
形
容
詞
「
か
し
か
ま
し
」
小
考

一
、
は
じ
め
に

　
仮
名
文
と
比
較
し
て
、
訓
読
に
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
は
、
異
な

り
語
数
、
使
用
回
数
共
に
少
数
で
あ
る
こ
と
が
、
築
島
裕
博
士
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
訓
読
に
用
ゐ
ら
れ
る
形
容
詞
は
、
そ
の
異
な
り
語
数
も
使
用
回

数
も
和
文
に
比
べ
て
相
当
に
少
数
だ
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
さ
う
で

あ
る
。
大
慈
恵
寺
三
蔵
法
師
伝
の
承
徳
黙
・
永
久
黙
の
異
な
り
語

数
は
僅
か
九
二
語
で
あ
る
の
に
対
し
、
源
氏
物
語
に
於
け
る
異
な

り
語
数
は
八
三
六
語
に
上
る
。
動
詞
に
於
て
は
、
慈
恵
伝
古
黙
七

八
四
語
に
対
し
て
源
氏
物
語
五
三
四
一
語
（
共
に
漢
語
動
詞
を
除

く
）
で
あ
っ
て
、
源
氏
物
語
の
方
が
約
六
・
五
倫
で
あ
つ
だ
の
に
、

形
容
詞
で
は
源
氏
物
語
の
方
が
約
九
・
一
倍
と
な
つ
て
ゐ
る
。
（
略
）

こ
の
よ
う
に
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
如
き
「
形
容
語
」
が
、
慈

森
　
脇
　
茂
　
秀

恩
伝
に
少
く
、
源
氏
物
語
に
多
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
訓
読
語
に
於

て
形
容
的
・
修
飾
的
な
表
現
が
乏
し
く
、
源
氏
物
語
で
は
そ
れ
が

豊
で
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
　
（
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
丸
六
三
　
　
（
昭
和
3
8
）
六
二
〇
頁
）
）

　
博
士
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
形
容
詞
が
多
く
、
豊
か
に
表
現
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
訓
読
語
に
於
い
て
は
形
容
詞
的
な
表
現
が
乏
し

く
、
そ
の
量
的
差
異
は
「
形
容
的
」
な
表
現
の
必
然
性
の
有
無
に

よ
る
と
お
考
え
の
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
、
博
士
は
、
「
形
容
詞
を
語
構
成
の
上
か
ら
み
る
と
、
源

氏
物
語
で
は
、
（
中
略
）
漢
語
を
含
む
も
の
が
多
い
」
こ
と
、
「
当

時
の
訓
読
に
用
ゐ
ら
れ
た
形
容
詞
に
は
、
ク
活
用
と
シ
ク
活
用
と

の
区
別
が
あ
る
」
こ
と
等
も
回
書
で
併
せ
て
指
摘
し
て
お
ら
れ
、
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こ
れ
ら
数
量
的
概
観
と
考
察
は
、
中
古
の
形
容
詞
の
全
体
像
を
考

察
す
る
上
で
、
欠
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
右
の
よ
う
に
、
訓
読
語
に
「
形
容
語
」
的
場
面
が
少
な
い
た
め
、

「
和
文
語
」
「
漢
文
訓
読
語
」
と
い
う
対
応
関
係
を
考
察
す
る
上
で

は
、
具
体
的
な
語
形
を
見
出
し
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、

こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
形
容
詞
「
か
し
か
ま
し
」
は
、
そ

の
出
現
は
仮
名
文
で
あ
り
、
「
漢
文
訓
読
」
に
は
「
カ
マ
ビ
ス
シ
」

が
用
い
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
語
形
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
漢
文
訓
読
語
「
カ
マ
ビ
ス
シ
」
に
つ
い
て
は
、

古
く
は
「
ク
活
用
」
で
、
後
に
「
シ
ク
活
用
」
に
転
じ
た
と
史
的

に
変
容
し
て
い
る
こ
と
が
、
前
出
築
高
博
士
の
御
著
書
に
御
指
摘

が
あ
り
、
ユ
ニ
ー
ク
な
変
遷
過
程
を
遂
げ
た
と
い
う
点
で
も
注
目

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
中
古
仮
名
文
中
の
「
か
し
か
ま

し
」
と
い
う
語
を
取
り
上
げ
、
そ
の
意
味
用
法
を
分
析
す
る
こ
と

で
、
築
高
説
に
導
か
れ
な
が
ら
、
所
謂
形
容
詞
か
ら
見
た
「
和
文

語
」
「
漢
文
訓
読
語
」
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
一
助
と

な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、
「
か
し
か
ま
し
」
の
語
構
成
と
清
濁

　
　
『
首
書
本
源
氏
物
語
』
（
桜
楓
社
）
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

（
本
文
中
の
傍
線
は
筆
者
。
以
下
、
同
じ
）

・
網
代
の
け
は
ひ
近
く
、
耳
か
し
か
ま
し
き
川
の
わ
た
り
に
て
、

静
か
な
る
思
ひ
に
か
な
は
ぬ
方
も
あ
れ
ど
、
い
か
ｙ
は
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
　
橋
姫
　
九
三
三
頁
）

当
該
箇
所
の
本
文
の
清
濁
注
記
に
は
、
「
み
ゝ
か
し
か
ま
し
き
第
　
　
　
一

五
音
節
の
「
か
」
首
書
清
ム
。
」
と
あ
り
、
清
音
で
あ
っ
た
こ
と
　
　
4
1

を
特
筆
し
て
い
る
が
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
等
の
他
の
注
釈
　
　
　
一

書
は
「
か
し
が
ま
し
」
と
濁
音
表
記
と
な
っ
て
い
る
。

話
　
カ
マ
　
｛
ビ
・
ミ
｝
　
ス
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』
佛
中
　
７
）

　
　
　
　
　
　
　
ｉ

・
姦
　
カ
シ
カ
マ
シ
　
ヨ
コ
サ
マ
　
ア
サ
マ
ク
　
カ
マ
ヒ
ス
シ

イ
ツ
ワ
ル
　
ミ
タ
リ
　
カ
ハ
シ
　
サ
マ
　
ア
ハ
ス
　
サ
ヘ
ヤ
ク

サ
ハ
カ
シ
　
カ
タ
マ
シ
　
又
ス
ム
　
サ
ス
カ
ニ



（
『
観
音
院
本
類
聚
名
義
抄
』
　
佛
中
　
九
　
８
）

　
中
古
の
「
か
し
か
ま
し
」
の
清
濁
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
な
論

拠
を
見
出
し
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
時
代
が
下
っ
て
、
『
目
葡
辞

書
』
に
は
、
「
か
し
か
ま
し
い
」
「
か
し
ま
し
い
」
「
あ
な
か
し
ま
し
い
」

が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

．
Ｃ
ａ
ｘ
ｌ
ｃ
ａ
ｍ
ａ
ｘ
ｌ
ｊ
　
カ
シ
カ
マ
シ
イ
（
首
し
い
）
２
回
回
路
（
姦
し
い
）

に
同
じ
。
物
騒
な
、
ま
た
は
、
喧
噪
な
（
も
の
）
。
▼
ン
目
ａ
ｌ
回
路
一

（
‥
ｐ
ｔ
ｎ
叫
∃
μ
吃
ご
ｚ
ひ
ｓ
ひ
口
叫

‐
C
a
x
l
m
a
x
l
j
　
カ
シ
マ
シ
イ
（
姦
し
い
）
　
や
か
ま
し
い
（
こ
と
）
、
ま

た
は
、
騒
ぐ
（
こ
と
）
。

‐
Ａ
ｎ
ａ
ｃ
ａ
ｘ
ｌ
ｍ
ａ
ｘ
ｌ
」
　
ア
ナ
カ
シ
マ
シ
イ
（
あ
な
首
し
い
）

ｙ
ロ
回
診
目
盛
（
あ
ら
姦
し
い
）
に
同
じ
。
ま
あ
、
な
ん
と
い
う

騒
が
し
さ
だ
ろ
う
。

古
辞
書
な
ど
で
は
、
「
か
し
か
ま
し
」
の
第
三
音
節
に
濁
音
で

あ
る
声
点
が
付
さ
れ
た
例
は
見
出
せ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
『
日
葡

辞
書
』
の
記
述
か
ら
、
少
な
く
と
も
中
世
後
期
ま
で
は
「
か
し
か

ま
し
い
」
と
清
音
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
た
め
、
中
古
に
お
い

て
も
第
三
音
節
は
清
音
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
、
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』
に
よ
れ
ば
、
漢
文
訓

　
　
　
　
１

詩
語
カ
マ
ビ
ス
シ
の
第
三
音
節
が
、
①
濁
音
符
が
あ
る
②
「
カ
マ

ビ
ス
シ
」
の
「
ビ
」
に
「
ミ
」
が
併
記
さ
れ
、
異
形
が
存
在
す
る
、

等
に
よ
り
、
第
三
音
節
は
濁
音
と
ほ
ぼ
断
定
で
き
る
こ
と
と
対
照

的
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
以
下
、
本
稿
で
は
「
か
し
か
ま
し
」
は
「
か
し
か
ま
し
」
と
清
　
　
4
2

音
で
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
「
か
し
か
ま
し
」
の
第
三
音
節
が
濁
音
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

『
角
川
古
証
人
辞
典
』
（
一
九
八
二
（
昭
和
5
7
）
　
中
村
幸
彦
他
編

角
川
書
店
）
の
「
か
し
か
／
が
ま
し
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

　
「
か
し
ま
し
」
と
「
か
ま
し
」
の
混
淆
に
よ
っ
て
成
立
し
た
語

か
。
古
く
「
か
し
か
ま
し
」
で
あ
っ
た
が
、
後
に
「
か
し
が
ま
し
」



と
な
っ
た
の
は
、
接
尾
語
「
が
ま
し
」
の
へ
の
類
推
も
あ
ろ
う
。

人
声
や
物
音
あ
る
い
は
う
わ
さ
話
が
う
る
さ
く
感
じ
ら
れ
る
さ
ま
。

や
か
ま
し
い
。

　
第
三
音
節
が
濁
音
化
す
る
要
因
に
つ
い
て
、
『
角
川
古
語
大
辞

典
』
は
接
尾
語
「
が
ま
し
」
の
へ
の
類
推
、
を
あ
げ
て
お
り
、
大

略
首
肯
さ
れ
る
べ
き
と
思
う
が
、
接
尾
語
「
が
ま
し
」
は
、
古
代

か
ら
近
代
に
か
け
て
造
語
能
力
を
保
持
し
て
お
り
、
更
に
詳
細
な

考
察
が
必
要
と
な
る
た
め
、
こ
こ
で
の
結
論
は
保
留
し
、
別
に
譲

る
。
た
だ
し
、
中
古
に
お
い
る
「
が
ま
し
」
は
、
「
は
れ
が
ま
し
」

の
よ
う
に
、
「
が
ま
し
」
が
下
接
し
て
も
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
評
価

を
表
現
す
る
語
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
も
の
が
、
中
世
以
後
に
、

「
が
ま
し
」
が
下
接
し
た
語
形
は
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
意
味
す
る

も
の
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
と
い
う
過
程
は
、
「
か
し
か
ま
し
」
が
本

来
有
す
る
マ
イ
ナ
ス
評
価
的
意
義
と
の
関
連
か
ら
も
そ
れ
ら
の
関

連
性
が
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
「
か
し
か
ま
し
」
の
成
立
は
、
「
か
し
ま
し
」
と
「
か
ま

し
」
の
混
淆
に
よ
り
生
じ
た
、
と
す
る
推
考
は
、
大
変
魅
力
的
で

は
あ
る
が
、
「
か
し
か
ま
し
」
が
「
か
し
ま
し
」
と
「
か
ま
し
」
の

混
淆
の
よ
っ
て
成
立
し
た
と
し
て
も
、
原
形
で
あ
る
「
か
し
ま
し
」

「
か
ま
し
」
の
上
代
、
中
古
の
用
例
数
が
共
に
少
な
い
、
と
い
う

問
題
点
が
残
る
。

　
一
方
、
『
古
語
大
辞
典
』
（
一
九
八
三
（
昭
和
5
8
）
　
中
田
祝
夫

編
　
小
学
館
）
の
「
か
し
か
ま
し
」
「
か
し
ま
し
」
「
か
ま
し
」
の

「
語
誌
」
を
担
当
さ
れ
た
山
口
佳
紀
博
士
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘

し
て
お
ら
れ
る
。

・
「
か
し
か
ま
し
」

古
く
「
か
し
か
ま
し
」
と
第
三
音
節
は
清
音
で
、
「
か
し
が
ま
し
」

と
な
っ
た
の
は
近
世
以
後
の
こ
と
。
「
か
し
」
は
「
か
し
ま
し
」
の

「
か
し
」
に
通
じ
、
つ
か
ま
」
は
［
か
ま
し
］
「
か
ま
か
ま
し
」
［
か

ま
び
す
し
］
な
ど
の
「
か
ま
」
と
同
じ
。

・
「
か
し
ま
し
」

「
か
し
」
は
「
か
し
か
ま
し
」
の
「
か
し
」
と
同
じ
く
、
う
る
さ

い
、
や
か
ま
し
い
の
意
で
、
「
ま
」
は
「
こ
り
ず
ま
」
「
か
へ
ら
ま
」

な
ど
の
「
ま
」
と
同
じ
接
尾
語
で
あ
ろ
う
。
上
代
で
は
、
「
か
し
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ま
し
」
の
例
が
確
認
で
き
な
い
が
、
万
葉
集
に
「
あ
ら
れ
降
り
」

が
地
名
「
鹿
島
（
か
し
ま
）
」
の
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

例
が
あ
る
。
あ
ら
れ
の
降
る
音
が
う
る
さ
い
と
こ
ろ
か
ら
か
か
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
「
所
聞
多
」
の

字
を
「
香
具
（
か
し
ま
）
」
に
当
て
た
歌
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
う

る
さ
い
意
の
「
か
し
ま
」
と
い
う
語
形
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
形
容
詞
と
し
て
活
用
し
た
の
か
、

ま
た
ク
活
用
、
シ
ク
活
用
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
の
点
は
、

不
明
と
す
る
ほ
か
な
い
。

・
「
か
ま
し
」

形
容
詞
と
し
て
の
確
例
は
な
い
が
、
風
土
記
の
地
名
説
話
や
、
平

安
時
代
の
「
あ
な
か
ま
」
と
い
う
言
い
方
な
ど
か
ら
、
形
容
詞

「
か
ま
し
」
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
「
あ
な
」
と
呼
応
す

る
感
動
文
の
文
末
は
、
シ
ク
活
用
な
ら
「
あ
な
か
ま
し
」
と
な
る

は
ず
で
あ
る
か
ら
、
「
か
ま
し
」
は
ク
活
用
と
考
え
ら
れ
る
。
「
か

ま
び
す
し
」
の
「
か
ま
」
も
こ
の
語
の
語
幹
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

一
方
、
「
み
み
か
ま
し
」
「
か
し
か
ま
し
」
「
や
か
ま
し
」
な
ど
、
「
か

ま
し
」
を
後
項
と
す
る
語
は
い
ず
れ
も
シ
ク
活
用
で
あ
る
か
ら
、

シ
ク
活
用
も
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
「
か
し
か
ま
し
」
が
「
か
し
が
ま
し
」
と
濁
音
化
し
た
の
は
、
「
近

世
以
後
の
こ
と
」
と
明
確
に
時
期
を
規
定
し
、
『
角
川
古
誇
大
辞

典
』
が
「
か
し
か
ま
し
」
を
、
「
か
し
ま
し
」
と
「
か
ま
し
」
の
混

淆
に
よ
っ
て
成
立
し
た
混
淆
説
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
か
し
か
ま

し
」
の
「
か
し
」
と
「
か
し
ま
し
」
「
か
し
」
は
同
じ
で
あ
る
、
と

い
う
派
生
関
係
を
説
い
て
い
る
。
両
誇
の
類
義
関
係
か
ら
す
れ
ば
、

大
変
興
味
深
い
。

「
か
し
ま
し
」
に
つ
い
て
は
、

カ
ン

姦

又
カ
シ
マ
シ

　
　
（
『
前
田
本
色
葉
字
類
抄
』
　
上
　
9
7
　
オ
　
４
　
）

の
よ
う
な
例
が
あ
り
、
ま
た
、

・
「
す
べ
て
交
ら
ひ
せ
ず
や
あ
ら
ま
し
」
と
恥
ぢ
惑
へ
ば
、
北
の

方
、
「
あ
な
か
し
ま
し
。
今
は
取
り
返
す
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
。
あ
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い
な
し
。
な
い
ひ
そ
。
た
ｙ
憎
く
お
ぼ
え
し
ま
ふ
に
せ
し
ぞ
か
し
」

と
い
ふ
に
、
か
ひ
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
落
窪
物
語
』
巻
之
三
　
一
八
三
頁
）

と
そ
の
存
在
を
知
り
得
る
。
た
だ
し
、
こ
の
用
例
に
つ
い
て
『
日

本
国
語
大
辞
典
　
改
訂
版
』
（
小
学
館
　
二
〇
〇
一
　
（
平
成
1
3
）
）

「
語
誌
」
に
は
、
「
こ
の
箇
所
は
本
文
に
異
同
が
あ
り
、
九
条
家
本

ど
で
は
、
「
か
し
か
ま
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
同
書
に
は
他
に
意

味
用
法
が
同
じ
「
あ
な
か
し
か
ま
し
」
が
二
例
見
え
、
「
源
氏
」
に

も
「
か
し
か
ま
し
」
や
「
み
み
か
し
か
ま
し
」
の
例
は
あ
る
が
「
か

し
ま
し
」
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
平
安
時
代
語
と
す
る
に
は
問
題

が
残
る
」
と
あ
り
、
慎
重
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
か
し
ま
し
」
自
体
は
前
述
の
如
く
、
中
古
に
お

い
て
用
例
数
が
少
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
『
落
窪
物
語
』
の
用
例
で
は
、
会
話
文
中
に
感
動
詞
「
あ
な
」

と
共
に
用
い
ら
れ
「
あ
な
か
し
ま
し
」
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

「
か
し
か
ま
し
」
も
感
動
詞
「
あ
な
」
と
承
接
し
た
「
あ
な
か
し

か
ま
し
」
形
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
語
幹
と
さ
れ
る
「
か
ま
」
と
共

起
し
た
「
あ
な
か
ま
」
形
も
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
と
い

っ
た
作
品
に
散
見
し
、
感
動
詞
「
あ
な
」
と
「
か
ま
」
系
形
容
詞

と
の
密
接
な
関
係
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
感
動
詞
「
あ
な
」
十

「
形
容
詞
語
幹
」
に
つ
い
て
は
、
後
で
述
べ
る
。

　
一
方
、
『
古
語
大
辞
典
』
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
形
容
詞
と

し
て
の
確
例
は
な
い
と
さ
れ
る
「
か
ま
し
」
に
つ
い
て
は
、
「
み
み

か
ま
し
」
と
い
う
例
で
『
栄
花
物
語
』
に
存
す
る
。

　
一
御
心
地
久
し
う
な
れ
ば
、
い
と
弱
く
な
ら
せ
給
ひ
て
、
と
も
す
　
　
　
一

れ
ば
消
え
入
り
ぬ
ば
か
り
に
お
は
し
ま
す
御
有
様
を
、
内
に
は
う
　
　
　
4
5

つ
ま
じ
き
女
房
達
か
は
り
く
に
ま
い
り
て
見
つ
べ
奏
す
れ
ば
、
　
　
　
一

さ
ま
く
み
み
か
ま
し
き
ま
で
の
御
い
の
り
ど
も
、
し
る
し
み
え

ず
、
い
と
い
み
じ
き
事
に
お
ぼ
し
惑
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
栄
花
物
語
』
巻
一
　
4
3
頁
）

　
こ
の
用
例
は
、
「
か
ま
し
」
が
単
独
形
で
用
い
ら
れ
た
数
少
な

い
用
例
で
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
　
改
訂
版
』
他
、
辞
書
に
は
採

録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
あ
る
。
が
、
『
栄
花
物
語
』
以
前
に
は
な

く
、
『
栄
花
物
語
』
成
立
期
に
「
（
み
み
）
か
ま
し
」
と
い
う
新
形



が
成
立
し
、
そ
れ
を
『
栄
花
物
語
』
が
採
録
し
た
と
い
う
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
、
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
こ
の
本
文
に
は
「
み

み
か
し
か
ま
し
」
と
い
う
異
本
も
あ
り
、
「
か
ま
し
」
確
定
例
と

断
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
保
留
す
る
。

　
た
だ
し
、
中
古
に
お
い
て
「
か
ま
し
」
と
い
う
語
形
が
存
在
す

る
、
あ
る
い
は
潜
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
想
定
さ
れ
得
る

し
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
と
い
う
こ
と
、
そ
の
「
か
ま
し
」
単
独

で
は
、
中
古
の
仮
名
文
学
作
品
に
は
表
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
、
と
思
う
。

　
で
は
、
中
古
に
お
い
て
「
か
し
か
ま
し
」
「
か
し
ま
し
」
「
カ
マ

ビ
ス
シ
」
が
存
し
た
わ
け
だ
が
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
「
か
し
か

ま
し
」
し
か
現
れ
な
い
と
い
う
、
所
謂
「
和
文
語
」
「
か
し
か
ま

し
」
の
特
性
を
考
え
て
み
よ
う
。

三
、
感
動
詞
「
あ
な
」
十
「
形
容
詞
語
幹
」

【
用
例
Ｉ
】
僧
正
へ
ん
ぜ
う

秋
の
野
に
な
ま
め
き
立
て
る
を
み
な
へ
し
あ
な
か
し
か
ま
し
花
も

ひ
と
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
集
』
巻
十
九
　
雑
体
　
一
〇
ヱ
ハ
）

［
用
例
２
１
　
１
ま
た
聞
え
給
は
ば
、
惟
成
法
師
に
成
り
な
ん
と
、
い
と

い
と
ば
し
。
猶
人
の
思
ふ
中
さ
く
る
は
、
大
事
に
は
あ
ら
ず
や
」

と
い
へ
ば
、
お
と
ｙ
、
「
い
ら
へ
も
せ
さ
せ
ず
い
ひ
な
す
か
な
。
誰

か
は
た
ｙ
今
、
「
去
り
給
へ
、
捨
て
給
へ
」
と
聞
ゆ
る
」
。
「
さ
て
、

さ
に
は
あ
ら
ず
や
、
め
あ
は
せ
奉
り
給
ふ
は
」
。
「
い
で
、
あ
な
、

か
し
か
ま
し
。
取
り
出
で
て
も
様
あ
し
か
ら
ん
か
。
な
ど
か
お
ど

ろ
く
し
う
は
い
ふ
べ
か
ら
む
。
か
た
へ
は
妻
を
思
ふ
な
め
り
」
。

い
と
ほ
し
と
思
ひ
な
が
ら
、
口
ふ
た
げ
に
い
へ
ば
、
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
落
窪
物
語
』
　
巻
之
二
　
Ｉ
五
六
頁
）

［
用
例
３
］
「
霧
ふ
か
き
あ
し
た
の
原
の
を
み
な
へ
し
心
を
寄
せ
て

見
る
人
ぞ
見
る
　
な
べ
て
や
は
」
な
ど
、
ね
た
ま
し
聞
ゆ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

「
あ
な
、
か
し
か
ま
し
」
と
、
は
て
く
は
、
腹
立
ち
給
ひ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
四
　
総
角
　
四
一
一
頁
）

［
用
例
Ｉ
］
　
「
用
例
２
一
　
【
用
例
３
】
は
「
あ
な
か
し
か
ま
し
」
の

用
例
で
、
「
用
例
１
一
は
「
古
今
和
歌
集
」
中
の
「
歌
語
」
と
し

て
、
［
用
例
２
］
　
［
用
例
３
］
は
引
用
節
中
の
用
例
で
あ
る
。
［
用
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例
２
］
は
感
動
詞
「
い
で
」
と
「
あ
な
」
が
共
起
し
て
お
り
、
「
い
や
、

あ
あ
や
か
ま
し
い
。
右
大
臣
の
こ
と
は
言
い
だ
し
た
だ
け
で
も
、

わ
る
い
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
そ
う
仰
山
ら
し
く
い
う
は
ず
の

こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
」
と
訳
出
で
き
る
、
発
話
文
中
の
引
用
節
に

「
か
し
か
ま
し
」
が
存
し
て
お
り
、
「
い
と
ほ
し
と
思
ひ
な
が
ら
、

口
ふ
た
げ
に
い
へ
ば
」
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
「
用
例
３
」
は
「
腹

立
ち
給
ひ
ぬ
」
場
面
で
あ
り
、
【
用
例
２
】
　
「
用
例
３
」
共
、
「
感

情
が
表
出
す
る
」
と
い
う
場
面
の
類
似
を
指
摘
で
き
る
。
「
用
例

３
」
『
大
系
』
頭
注
に
は
「
あ
あ
、
や
か
ま
し
（
う
る
さ
）
い
。
」

と
あ
り
、
そ
の
補
注
に
は
、
「
用
例
Ｉ
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の

「
あ
な
か
し
か
ま
し
」
は
「
用
例
Ｉ
一
『
古
今
和
歌
集
』
に
「
歌
語
」

と
し
て
採
録
さ
れ
る
ほ
ど
、
定
型
化
し
た
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
、
感
動
詞
「
あ
な
」
と
「
か
し
か
ま
し
」
と
の
早
期
の

共
起
、
呼
応
関
係
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

］
用
例
４
】
あ
た
ら
し
う
か
よ
ふ
婿
の
君
な
ど
の
内
裏
へ
ま
ゐ
る

ほ
ど
を
も
心
も
と
な
う
、
所
に
つ
け
て
わ
れ
は
と
思
ひ
だ
る
女
房

の
、
の
ぞ
き
け
し
き
ば
み
、
お
く
の
か
た
に
た
た
ず
ま
ふ
を
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

へ
に
ゐ
た
る
人
は
心
得
て
わ
ら
ふ
を
、
「
あ
な
か
ま
」
と
ま
ね
き
制

す
れ
ど
も
、
女
は
た
し
ら
ず
顔
に
て
、
お
ほ
ど
か
に
て
ゐ
給
へ
り
。

「
こ
こ
な
る
物
と
り
侍
ら
ん
」
な
ど
い
ひ
よ
り
て
、
は
し
り
う
ち
て

に
ぐ
れ
ば
、
あ
る
か
ぎ
り
わ
ら
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
枕
草
子
』
　
三
段
　
4
5
頁
）

［
用
例
４
一
「
あ
な
か
ま
」
も
、
や
は
り
引
用
節
に
用
い
ら
れ
て
お

り
、
後
接
部
「
ま
ね
き
制
す
れ
ど
も
」
か
ら
、
「
あ
な
か
ま
」
が
、

「
制
止
」
す
る
場
面
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
有
名
な
箇
所
で

あ
る
。
「
制
止
」
す
る
行
為
の
発
話
文
中
に
「
あ
な
か
ま
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
自
ら
の
「
感
情
の
表
出
」
に
止
ま
ら
ず
、

相
手
の
行
為
に
対
し
て
働
き
か
け
る
、
と
い
っ
た
意
味
用
法
を
意

味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
「
感
動
詞
『
あ
な
』
十
『
形
容
詞
語
幹
』
」
は
、
引

用
節
中
に
用
い
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
傾
向
を
示
す
。
『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
は
、
「
あ
な
か
ま
」
十
例
、
「
あ
な
か
ま
あ
な
か
ま
」
が

一
例
、
用
例
が
存
す
る
が
、
引
用
節
中
に
用
い
ら
れ
る
、
と
い
っ

た
傾
向
は
同
様
で
あ
る
。

　
以
下
、
用
例
を
挙
げ
る
。
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［
用
例
５
］
お
と
ゞ
も
渡
り
給
ひ
て
、
う
ち
解
け
給
へ
れ
ば
、
御

几
帳
隔
て
ゝ
お
は
し
ま
し
て
、
御
物
語
聞
え
給
ふ
を
、
「
暑
き
に
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

と
、
に
が
み
給
へ
ば
、
人
々
笑
ふ
。
「
あ
な
か
ま
」
と
て
、
脇
息

に
よ
り
お
は
す
。
い
と
、
安
ら
か
な
る
御
ふ
る
ま
ひ
な
り
や
。

　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
一
　
帚
木
　
8
7
頁
）

［
用
例
６
］
　
一
日
、
さ
き
お
ひ
て
わ
た
る
車
の
侍
り
し
を
、
の
ぞ

き
て
、
童
べ
の
急
ぎ
て
、
「
右
近
の
君
こ
そ
。
ま
づ
、
物
見
給
へ
。

中
将
殿
こ
そ
、
こ
れ
よ
り
渡
り
給
ひ
ぬ
れ
」
と
い
へ
ば
、
又
、
よ

　
　
　
　
　
　
　
ー
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

ろ
し
き
大
人
出
で
来
て
、
「
あ
な
か
ま
」
と
、
手
か
く
も
の
か
ら
、

「
い
か
で
、
さ
は
知
る
ぞ
。
い
で
、
見
ん
」
と
て
、
は
ひ
渡
る
。

　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
一
　
夕
顔
　
コ
二
四
頁
）

［
用
例
７
］
「
例
の
、
御
前
も
追
は
せ
給
は
ず
、
や
つ
れ
て
お
は
し

ま
し
け
む
よ
。
あ
な
、
い
み
じ
や
」
と
、
言
へ
ば
、
「
あ
な
か
ま
あ

も
あ
れ
ど
、
「
あ
な
か
ま
、
た
ま
へ
。
夜
声
は
、
さ
ｙ
め
く
し
も

　
　
　
　
　
　
　
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
－

ぞ
、
か
し
か
ま
し
き
」
な
ど
、
言
ひ
つ
仙
寝
ぬ
。
女
君
は
、
「
あ

ら
ぬ
人
な
り
け
り
」
と
思
ふ
に
、
あ
さ
ま
し
う
、
い
み
じ
け
れ
ど
、

声
を
だ
に
、
せ
さ
せ
給
は
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
五
　
浮
舟
　
二
Ｉ
七
頁
）

［
用
例
亘
「
と
て
」
、
「
用
例
６
」
「
と
」
、
「
用
例
７
」
「
と
」
、
「
用

例
８
」
「
な
ど
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
「
あ
な
か
ま
」
は
す
べ
て
引

用
節
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
［
用
例
８
］
は
「
た
ま
ふ
」

の
命
令
形
「
た
ま
へ
」
が
下
接
し
て
お
り
、
「
あ
な
か
ま
・
た
ま

へ
」
形
が
三
州
、
『
源
氏
物
語
』
に
存
し
て
お
り
、
そ
の
形
式
の

頻
用
度
、
乃
至
は
定
型
化
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
感
動
詞
「
あ
な
」
と
承
接
す
る
「
か
ま
」
形
に
つ
い
て
は
、
「
あ
な
」

と
呼
応
す
る
形
容
詞
は
必
ず
そ
の
形
容
詞
語
幹
で
あ
り
、
「
あ
な

か
ま
」
の
「
か
ま
」
は
「
か
ま
び
す
し
」
の
「
か
ま
」
で
な
く
、

「
か
ま
し
」
（
推
定
形
）
の
約
で
あ
ろ
う
、
と
論
ぜ
ら
れ
た
説
（
馬

淵
一
夫
（
「
国
語
研
究
」
2
3
　
国
語
文
化
研
究
所
　
昭
和
3
0
・
６
）

も
あ
り
、
「
あ
な
」
の
用
法
を
統
一
的
に
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
「
か

ま
し
」
を
推
定
す
る
こ
と
自
体
は
当
然
の
事
で
あ
ろ
う
が
、
問
題

－48－

な
か
ま
、
下
衆
な
ど
の
、
塵
ば
か
り
も
聞
き
た
ら
む
に
、
い
と
、

い
み
じ
か
ら
む
」
と
、
言
ひ
居
た
る
、
心
地
お
そ
ろ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
五
　
浮
舟
　
二
二
Ｉ
頁
）

［
用
例
８
］
御
供
の
人
な
ど
、
例
の
、
こ
ｙ
に
は
、
知
ら
ぬ
な
ら

ひ
に
て
、
「
あ
は
れ
な
る
、
夜
の
、
お
は
し
ま
し
ざ
ま
か
な
」
「
か
ゝ

る
、
御
有
様
を
、
御
覧
じ
知
ら
ぬ
よ
」
な
ど
、
さ
か
し
ら
が
る
人



は
「
か
ま
し
」
の
確
定
例
が
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

ま
た
、
『
古
語
大
辞
典
』
山
口
説
の
よ
う
に
「
か
ま
び
す
し
」
の

「
か
ま
」
と
「
か
ま
し
」
の
「
か
ま
」
を
同
源
と
す
る
見
方
も
あ

り
、
活
用
の
確
定
、
即
ち
ク
活
用
、
シ
ク
活
用
い
ず
れ
な
の
か
、

論
を
複
雑
に
し
て
い
る
而
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
一
方
で
、
「
か
ま
」
形
に
下
接
す
る
も
の
と
し
て
は
、
『
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

窪
物
語
』
に
「
か
し
か
ま
や
」
『
源
氏
物
語
』
に
「
あ
な
か
ま
や
」

が
二
例
、
用
例
が
存
す
る
。

［
用
例
９
］
「
は
や
う
さ
ぶ
ら
ひ
に
ま
れ
お
は
し
ね
」
と
い
へ
ば
、

「
只
今
人
の
い
ひ
つ
る
事
聞
え
む
。
あ
か
ら
さ
ま
に
出
で
給
へ
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ー
‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

聞
え
さ
す
れ
ば
、
「
何
事
ぞ
と
よ
。
か
し
か
ま
や
」
と
て
、
遣
戸

を
押
し
あ
け
て
さ
し
出
で
た
れ
ば
、
帚
刀
捕
へ
て
、
「
「
雨
ふ
る
夜

な
め
り
。
一
人
な
宴
そ
」
と
い
ひ
つ
れ
ば
、
い
ざ
給
へ
」
と
い
へ

ば
、
女
わ
ら
ひ
て
、
「
そ
よ
」
と
「
こ
と
な
か
り
」
と
い
へ
ど
、
強

ひ
て
行
き
て
臥
し
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
（
『
落
窪
物
語
』
　
巻
之
二
　
五
七
頁
）

］
用
例
９
］
の
『
大
系
』
頭
注
に
は
「
何
事
だ
と
い
う
ん
で
す
。
や

か
ま
し
い
こ
と
。
「
か
し
が
ま
」
は
シ
ク
活
用
形
容
詞
「
か
し
が

ま
し
」
を
感
動
的
に
言
い
出
し
た
語
。
「
あ
だ
ら
し
」
に
対
す
る

「
あ
た
ら
」
と
同
類
。
た
だ
し
全
書
本
大
成
久
老
本
「
か
し
が
ま

し
や
」
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
「
か
し
か
ま
」
か
「
か
し
か
ま
し
」
か
、
こ
こ
で
は
に
わ
か
に

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
「
や
」
が
下
接
し
て
い
る
用
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
の
「
あ
な
か
ま
や
」
と

「
か
ま
」
に
「
や
」
が
承
接
し
た
も
の
二
例
も
併
せ
て
、
「
や
」
が

後
接
す
る
こ
と
で
、
直
截
的
な
感
情
の
発
露
と
し
て
の
表
現
を
、

よ
り
際
だ
た
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
、
「
や
」
が
下
接
し
て
お
り
、
「
か
ま
・
や
」
形
の
類
型

化
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
－
一
、
「
か
し
か
ま
し
」

「
用
例
1
0
」
「
御
返
り
い
か
ぐ
聞
え
ん
」
と
い
へ
ば
、
「
い
さ
。
物

い
へ
ば
、
ひ
が
み
た
り
と
か
し
か
ま
し
う
い
へ
ば
、
聞
き
に
く
し
。

よ
き
事
知
り
、
物
の
こ
ｙ
ろ
知
り
た
ら
ん
人
、
推
し
量
り
て
申
せ
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か
し
」
と
い
へ
ば
、
（
略
）

（
『
落
窪
物
語
』
巻
之
四
　
二
Ｉ
八
頁
）

］
用
例
1
0
一
は
『
落
窪
物
語
』
中
の
用
例
で
あ
る
が
、
「
さ
あ
知
ら

な
い
よ
。
何
か
い
う
と
、
間
違
っ
て
い
る
と
や
か
ま
し
く
い
う
か

ーら
」
と
で
も
訳
出
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
か
し
か
ま
し
」

の
対
象
は
、
「
人
が
言
う
こ
と
」
で
あ
り
、
「
か
し
か
ま
し
」
は
「
い

へ
ば
」
を
修
飾
し
て
い
る
。

　
以
下
、
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
挙
げ
る
。

］
用
例
Ｈ
］
三
人
、
そ
の
子
は
あ
り
て
、
右
近
は
こ
と
人
な
り
け

れ
ば
、
「
お
も
ひ
へ
だ
て
犬
御
有
様
を
き
か
せ
ぬ
な
り
け
り
」
と
、

泣
き
恋
ひ
け
り
。
右
近
、
は
た
、
か
し
か
ま
し
く
言
ひ
騒
が
れ
ん

を
思
ひ
て
、
君
も
、
「
今
更
に
も
ら
さ
じ
」
と
、
忍
び
給
へ
ば
、
若

君
の
上
を
だ
に
、
え
聞
か
ず
、
あ
さ
ま
し
く
、
ゆ
く
へ
な
く
て
過

ぎ
行
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
一
　
夕
顔
　
一
七
三
頁
）

「
用
例
1
2
一
「
こ
よ
な
し
や
。
わ
れ
も
、
思
ひ
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ

り
し
を
」
な
ど
、
あ
さ
ま
し
う
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
「
今
、
殊
更
に
」
と
、

う
ち
け
ざ
や
ぎ
て
、
参
り
ぬ
。
い
と
よ
そ
ほ
し
く
、
さ
し
歩
み
給

ふ
ほ
ど
、
か
し
か
ま
し
う
お
ひ
は
ら
ひ
て
、
御
車
の
し
り
に
、
頭

巾
跡
ご
兵
衛
督
、
乗
せ
給
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
二
　
松
風
　
二
〇
七
頁
）

「
用
例
1
3
」
「
座
を
ひ
き
て
、
立
ち
た
う
び
な
ん
」
な
ど
、
お
ど
し

い
ふ
も
、
い
と
を
か
し
。
み
な
ら
ひ
給
は
ぬ
人
く
は
、
「
め
づ

ら
し
く
、
興
あ
り
」
と
思
ひ
、
こ
の
道
よ
り
出
で
立
ち
給
へ
る
上

達
部
な
ど
は
、
し
た
り
顔
に
う
ち
ほ
ふ
笑
み
な
ど
し
て
、
「
か
仙

る
か
た
ざ
ま
を
お
ぼ
し
好
み
て
、
心
ざ
し
給
ふ
が
、
め
で
た
き
事

と
、
い
と
ｙ
限
り
な
く
思
ひ
聞
え
給
へ
り
。
い
さ
ゝ
か
も
の
言
ふ

ー
　
　
　
　
　
万

を
も
制
す
。
な
め
げ
な
り
と
て
も
と
が
む
。
か
し
か
ま
し
う
の
ｙ

－50

し
り
を
る
顔
ど
も
犬
夜
に
入
り
て
は
、
中
く
ぃ
ま
少
し
、
掲

焉
な
る
火
か
げ
に
、
猿
楽
が
ま
し
く
、
わ
び
し
げ
に
、
人
わ
ろ
げ

な
る
な
ど
、
さ
ま
く
に
、
げ
に
、
い
と
、
な
べ
て
な
ら
ず
、
さ

ま
こ
と
な
る
わ
ざ
な
り
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
二
　
乙
女
　
二
八
〇
頁
）

［
用
例
1
4
一
「
（
略
）
か
た
ち
ょ
き
人
は
、
人
を
消
つ
こ
そ
、
憎
け

れ
」
と
、
の
給
へ
ば
、
人
々
、
笑
ひ
て
、
「
さ
れ
ど
、
御
前
に
は
、

お
さ
れ
た
て
ま
つ
り
給
は
ざ
め
り
」
「
い
か
ぽ
か
り
な
ら
む
人
か
、



宮
を
ば
、
消
ち
た
て
ま
つ
ら
む
」
な
ど
言
ふ
程
に
、
「
今
ぞ
、
車

よ
り
降
り
給
ふ
な
る
」
と
、
き
く
ほ
ど
、
か
し
か
ま
し
き
ま
で
、

お
ひ
の
ゝ
し
り
て
、
と
み
に
も
、
見
え
給
は
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
五
　
東
屋
　
一
五
七
頁
）

「
用
例
Ｈ
」
は
「
と
い
っ
て
も
、
右
近
は
又
、
夕
顔
の
死
去
を
夕

顔
の
宿
に
知
ら
せ
る
と
、
女
房
達
に
や
か
ま
し
く
騒
が
れ
る
か
も

知
れ
な
い
と
思
い
」
と
訳
出
で
き
る
が
、
「
用
例
1
0
」
同
様
「
言

ひ
騒
が
れ
ん
」
を
修
飾
し
、
そ
の
対
象
は
「
人
間
の
発
話
」
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
［
用
例
1
2
］
「
か
し
か
ま
し
」
の
修
飾
部
は

「
お
ひ
は
ら
ひ
て
」
で
あ
る
が
、
文
意
か
ら
し
て
「
追
い
払
う
」
動

作
性
動
作
の
中
に
「
発
話
」
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
［
用
例
1
3
］
は
「
い
さ
ｙ
か
も
の
言
ふ
を
も
制
す
」
と
あ
り
、

「
制
止
」
の
場
面
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
「
か
し

か
ま
し
」
の
修
飾
部
は
「
の
ｙ
し
り
を
る
」
で
あ
り
、
「
の
の
し

る
」
動
作
に
、
「
人
の
発
話
」
が
含
ま
れ
て
い
る
事
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
「
用
例
1
4
」
も
修
飾
部
が
「
お
ひ
の
メ
し
り
て
」
で
あ

り
、
一
用
例
1
2
一
「
お
ひ
は
ら
ふ
」
「
用
例
1
3
」
「
の
ｙ
し
り
を
り
」

と
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

］
用
例
３
】
「
霧
ふ
か
き
あ
し
た
の
原
の
を
み
な
へ
し
心
を
寄
せ
て

見
る
人
ぞ
見
る
　
な
べ
て
や
は
」
な
ど
、
ね
た
ま
し
聞
ゆ
れ
ば
、

「
あ
な
、
か
し
か
ま
し
」
と
、
は
て
く
は
、
腹
立
ち
給
ひ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
四
　
総
角
　
四
一
コ
貝
）

「
用
例
1
5
」
御
供
の
人
な
ど
、
例
の
、
こ
ｙ
に
は
、
知
ら
ぬ
な
ら

ひ
に
て
、
「
あ
は
れ
な
る
、
夜
の
、
お
は
し
ま
し
ざ
ま
か
な
」
「
か
仙

る
、
御
有
様
を
、
御
覧
じ
知
ら
ぬ
よ
」
な
ど
、
さ
か
し
ら
が
る
人

も
あ
れ
ど
、
「
あ
な
か
ま
、
た
ま
え
。
夜
声
は
、
さ
ふ
め
く
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
－

ぞ
、
か
し
か
ま
し
き
」
な
ど
、
言
ひ
つ
上
股
ぬ
。
女
君
は
、
「
あ

ら
ぬ
人
な
り
け
り
」
と
思
ふ
に
、
あ
さ
ま
し
う
、
い
み
じ
け
れ
ど
、

声
（
こ
ゑ
）
を
だ
に
、
せ
さ
せ
給
は
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
五
　
浮
舟
　
二
Ｉ
七
頁
）

「
用
例
３
１
　
１
は
終
止
形
「
か
し
か
ま
し
」
、
「
用
例
1
5
」
は
係
り
結

び
の
連
体
形
「
か
し
ま
し
き
」
で
あ
る
が
、
共
に
引
用
節
中
に
用

い
ら
れ
、
そ
の
対
象
は
［
用
例
３
］
「
ね
た
ま
し
聞
ゆ
」
こ
と
、
「
夜

声
」
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
「
発
話
」
「
人
の
発
す
る
音
声
」

で
あ
る
こ
と
が
、
指
摘
で
き
る
。
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四
－
ニ
、
「
み
み
か
し
か
ま
し
」

　
　
『
源
氏
物
語
』
で
は
「
か
し
か
ま
し
」
に
「
み
み
」
が
上
接
し

た
「
み
み
か
し
か
ま
し
」
形
が
十
例
用
い
ら
れ
て
お
り
、
一
特
徴

を
示
し
て
い
る
。

［
用
例
1
6
］
ご
ほ
／
へ
’
と
、
鳴
る
神
よ
り
も
、
お
ど
ろ
く
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

踏
み
と
ぐ
ろ
か
す
唐
臼
の
音
も
、
枕
上
と
お
ぼ
ゆ
。
「
あ
な
、
耳

（
み
ご
か
し
か
ま
し
）
と
、
こ
れ
に
ぞ
お
ぼ
さ
る
犬
な
に
の
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

き
と
も
聞
き
入
れ
給
は
ず
、
「
い
と
あ
や
し
う
目
ざ
ま
し
き
音
な

～～ひ
」
と
の
み
、
聞
き
給
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
一
　
夕
顔
　
コ
二
九
頁
）

［
用
例
1
6
］
は
感
動
詞
「
あ
な
」
と
呼
応
し
た
用
例
で
、
や
は
り
、

引
用
節
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
は
、
「
唐
臼
の
音
」

で
あ
り
、
「
発
話
」
と
い
っ
た
音
声
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
人
が

行
う
「
行
為
」
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

［
用
例
1
7
］
「
二
種
づ
犬
あ
は
せ
さ
せ
給
へ
」
と
、
き
こ
え
さ
せ

給
へ
り
。
お
く
り
物
、
上
達
部
の
緑
な
ど
、
世
に
な
き
さ
ま
に
、

内
に
も
外
に
も
、
繁
く
い
と
な
み
給
ふ
に
そ
へ
て
、
か
た
く
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
－
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

香
ど
も
選
り
と
ゝ
の
へ
て
、
か
な
う
す
の
お
と
、
耳
か
し
か
ま
し

ーき
頃
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
三
　
梅
枝
　
一
六
〇
頁
）

［
用
例
1
8
］
空
の
、
う
ち
曇
り
て
、
風
ひ
や
ｙ
か
な
る
に
、
い
と
、

い
た
く
、
う
ち
な
が
め
給
ひ
て
、
見
し
人
の
け
ぶ
り
を
雲
と
眺
む

れ
ば
夕
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な
と
、
ひ
と
り
ご
ち
給
へ
ど
、
え
、

さ
し
い
ら
へ
も
聞
え
ず
、
「
か
や
う
に
て
、
お
は
せ
ま
し
か
ば
」
と

思
ふ
に
も
、
胸
ふ
た
が
り
て
お
ぼ
ゆ
。
耳
か
し
か
ま
し
か
り
し
、

砧
（
き
ぬ
た
）
の
刑
を
お
ぼ
し
出
づ
る
さ
へ
、
恋
し
く
て
ヽ
「
ま
　
　
5
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

さ
に
長
き
夜
」
と
、
う
ち
誦
じ
て
、
臥
し
給
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
一
　
夕
顔
　
一
六
九
頁
）

口
用
例
川
ご
御
几
帳
ど
も
、
し
ど
け
な
く
ひ
き
や
り
つ
犬
人
げ

ち
か
く
、
世
づ
き
て
ぞ
見
ゆ
る
に
、
唐
猫
の
、
い
と
小
さ
く
、
を

か
し
げ
な
る
を
、
す
こ
し
大
き
な
る
猫
、
お
ひ
つ
ｙ
き
て
、
に
は

か
に
、
御
簾
の
つ
ま
よ
り
は
し
り
出
づ
る
に
、
人
々
、
お
び
え
騒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

ぎ
て
、
「
そ
よ
／
へ
」
と
、
み
じ
ろ
き
さ
ま
よ
ふ
け
は
ひ
ど
も
、
衣

～
ｊ

　
ｌ
の
音
な
ひ
、
耳
か
し
か
ま
し
き
心
ち
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
三
　
若
菜
上
　
三
〇
七
頁
）



［
用
例
1
7
］
　
の
対
象
も
「
か
な
う
す
の
お
と
」
で
あ
り
、
［
用
例
1
8
］

は
「
夕
の
空
も
な
つ
か
し
く
、
そ
の
上
、
夕
顔
の
宿
で
か
つ
て
聞

い
た
、
や
か
ま
し
か
っ
た
砧
の
音
を
お
思
い
出
し
な
さ
る
、
そ
の

音
ま
で
も
恋
し
く
て
」
と
訳
出
で
き
よ
う
が
、
そ
の
対
象
は
、
「
砧

の
音
」
で
あ
り
、
人
が
行
っ
た
結
果
と
し
て
の
「
音
」
と
い
う
共

通
点
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
［
用
例
1
9
］
は
「
み
じ
ろ
き
さ
ま

　
　
ー

　
　
－

よ
ふ
け
は
ひ
」
で
あ
る
か
ら
、
直
接
的
に
「
声
」
を
か
け
る
の
で

は
な
く
、
「
衣
の
音
な
ひ
」
即
ち
、
「
み
み
か
し
か
ま
し
」
の
対
象

は
「
物
音
を
立
て
る
」
物
音
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
に

そ
の
来
訪
を
知
ら
せ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

［
用
例
2
0
］
こ
の
住
む
所
は
、
肥
前
の
国
と
ぞ
言
ひ
け
る
。
そ
の

わ
た
り
に
も
、
い
さ
ｙ
か
よ
し
あ
る
人
は
、
ま
づ
、
こ
の
少
貳
の

む
ま
ご
の
あ
り
さ
ま
を
き
ｙ
伝
へ
て
、
な
ほ
、
絶
え
ず
音
づ
れ
く

ａる
も
、
い
と
耳
か
し
か
ま
し
き
中
に
、
大
夫
の
監
と
て
、
肥
後
の

国
に
、
ぞ
う
広
く
、
か
し
こ
に
つ
け
て
は
、
お
ぼ
え
あ
り
、
い
き

ほ
ひ
厳
し
き
つ
は
者
有
り
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
二
　
玉
鬘
　
三
三
四
頁
）

「
用
例
2
0
一
は
「
耳
か
し
か
ま
し
き
」
対
象
が
、
「
音
づ
れ
く
る
」

こ
と
で
あ
り
、
「
お
と
」
が
共
通
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
あ
り

さ
ま
を
き
ゝ
伝
へ
て
」
「
絶
え
ず
」
「
お
と
づ
れ
く
る
」
の
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
「
便
り
」
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
用
例
2
1
】
山
風
に
堪
へ
ぬ
木
々
の
こ
ず
ゑ
も
、
峯
の
葛
葉
も
、
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

あ
わ
た
ｙ
し
う
、
あ
ら
そ
ひ
散
る
ま
ぎ
れ
に
、
た
ふ
と
き
読
経
の

声
（
こ
ゑ
）
か
す
か
に
、
念
佛
な
ど
の
声
ば
か
り
し
て
、
人
の
け

は
ひ
、
い
と
少
な
う
、
木
枯
の
吹
き
は
ら
ひ
た
る
に
、
鹿
は
、
た
べ

簸
の
も
と
に
た
ゝ
ず
み
つ
大
山
田
の
引
板
に
も
お
ど
ろ
か
ず
、

色
漉
き
稲
ど
も
の
中
に
ま
じ
り
て
、
う
ち
鳴
く
も
、
う
れ
へ
顔
な

り
。
瀧
の
声
（
こ
ゑ
）
は
、
い
と
ｙ
、
物
思
ふ
人
を
驚
か
し
が
は

に
、
耳
か
し
か
ま
し
う
、
と
ゞ
ろ
き
響
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
四
　
夕
霧
　
コ
二
六
頁
）

【
用
例
凹
一
】
お
も
ひ
捨
て
た
ま
へ
る
世
な
れ
ど
も
、
「
い
ま
は
」
と
、

住
み
離
れ
な
ん
を
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
る
。
網
代
（
あ
じ
ろ
）
の

ー
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

け
は
ひ
ち
か
く
、
耳
か
し
か
ま
し
き
何
の
わ
た
り
に
て
、
し
づ
か

な
る
思
ひ
に
、
か
な
は
ぬ
方
も
あ
れ
ど
、
い
か
ジ
は
せ
む
。

　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
四
　
橋
姫
　
三
〇
三
頁
）
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］
用
例
2
3
】
秋
の
す
ゑ
つ
か
た
、
四
季
に
あ
て
つ
ゝ
し
給
ふ
御
念

佛
の
、
「
こ
の
河
づ
ら
は
、
網
代
の
波
も
、
此
の
ご
ろ
は
、
い
と
べ

耳
か
し
か
ま
し
く
、
静
か
な
ら
ぬ
を
」
と
て
、
か
の
阿
闇
梨
の
住

む
寺
の
堂
に
、
う
つ
ろ
ひ
給
ひ
て
、
七
日
の
ほ
ど
、
お
こ
な
ひ
給

ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
四
　
橋
姫
　
三
一
〇
頁
）

　
［
用
例
2
1
］
は
「
読
経
の
声
（
こ
ゑ
）
」
「
念
佛
な
ど
の
声
」
ば

か
り
す
る
な
か
で
、
こ
こ
で
の
「
み
み
か
し
か
ま
し
」
の
対
象
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

「
滝
の
音
」
で
あ
る
。
「
［
用
例
2
2
一
は
「
網
代
（
あ
じ
ろ
）
の
け

ー
　
　
　
　
　
―

―
　
　
　
　
　
―

は
ひ
」
は
、
【
用
例
1
9
】
「
み
じ
ろ
き
さ
ま
よ
ふ
け
は
ひ
」
と
共
通

し
、
披
修
飾
語
が
「
河
」
で
あ
る
。
ま
た
、
［
用
例
2
3
］
は
「
網

代
の
設
備
（
け
は
ひ
）
が
近
く
、
網
代
木
に
寄
る
波
の
耳
に
や
か

ま
し
い
、
宇
治
川
の
岸
の
辺
で
」
と
訳
出
で
き
、
「
河
づ
ら
」
の

「
網
代
の
波
」
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る

の
は
「
水
の
音
」
と
い
う
点
で
あ
り
、
人
の
発
す
る
「
音
声
」
で

は
な
く
、
自
然
の
、
あ
る
い
は
人
為
的
な
「
音
響
」
が
対
象
と
な

っ
て
い
る
。

［
用
例
2
4
］
女
房
に
も
、
け
近
く
馴
れ
寄
り
つ
大
患
ふ
事
を
語

ら
ふ
に
も
、
た
よ
り
あ
り
て
、
夜
昼
、
あ
た
り
去
ら
ぬ
耳
か
し
か

ま
し
さ
を
、
う
る
さ
き
も
の
犬
心
苦
し
き
に
、
か
む
の
殿
も
、

お
ぼ
し
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
四
　
竹
河
　
二
五
三
頁
）

［
用
例
苑
さ
ま
く
田
乙
ひ
給
ふ
に
、
御
文
あ
り
。
「
れ
い
よ
り
は
、

嬉
し
」
と
、
お
ぼ
え
給
ふ
も
、
か
つ
は
あ
や
し
。
秋
の
け
し
き
も

知
ら
ず
顔
に
、
青
き
枝
の
、
か
た
へ
、
い
と
濃
く
も
み
ぢ
た
る
を
、

お
な
じ
枝
を
わ
き
て
染
め
け
る
山
姫
に
い
づ
れ
か
深
き
色
と
問

は
ゞ
や
　
さ
ば
か
り
、
恨
み
つ
る
気
色
も
な
く
万
言
ず
く
な
に
こ
　
　
　
一

と
そ
ぎ
て
、
お
し
つ
ゝ
み
給
へ
る
を
、
「
『
そ
こ
は
か
と
な
く
、
も
　
　
5
4

て
な
し
て
、
や
み
な
む
』
と
な
め
り
」
と
、
見
給
ふ
も
、
心
さ
わ
　
　
　
一

ぎ
て
、
耳
か
し
か
ま
し
く
、
「
御
返
り
」
と
い
へ
ば
、
「
き
こ
え
給

へ
」
と
、
ゆ
づ
ら
ん
も
、
う
た
て
お
ぼ
え
て
、
さ
す
が
に
、
書
き

に
く
大
恩
ひ
み
だ
れ
給
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
四
　
総
角
　
四
〇
九
頁
）

［
用
例
2
4
一
は
「
意
中
を
話
し
合
う
に
も
、
便
宜
が
あ
る
の
で
（
女

房
に
取
次
を
頼
む
と
）
、
夜
も
昼
も
、
女
房
達
が
玉
鬘
の
そ
ば
を

離
れ
ず
、
蔵
人
少
将
の
申
出
を
取
り
次
ぐ
騒
々
し
さ
を
」
と
訳
出



で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
た
よ
り
」
に
対
す
る
取
り
次
ぎ
の
煩

わ
し
さ
が
「
う
る
さ
き
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
。
【
用
例
2
5
】
は
、

「
や
か
ま
し
く
う
る
さ
く
、
「
御
返
事
を
早
く
」
と
言
う
か
ら
」
と

訳
出
で
き
よ
う
。

　
こ
の
　
［
用
例
嗣
　
「
用
例
2
5
」
は
、
「
た
よ
り
」
と
い
う
点
で
共

通
し
、
実
際
に
「
発
話
す
る
こ
と
」
が
「
み
み
か
ま
し
」
な
の
で

は
な
く
、
相
手
に
つ
た
え
る
「
行
為
」
が
「
み
み
か
し
か
ま
し
」

で
あ
る
、
と
い
う
点
て
、
他
の
用
例
と
共
通
し
て
い
る
、
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
み
み
か
し
か
ま
し
」
の
対
象
は
、
自
然

の
水
音
や
、
人
の
動
作
な
ど
の
「
音
響
」
が
対
象
で
あ
っ
て
、
「
か

し
か
ま
し
」
と
は
そ
の
対
象
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　
感
動
詞
「
あ
な
」
十
「
形
容
詞
語
幹
」
は
引
用
節
中
に
用
い
ら

れ
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
「
か
し
か
ま
し
」
の
対
象
は
、

人
間
の
発
す
る
「
音
声
」
で
あ
る
が
、
「
耳
か
し
か
ま
し
」
の
場

合
、
そ
の
対
象
は
、
自
然
に
生
じ
た
り
、
ま
た
人
間
が
動
作
に
よ

り
生
じ
た
「
音
響
」
で
あ
る
、
と
い
う
明
確
な
相
違
点
が
あ
る
。

「
み
み
（
耳
）
」
と
「
か
し
が
ま
し
」
と
が
接
合
す
る
こ
と
で
、
そ

れ
ら
の
対
象
を
区
別
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の

用
語
は
、
形
容
詞
の
一
用
法
か
ら
し
て
も
、
整
然
と
し
た
用
語
選

択
が
あ
っ
た
論
拠
と
な
り
う
る
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

・
同
じ
き
十
二
月
二
日
、
に
は
か
に
都
が
へ
り
あ
り
け
り
。
新
都

は
北
は
山
に
添
ひ
て
た
か
く
、
南
は
海
ち
か
く
し
て
く
だ
れ
り
。

－－
浪
の
音
つ
ね
は
か
ま
び
す
し
く
、
塩
風
は
げ
し
き
所
也
。

　
　
　
　
　
（
『
平
家
物
語
』
上
　
巻
第
五
　
三
七
九
頁
）

誼
］
　
カ
マ
ヒ
ス
シ
　
ソ
シ
ル
　
サ
ハ
カ
シ
　
ミ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』
法
上
　
5
0
）

　
右
の
『
平
家
物
語
』
の
用
例
は
、
対
象
が
「
浪
の
音
」
で
あ
る

か
ら
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
「
み
み
か
し
か
ま
し
」
と
で
も
あ
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
後
世
、
漢
文
訓
読
語
カ
マ
ビ
ス
シ
が
漢
字
仮

名
混
じ
り
文
な
ど
で
、
シ
ク
活
用
に
転
ず
る
の
は
、
主
観
的
な
感

情
表
現
の
獲
得
と
恐
ら
く
無
縁
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
「
さ

は
が
し
」
等
の
他
の
類
義
語
と
の
関
係
や
史
的
変
遷
は
、
今
後
の
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課
題
と
し
た
い
。

　
本
文
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
『
首
書
本
源
氏
物
語
』
は
『
源

氏
物
語
　
全
』
（
今
泉
忠
義
他
編
　
桜
楓
社
　
▽
几
七
七
（
昭
和

5
2
）
）
に
依
っ
た
。
本
文
は
『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』
（
正
宗
敦

夫
　
風
間
書
房
　
▽
几
七
四
（
昭
和
4
9
）
）
、
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』

（
土
井
忠
生
他
編
　
岩
波
書
店
　
一
九
八
〇
）
そ
の
ほ
か
は
『
日

本
古
典
文
学
大
系
』
に
依
り
、
必
要
に
応
じ
て
底
本
を
参
照
し
、

本
文
の
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
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