
七
四
%
を
筆

頭
に
'
上
位
四
つ
ま
で
が
す

べ
て
否
定
的
な
文
で
あ
っ

た
｡
し
か
し
'
必
ず
し
も
否

定
的
な
文
に
お
い
て
の
み

A
の
使
用
率
が
高
く
な
る

わ
け
で
は
な
く
'
使
見
率
が

三
〇
%
に
満
た
な
い
も
の

も
み

ら
れ
た
｡
否
定
的

･
肯

定
的

'
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
を

と
る

と
前
者
は
五
一
%
､
後

者
は

四
1
%
で
あ
っ
た
｡
し

た
が
っ
て
､
②
同
意
の
程
度

に
比

べ
る
と
そ
の
影
響
は

弱
い
も

の
の
t
A
に
分
類
さ

れ
る
あ
い
づ
ち
は
'
肯
定
的

な
会
話
よ
り
否
定
的
な
会

話
の
中
で
使
わ
れ
や
す
い

と
い

う
こ
と
が
い
え
る
｡
ま

た
'
集
計
結
果
か
ら
み
て
'

②
と
③
の
結
果
に
は
相
対

的
関
係
が
あ
る
と
考
え

ら

れ
る
た
め
､
こ
れ
ら
に
関
し

て
は
後
述
す
る
｡

田4-2
(同意の亀 鑑によるジャ糸 ･タ系 ･ヤ

系の使用串の違い】31日E

④
東
京
簿
に
よ
る
発
話
か
､
日
向
方
言
に
よ
る
発
話
か

図
6
は
t
A

の
使
用
率
の
グ
ラ
フ
を
'
そ
の
発
話
が
東
京
簿
に
よ
る
も
の
か
日
向

方
言
に
よ
る
も

の
か
で
分
類
し
て
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
A
の
使
用
率
が
最
も
高

か
っ
た
の
は
間

3
の
七
四
%
で
'
東
京
語
に
よ
る
発
話
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
そ
の

他
の
A
の
使
用
率



っ
た
｡

A
の
使
用
率
の
平
均
を
そ
れ
ぞ

れ
取
る
と
､
東
京
語
の
場
合
が
三

九
%
､
日
向
方
言
の
場
合
が
五

一
%

と
い
う
結
果
に
な
っ
た
｡
た
だ
'
東

京
語
に
よ
る
発
話
で
あ
っ
て
も
'
七

〇
%
を
超
え
る
使
用
率
が
見
ら
れ

た
こ
と
や
'
二
〇
%
か
ら
五
〇
%
粒

度
の
使
用
率
で
は
へ
そ
の
発
話
が
東

京
簿
か
日
向
方
言
か
に
よ
る
差
が

全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
､

こ
れ
ら
が
A
の
使
用
に
及
ぼ
す
効

果
は
､
②
､
③
に
比
べ
る
と
弱
い
と

考
え
ら
れ
る
｡

四

･
二
･
四
.
あ
い
づ
ち
表
現
に
関

す
る
ま
と
め

四

･
二
で
は
､
宮
崎
県
日
向
方
言

を
使
用
す
る
若
年
層
に
お
い
て
､
ど
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う
い
っ
た
あ
い
づ
ち
が
使
用
さ
れ

て
い
る
の
か
､
特
に
A
に
分
類
さ
れ

る
あ
い
づ
ち
は
い
か
な
る
場
面
で
使
用
さ
れ
～

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
使
い
分
け
が

な
さ
れ
て
い
る
の
か
t
と
い
う
こ
と
を
中
心
に

考
察
し
て
き
た
｡
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
結
果
'
本
研
究
の
要
と
な
る
A
は
､
少
な
く

と
も
宮
崎
市
の
若
年
層
に
お
い
て
'

多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
'
さ

ら
に
､
そ
の
使
用
の
頻
度
に
関
し
て

は
'
性
別
や
同
意
の
軽
度
な
ど
'
様
々
な
要
因

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
分
か

っ
た
｡
四
･
二
･
三
で
､
五
つ
の
観
点
か
ら
A

の
使
用
率
､
さ
ら
に
A
を
細
か
く
分

類
し
そ
の
使
用
率
に
つ
い
て
も
検
証
し
た
が
'

筆
者
は
そ
の
中
で
も
特
に

｢同
意
の
程
度
｣
と

｢否
定
文
か
肯
定
文
か
｣
の
二

つ
の

要
因
の
影
響
力
が
大
き
い
と
考
え
た
｡

そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
図
7
で
あ

る
｡
こ
れ
は
各
間
に
お
け
る
A
の
使
用
率
を
秦

し
た
も
の
で
'
横
軸
に
は
そ
の
間
の

｢同
意
の
程
度
｣
と

｢否
定
文
か
肯
定

文
か
｣

の
二
つ
の
要
因
を
表
示
し
て
い
る
｡

A
の
使
用
率
が
高
い
も

の
か

ら
､
七
四
%

･
六

九
%

･
六
七
%

･
六
四
%

と
上
位
四

つ
ま
で
全

て

r同
意
の
程
度

｣
が

C
'･

つ
ま
り

｢も
の
す
ご
く
同

意
す
る
感
じ
で

｣
で
'
発

話
文
は

｢否
定
的
｣
の
組

み
合
わ

せ
で
あ
る
｡
前
に

述
べ
た

よ
う
に
発
話
が
否

定
的
か

肯
定
的
か
と
い
う

の
は
'

同
意
の
程
度
に
比

べ
る
と

､
あ
い
づ
ち
の
使

用
に
対

す
る
影
響
力
は
弱

い
｡
し

た
が
っ
て
'
同
意

の
低
い

場
合
'
否
定
的
で

あ
っ
て
も

肯
定
的
で
あ
っ

て
も
t

A
の
使
用
自
体
に

は
大
き

な変化はみ

られない｡しかし'同意の

:I

･二

I
I
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(12)

程
度
が
高
い
と
き
､
そ
の

発
話
が
否

定
的
で
あ
る
と
い
う
条
件
が
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
t
A
の
使
用
率
が
格

段
に
高
く
な

る
の
で
あ
る
｡

玉
.
ま
と
め

こ
れ
ま
で
､
若
年
層
に
お
け
る
宮
崎
県
日
向
方
言
の

助
動
詞
と
あ
い
づ
ち
表
現
の

使
用
の
関
係
件
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
｡
本
調
査
に
よ



方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
そ
の

根拠は
､
鹿
児

島
県
に
隣
接
す
る
都
城
市
で

は
主
に
使
用

さ
れて
い
る
断

定
辞
が

｢
ダ
｣
で'鹿
児
島
県

と

一
致
し
て

い
る為

に
'
｢ダ

カ
ラ
ヨ
｣
を
受

容
する
の
に
抵

抗
が
な
か
っ

たと予
想
出
来

る
か
ら
で
あ

る｡しか
し
'
宮

崎
県
で
主
に

使
用さ
れ
て
い

る
断
定
辞
は

｢ヤ｣で
'
｢
ダJ

が
使
用
さ
れ

て
いる
地
域
は

鹿
児
島
県
寄

りの一
部
に
限

ら
れ
て
い
る
｡

ではな
ぜ
､
断

定
辞

｢ダ

｣の
勢
力が
及
ん
で

い
な
い
宮
崎

市民な
ど
に
も

｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣

はここ
ま
で
受

け
入
れ
ら
れ
た

のだ
ろ
う
｡

そ
の
理
由

付けと
な
る
の

は
､
小
西

(二

〇〇〇
)
の
研
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究
で
あ
る
｡
つ

まり
､
鹿
児
島

県
か
ら
も
た

らされ
た

｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
は

'
あ
い

づち表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
る
非

人理
由

-
帰

結)用法
の
ダ
カ
ラ
で
あ
り
､

こ
の

ため
断定
辞
に

｢ヤ
｣
を
使
用
す

る
宮
崎
県
の

多くの
地
域
の
住
民
(特
に
若
年

層
)

にも受
容
さ
れ
得
た
の

で
あ

る｡

｢ジ
ヤ
カ
イ

ヨ｣･｢ダ
カ
イ
ヨ
｣
な
ど
が

存
在
す

るのは'
従
来
か
ら
宮

崎
方
言
と

し
て
存
在
す
る

接続
表
現

｢ジ
ヤ
カ
イ
｣
(東

京

藩にお
ける
｢ダ
カ
ラ
J
)
な
ど
に

倣
っ
て
､
む

しろ宮崎
方
言
に
転
用
さ
れ
た
結

果では
な
い
だろ

う
か
｡

｢ヤ
カ
イ

ヨ
J
が

｢ジ

ヤカイヨ
｣
｢ダ
カ
イ
ヨ
｣
に
比
べ
使

用
率が
低

か
っ
た
の
は
'
こ
れ

ら
の
表
現
に
よ

うやく
宮
崎
県
の
主
な
断
定
辞

である
｢ヤ
｣

の
影
響
が
現
れ
て
き

た
た
め
と
考

える｡

ま
た
､
太

田二九
九
八
)
は
'
｢ダ
カ

ラ
ヨ
｣

に
つい
て
､
｢ほ
ん
と
に
そ
う
だ

よ
ね
｣
と
い
う

単なる
あ
い
づ
ち
の
意
味
し
か

持たな
いと
述
べ
て
い
る
が
､
筆
者

は
本
調
査
を
通
し
て
t
A
に
分
類
さ
れ
る
十
二
種
類

の
あ
い
づ
ち
は
'
使
わ
れ
る
場

面
や
同
意
の
程
度
に
よ
っ
て
意
味
合
い
に
微
妙
な
変
化
が

み
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
｡

今
回
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
協

力
し
て
く
れ
た
生
徒
の
中
に
'
自
由
記
述
欄
に
こ
れ

ら
の
あ
い
づ
ち
表
現
に
関
し
て
左
の
よ
う
な
意
見

を
書
い
て
く
れ
た
人
が
数
名
い

た
｡･
｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
だ
け
で
あ
い
づ
ち
が
う

て
る
｡
(男
'

〓
ハ
歳
)

･
｢ダ
カ
ラ
ヨ
L
L
か
使
わ
な
い
｡
文
末
の
上
げ
下
げ
で
使

い
分
け
る
｡
(女
'
一

七
歳
)

実
際
に
､
回
答
欄
に

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
ー
｣

と
､
文
末
に
矢
印
を
つ
け
文
末
上
昇
イ

ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
分
か
る
よ
う
に
記
入
し

て
く
れ
た
者
や
'
｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
!
!
｣､

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
ー
｣
な
ど
､
記
号
を
用

い
て
同
じ

｢ジ
ヤ
カ
イ
ヨ
｣
で
も
そ
れ
ぞ
れ

ニ
ュ
ア
ン
ス
が

異
な
る
こ
と
を
示
し
て

く
れ
た
者
も
数
人
い
た
｡
つ
ま
り
'
前
述
の

通
り
同
意
の
程
度
が
高
い
場
合
に

｢ジ
ヤ
｣
系
の
使
用
率
が
高
く
な
る
と
い
う
事
莱

が
あ
る

一
方
で
'
一
種
類
の
あ
い
づ
ち

表
現
を
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
等
で
使
い
分
け

て
い
る
者
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
上
京
し

た
友
人
が

｢ダ
カ
ラ
ヨ
｣
に
代
わ

る
言
葉
を
見
出
せ
ず
困
惑
し
た
り
､
か
と
い
っ
て

そ
の
東
京
簿
駅
が

｢ほ
ん
と
に
そ

う
だ
よ
ね
｣
と
言
わ
れ
て
も
し
っ
く
り
こ
な
か
っ
た

理
由
は
､
そ
こ
に
あ
る
の
だ
と

思
う
｡
本
調
査
の
対
象
と
し
て
き
た
A
に
分
類

さ
れ
る
あ
い
づ
ち
は
､
宮
崎
県
に
お
け
る

薪
方
言
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が

､
そ
の
使
用
の
頻
度
や
役
割
を
鑑
み
る
と
'

特
に
若
年
層
の
方
言
会
話
に
は
必
要
不

可
欠
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
｡
今

回
の
調
査
は
宮
崎
市
の
中
学
生

･
高
校

生
に
限
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
'
こ
れ
ら

が
ど
の
軽
度
普
及
し
て
い
る
の
か

､
ま
た
そ
の
世
代
差
な
ど
'
未
だ
明
ら
か
で
な
い

こ
と
も
多
い
が
'
筆
者
と
し
て

は
方
言
に
よ
る
会
話
を
よ
り
円
滑
に
進
め
る
術
と
し

て
､
後
世
に
受
け
継
が
れ
て
ほ

しい方言の



の
主
体
的
側
面
の
突
出
-
｣
『
早
稲
田
日
本
語
研
究
』
3

岸
江
信
介

二

九
九
六
)
｢宮
崎
方
言
の
動
向
｣
『
比
較
文
化
研
究
』
第
二
号

宮
崎

国
際
大
学
研
究
紀
要

(一
九
九
八
)
｢南
九
州
方
言
に
お
け
る
ダ
ヨ
ー
･
デ
ス
ヨ
の
ネ
オ
方

言
的
性
格
に
つ
い
て
｣
『
九
州
方
言
に
お
け
る
ネ
オ
方
言
の
実
態
』
科
研
費

報
告
書

木
部
暢
子

(
一
九
九
五
)
｢方
言
か
ら

『
か
ら
い
も
普
通
語
へ
』
｣
『
言
語
』

〓

別
冊

大
修
仲
春
店

九
州
方
言
学
会

(
一
九
六
九
)
『九
州
方
言
の
基
礎
的
研
究
』
風
間
番
房

(
一
九
九

一
)
『
九
州
方
言
の
基
礎
的
研
究

改
訂
版
』
風
間
番

房

小
西
い
ず
み

(二
〇
〇
〇
)
｢東
京
方
言
が
他
地
域
方
言
に
与
え
る
影
響

-
関
西

若
年
層
に
よ
る
ダ
カ
ラ
の
受
容
を
例
と
し
て
-
｣
『
日
本
語
研
究
』
第
二
十

号

東
京
都
立
大
学
国
語
学
研
究
室

陣
内
正
敏

二

九
九
六

a
)
｢西
日
本
方
言
の
変
容
と
関
西
方
言
｣
『方
言
の

現
在
』

明
治
書
院

二
九
九
六

b
)
『
地
域
語
の
生
態
シ
リ
ー
ズ
九
州
篇

地
方
中
核

(14)

都

市
方
言
の
行
方
』
お
う
ふ
う

陣
内
正
敏

･
坪
内
佐
智
世

二

九
九
五
)

｢地
元
意
級
と
開
放
性
の
共
存
す
る

都
市
方
言
｣

『
言
語
』
別
冊

『変
容
す
る
日
本
の
方
言
』

太
田
1
郎

二

九
九
八
)
r西
日
本
ネ
オ
方
言
調
査
｣
に
見
る
鹿
児
島
方
言
話
者

の
言
語
意
織
と
言
語
使
用
｣
『
九
州
方
言
に
お
け
る
ネ
オ
方
言
の
実
億
』
研

費
報
告
書

早
野
慎
吾

(二
〇
〇
八
)
｢宮
崎
県
の
言
語
動
態
･⊥
苫
崎
県
南
部
息
を
中
心
と
し

て
｣
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
七
二
'
至
文
堂

村
上
敬

一
他

二

九
九
八
)
｢九
州
に
お
け
る
ネ
オ
方
言
の
実
態
｣
科
研
費
成
果
報

告
番

【付
記
】
小
稿
は
平
成
二
二
年
度
首
都
大
学
東
京

都
市
教
養
学
部
卒
業
論
文
と
し

て
提
出
し
た
も
の
を
元
に
し
て
い
ま
す
｡
御
指
導
下
さ
っ
た
浅
川
哲
也
先

生
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
｡

(く
ろ
き

あ
す
な

･
首
都
大
学
東
京
)
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