
「しか」

は
係
助
詞
か

一
、
は
じ
め
に

係
助
調
・
副
助
調
の
類
を
所
謂
「
と
り
た
て
助
詞
」
ま
た
は
「
と

り
た
て
詞
」
と
し
て
把
握
す
る
論
の
登
場
（
「
と
り
た
て
助
詞
」
と

「
と
り
た
て
調
」
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
で
あ
る
）
は
、
係
助
調
、

副
助
調
に
属
す
る
倍
々
の
助
調
の
在
り
様
を
再
検
討
す
る
契
機
と

な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
現
代
語
助
調
「
し
か
」

は
、
副
助
詞
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
（
例
え
ば
、
学
燈
社

『
酌
耕
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
綿
一
貝
、
阪
田
雪
子
執
範
）
が
、
近
年
で

Fhu 

は
、
と
り
た
て
助
詞
や
と
り
た
て
調
、
或
い
は
、
係
助
調
と
さ
れ
る

こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
例
え
ば
、
寺
村
秀
夫
（
一
九
九
一
）
、

中
西
久
美
子
（
一
九
九
五
）
で
は
と
り
た
て
助
詞
、
沼
田
善
子
（
二

0
0
0）
、
庵
功
雄
（
二

O
O
一
）
で
は
と
り
た
て
詞
で
あ
る
が
、
木

田
敦
子
（
一
九
九
八
）
で
は
係
助
調
で
あ
る
。
も
と
は
、
山
田
孝
雄

（
一
九
三
六
）
が
「
し
か
」
を
係
助
調
と
し
て
い
る
。
森
田
良
行

（二

O
O
二
）
は
、
一
般
論
と
し
な
が
ら
、
係
助
調
と
し
て
「
は
／

半

藤

明

英

も
／
こ
そ
／
さ
え
／
で
も
／
し
か
」
を
挙
げ
て
い
る
（
剖

1
U
頁）。

此
島
正
年
（
一
九
七
三
）
に
よ
れ
ば
、
「
し
か
」
に
は
体
言
性
が
な

。
、
そ
の
点
で
「
し
か
」
は
副
助
調
の
中
で
も
最
も
係
助
調
に
近
い

も
の
で
あ
る
（
加
頁
）
。
即
ち
、
副
助
調
と
扱
う
に
し
て
も
係
助
調
性

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
「
し
か
」
の
識
別
に
は
難
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
助
調
の
分
類
に
は
個
別
の
判
断
基
準
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
上
記
す
べ
て
の
見
解
を
同
列
上
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
分
類
上
の
所
属
が
定
ま
ら
な
い
状
況
は
好
ま

し
い
こ
と
で
は
な
い
。

助
詞
の
分
類
上
、
「
と
り
た
て
詞
」
と
「
係
助
調
、
お
よ
び
、
副
助

詞
」
は
並
立
し
得
な
い
。
そ
れ
は
、
宮
地
朝
子
（
一
九
九
九
）
が

「
『
と
り
た
て
調
』
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
こ
れ
ら
（
略
）
の
助
詞
群

の
機
能
の
共
通
性
に
注
目
し
、
『
と
り
た
て
』
と
し
て
一
括
し
た
も
の

で
あ
り
、
係
助
詞
と
副
助
詞
の
区
分
は
不
必
要
と
す
る
立
場
を
と

る
」
（
日
頁
）
と
す
る
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま

ず
「
し
か
」
を
係
助
調
と
認
定
し
得
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
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的
問
題
と
し
て
考
察
す
る
。
が
、
そ
の
こ
と
は
、
当
然
に
、
係
助
詞
、

副
助
詞
が
如
何
な
る
助
調
で
あ
る
か
を
反
映
す
る
も
の
と
な
る
。

二
、
構
文
上
の
在
り
様

従
来
、
「
し
か
」
は
、
他
の
副
助
調
と
の
比
較
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と

が
多
く
、
単
独
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

こ
の
助
調
の
意
味
・
用
法
が
限
定
的
で
あ
り
、
理
解
が
そ
れ
ほ
ど
難

し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
因
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

可
能
性
は
、
ふ
た
つ
し
か
な
い
。

1 

（
井
上
章
一
『
美
人
論
』
）

2

い
ま
は
も
う
「
人
間
と
し
て
の
生
き
方
」
と
い
う
問
い
し

か
自
分
に
は
な
い
ん
で
す
。

（
西
部
遁
・
栗
本
槙
一
郎
対
談
『
立
ち
腐
れ
る
日
本
』
）

と
も
に
、
文
意
は
「
ふ
た
つ
」
「
『
人
間
と
し
て
の
生
き
方
』
と
い

う
問
い
」
以
外
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
述
部
に
は
形
容

詞
「
な
い
」
を
配
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
し
か
」
は
「
特
定
の

事
物
以
外
の
も
の
を
全
く
否
定
」
し
、
「
常
に
必
ず
否
定
の
語
と
呼
応

し
て
用
い
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
（
秀
英
出
版
『
現
代
語
の
助
調
・

助
動
詞
｜
用
法
と
実
例
｜
』
、
印
頁
）
。
即
ち
、
意
味
・
用
法
は
、
一

つ
に
限
定
さ
れ
る
。

構
文
上
の
出
現
位
置
に
特
段
の
限
定
性
は
見
ら
れ
な
い
。
「
し
か
」

の
上
接
語
は
、
体
言
、
連
用
成
分
、
動
調
、
助
動
詞
の
よ
う
に
多
様

で
あ
る
。
以
下
に
、
格
助
詞
・
接
続
助
調
「
て
」
・
副
助
調
に
下
接
の

例
（
3
1
7
）
と
、
動
調
・
助
動
調
に
下
接
の
例
（
8
、
9
）
を
挙

げ
て
お
く
。

3 

や
は
り
、
深
尾
の
結
論
が
、
ど
こ
か
お
か
し
い
の
だ
。
こ

と
の
一
面
を
し
か
、
物
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

4 

（
『
美
人
論
』
）

・
：
そ
れ
を
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
、
お
館
さ

ま
と
し
て
の
信
玄
に
し
か
な
か
っ
た
。

5 

（
『
立
ち
腐
れ
る
日
本
』
）

し
か
し
他
人
は
、
結
局
は
正
面
か
ら
し
か
見
て
く
れ
な
い

ん

で

す

よ

ね

。

（

同

）

で
す
か
ら
、
戦
後
処
理
の
金
の
こ
と
に
つ
い
て
し
か
考
え

た
く
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
で
も
い
い
ん
で
す
。
（
同
）

現
在
の
日
本
人
は
、
日
本
の
文
明
の
行
く
末
に
つ
い
て
は
、

ひ
た
す
ら
な
る
飛
期
状
態
だ
け
し
か
想
像
で
き
な
い
の
だ
と

思

い

ま

す

。

（

同

）

と
い
う
こ
と
は
、
も
う
あ
の
悲
恋
の
中
に
身
も
心
も
焼
き

つ
く
し
て
し
ま
っ
た
穂
積
に
は
、
恋
な
ど
す
る
力
は
な
く

な
っ
て
、
わ
が
娘
の
ご
と
き
少
女
を
い
つ
く
し
む
し
か
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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と
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間
』
）



自
分
の
語
っ
て
い
る
対
象
を
愛
そ
う
と
す
る
気
持
ち
も
、

信
じ
よ
う
と
す
る
思
い
も
な
し
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
な
に
ご

と
か
を
語
る
、
自
分
に
関
心
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
語
る
と

い
う
の
は
、
や
は
り
退
屈
し
の
ぎ
で
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

（
『
立
ち
腐
れ
る
日
本
』
）

ま
た
、
単
文
・
複
文
を
問
わ
ず
、
連
体
句
内
（
印
、
日
）
・
条
件
句

内
（
ロ
、
日
）
に
も
使
用
さ
れ
る
。

叩
け
れ
ど
も
、
義
務
で
し
か
な
い
も
の
を
権
利
と
錯
覚
し
、

喜
び
勇
ん
で
投
票
場
に
行
く
、
「
女
」
た
ち
と
い
う
の
は
そ
う

い
う
代
物
な
ん
で
す
。
（
『
立
ち
腐
れ
る
日
本
』
）

日
こ
う
言
う
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
人
間
に
、
生
徒
が

反
感
を
持
つ
の
は
と
う
ぜ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。

9 

（
斎
藤
喜
博
『
君
の
可
能
性
』
）

ロ
表
面
的
な
つ
き
あ
い
し
か
し
な
い
か
ら
、
容
姿
で
え
ら
ん

で
し
ま
う
。

（
『
美
人
論
』
）

口
個
人
だ
け
で
は
、
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
、
五
の
カ
を
五

だ
け
し
か
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
学
校
で
は
、
五
の
カ

を
十
に
し
た
り
十
五
に
し
た
り
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
と

こ

ろ

で

あ

る

。

（

『

君

の

可

能

性

』

）

こ
の
よ
う
に
「
し
か
」
の
上
接
語
の
在
り
様
は
、
多
く
の
副
助
詞

の
も
の
と
大
差
な
く
、
ま
た
、
厳
格
な
構
文
規
則
が
存
在
す
る
よ
う

に
も
見
え
な
い
）
。
連
体
句
内
・
条
件
勾
内
に
も
収
ま
る
出
現
位
置
の

自
由
度
の
高
さ
は
、
こ
の
助
詞
が
構
文
的
関
与
よ
り
も
意
味
的
関
与

を
強
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

但
し
、
格
助
詞
や
他
の
副
助
調
が
下
接
す
る
こ
と
は
な
く
、
否
定

語
も
し
く
は
形
容
調
「
な
い
」
と
呼
応
す
る
形
式
（
以
下
、
「
し
か
・

な
い
」
形
式
）
が
厳
然
と
保
た
れ
る
。
「
し
か
」
構
文
は
、
そ
の
形
式

で
な
け
れ
ば
構
文
的
に
も
意
味
的
に
も
成
り
立
た
ず
、
非
文
と
な
る
。

「
し
か
」
の
用
法
は
、
そ
の
形
式
を
作
る
こ
と
が
構
文
成
立
の
絶
対

条
件
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
副
助
詞
の
在
り
様
と
し
て
は
特
殊
で

あ
る
。歴

史
的
に
見
る
と
、
「
し
か
」
の
文
献
上
へ
の
出
現
は
近
世
後
期
の

江
戸
語
と
さ
れ
お
が
、
当
時
か
ら
既
に
否
定
語
を
伴
う
表
現
形
式
で

あ
り
、
文
の
形
式
は
拘
束
的
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
「
し
か
」
の
用
法
は
、

発
生
当
時
か
ら
今
も
っ
て
変
化
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
「
し
か
・
：
な
い
」
形
式
の
拘
束
性

oo 
cu 

宮
地
朝
子
（
一
九
九
七
）
・
（
二

O
O
O）
は
、
「
し
か
」
が
係
助
詞

で
あ
る
こ
と
を
歴
史
的
変
遷
や
方
言
か
ら
の
検
討
を
視
野
に
主
張
す

る
。
そ
の
主
張
の
中
心
に
は
、
近
世
に
成
立
し
た
〈
其
他
否
定
〉
の

意
味
機
能
を
持
つ
「
1
シ
カ
・
：
ナ
イ
」
構
文
が
格
助
詞
や
他
の
副
助

詞
に
下
接
す
る
こ
と
を
以
て
係
助
詞
の
構
文
的
特
徴
と
す
る
こ
と
が

あ
る
（
左
お

i
m頁
）
。
同
じ
く
「
し
か
」
を
係
助
調
と
す
る
前
掲
諸



説
に
も
、
同
様
の
認
識
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
「
し
か
」
の
助
詞
と
し
て
の
在
り
様
を
保

証
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
古
典
語
「
だ
に
」

に
は
格
助
詞
・
副
助
調
が
下
接
し
な
い
が
、
な
れ
ば
、
「
だ
に
」
は
係

助
詞
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
格
助
調
や
副
助
詞
へ

の
下
接
が
必
ず
し
も
係
助
詞
の
構
文
的
特
徴
で
あ
る
と
絶
対
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
代
語
「
こ
そ
」
と
他
助
詞

と
の
相
互
承
接
も
、
「
だ
け
」
「
ば
か
り
」
の
よ
う
な
副
助
調
の
も
の

に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
「
こ
そ
」
に
「
取
り
立
て
」
機
能
が
認
め
ら

れ
、
，
ま
た
、
連
体
句
内
の
主
語
に
付
き
に
く
い
等
の
構
文
的
制
約
が

あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
係
助
詞
と
判
断
す
べ
き
も
の
と
な
る
。

助
詞
の
相
互
承
接
の
状
況
が
必
ず
や
助
調
の
在
り
様
を
規
定
す
る
も

の
で
は
な
く
、
「
し
か
」
の
場
合
に
も
、
よ
り
広
範
で
総
合
的
な
判
断

が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

助
詞
の
相
互
承
接
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
助
調
の
機
能
を
完
全
に
す
る

も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
格
助
調
や
副
助
調
に
下
接
す
れ
ば
、
必
ず

係
助
調
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
「
し
か
」
の
場
合
、
格

助
調
・
副
助
調
に
下
接
す
る
理
由
が
係
助
調
云
々
と
は
別
の
問
題
と

し
て
論
じ
得
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

浅
見
佐
久
江
（
一
九
五
七
）
は
、
「
文
中
で
い
か
な
る
機
能
を
託
さ

れ
よ
う
と
同
一
の
言
語
形
式
を
と
る
以
上
、
こ
れ
ら
は
何
ら
か
の
共

と
し
つ
つ
、
「
格
機
能
な
ど
は
比
較
的
固
定
的
で
、

通
性
が
あ
る
筈
」

こ
れ
が
託
さ
れ
る
語
は
（
接
続
助
調
を
除
け
ば
）
他
の
機
能
を
負
う

こ
と
は
殆
ど
な
い
。
一
方
、
準
体
、
副
、
係
の
諸
機
能
な
ど
は
か
な

り
融
通
性
が
あ
る
」
（
叩
貰
）
と
す
る
〔
具
体
例
と
し
て
は
、
城
田
俊

（
一
九
八
七
）
が
副
助
詞
に
形
式
体
言
（
例
文
③
が
相
当
）
・
接
尾

語
（
例
文
④
が
相
当
）
・
と
り
た
て
助
詞
の
三
機
能
が
具
っ
て
い
る
と

す
る
こ
と
等
が
あ
る
〕
。
助
詞
の
機
能
が
必
ず
し
も
固
定
的
で
な
い

こ
と
は
、
用
法
上
の
個
々
の
事
例
に
於
い
て
様
々
な
可
能
性
が
有
り

得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
助
調
の
複
合
の
事
例
で
は
、

下
位
の
助
調
の
働
き
が
上
位
の
そ
れ
に
優
先
す
る
こ
と
が
あ
る
。

①
家
に
も
ち
帰
り
、
妻
の
目
か
ら
隠
れ
て
読
み
な
が
ら
、
あ
の

瑞
々
し
い
細
君
の
寝
室
寸
叫
姿
態
を
あ
れ
こ
れ
悩
ま
し
く
想

像
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
森
村
誠
一
『
死
を
呼
ぶ
天
敵
』
）

②
神
楽
の
庭
叶
吋
火
を
焚
く
も
の
だ
か
ら
、
燃
え
さ
か
る
冷
泉

院
の
火
を
上
皇
の
神
楽
に
焚
く
庭
火
に
見
立
て
、
そ
れ
に
し

て
も
猛
烈
な
庭
火
だ
な
あ
、
と
酒
落
た
の
で
あ
る
。

（
渡
辺
実
『
大
鏡
の
人
々
』
）

③
（
『
大
鏡
』
は
）
安
子
は
決
し
て
強
い
叫
叶
叫
女
性
で
は
な
か
っ

た
、
と
弁
護
の
言
葉
を
添
え
て
い
る
。
（
同
）

④
人
の
思
い
が
叶
う
も
叶
わ
ぬ
も
宿
世
、
人
が
意
志
す
る
こ
と

汁
叫
刈
宿
世
と
、
人
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
も
の
に
嘆
息
す
る

の

で

あ

っ

た

。

（

同

）

＠
今
は
、
家
族
叶
訓
刈
子
供
の
し
つ
け
・
教
育
の
責
任
を
担
う
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べ
き
だ
と
い
う
社
会
の
し
く
み
に
な
っ
た
。

（
広
間
照
幸
『
日
本
人
の
し
つ
け
は
衰
退
し
た
か
』
）

①
の
場
合
、
「
で
」
の
格
機
能
は
下
接
す
る
連
体
助
詞
「
の
」
に
よ

り
制
限
さ
れ
、
そ
の
「
で
」
は
場
所
の
情
報
を
表
す
意
味
的
な
役
割

に
の
み
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
②
で
は
、
「
神
楽
の
庭
で
」
の
部
分
が

連
用
成
分
と
し
て
述
部
に
か
か
っ
て
い
く
筈
も
の
で
あ
る
が
、
下
接

の
「
は
」
に
よ
り
題
固
化
す
る
。
「
で
」
の
働
き
は
、
や
は
り
意
味
的

な
も
の
に
制
限
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
③
で
も
、
「
だ
け
」
の

関
係
構
成
の
機
能
は
下
接
す
る
「
の
」
の
存
在
に
よ
り
不
要
と
な
り
、

意
味
的
な
役
割
を
保
存
し
て
準
体
機
能
化
し
て
い
る
。
④
の
「
す
ら
」

が
準
体
機
能
化
し
て
い
る
の
も
、
「
が
」
の
下
接
に
よ
り
格
機
能
の
内

部
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
⑤
は
、
本
来
な
ら

ば
係
助
詞
と
し
て
「
取
り
立
て
」
機
能
を
発
揮
す
る
は
ず
の
「
こ
そ
」

が
、
下
接
の
「
が
」
が
客
体
的
関
係
構
成
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
卓
立
の
意
味
的
側
面
を
担
う
役
割
に
の
み
甘
ん
じ
て
い
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
下
位
の
助
調
に
よ
り
上
位
の
助
調

の
機
能
が
制
限
さ
れ
無
力
化
す
る
ケ
l
ス
の
類
と
考
え
ら
れ
る
。
梅

原
恭
則
（
一
九
八
九
）
で
も
、
助
詞
の
相
互
承
接
で
承
接
順
位
の
下

位
の
も
の
の
機
能
が
勝
る
旨
の
記
述
を
し
て
い
る
（
蹴

1
m頁）。

そ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
見
れ
ば
、
助
調
の
承
接
順
位
を
絶
対
的
な

も
の
と
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
助
詞
の
承
接
順
位
が
そ
れ
ら

の
助
詞
の
機
能
の
全
て
を
反
映
し
て
い
る
と
ば
か
り
は
言
え
ず
、

「
し
か
」
の
用
法
に
つ
い
て
も
、
個
別
的
な
論
理
を
考
え
る
余
地
は

あ
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

思
う
に
、
「
し
か
」
が
格
助
詞
や
他
の
副
助
調
に
後
接
す
る
理
由
は
、

常
に
否
定
語
、
も
し
く
は
、
形
容
詞
「
な
い
」
を
伴
う
こ
と
に
関
わ

る
も
の
と
推
察
す
る
。
梅
原
恭
則
（
一
九
七
三
）
に
よ
れ
ば
、
限
定

の
意
を
表
す
副
助
調
の
機
能
は
主
体
的
関
係
構
成
を
表
す
も
の
で
あ

る
抗
、
構
文
中
に
「
し
か
」
単
独
の
形
が
あ
り
得
な
い
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
「
し
か
：
・
な
い
」
形
式
は
形
態
的
に
極
め
て
強
固
で
あ
り
、
こ

の
形
式
こ
そ
が
主
体
的
関
係
構
成
を
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
仮
に
、
そ
の
形
式
に
格
助
詞
や
他
の
副
助
調
の
介
入
を
許
せ
ば
、

前
掲
①
i
⑤
の
ケ
i
ス
の
よ
う
に
、
「
し
か
」
の
働
き
そ
の
も
の
が
制

限
さ
れ
る
可
能
性
や
、
述
部
に
配
さ
れ
る
語
の
広
が
り
を
許
容
す
る

こ
と
に
繋
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
「
し
か
：
・
な
い
」
形
式
の
崩
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。
「
し
か
：
・
な
い
」
形
式
が
構
文
成
立
の
条
件
で
あ
る

以
上
、
こ
の
形
式
含
妨
げ
る
状
況
は
不
都
合
で
あ
り
、
排
除
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
常
に
「
し
か
・
：
な
い
」
形
式
を
保
つ

た
め
、
「
し
か
」
は
格
助
詞
や
他
の
副
助
調
に
下
接
す
る
の
で
あ
る
。

泉
谷
双
蔵
（
二

O
O
一
）
で
は
、
「
し
か
」
句
は
ど
の
位
置
に
あ
ろ
う

と
所
謂
「
焦
点
」
に
な
り
得
る
と
し
た
上
で
、
「
つ
ま
り
『
し
か
』
句

洲
馴
剰
叫
副
制
同
制
川
捌
創
や
同
一
の
文
中
に
『
焦
点
』
が
二
つ
あ

る
と
き
は
、
文
は
非
文
と
な
る
」
（
却
頁
、
傍
線
筆
者
）
と
す
る
が
、

こ
れ
も
「
し
か
：
・
な
い
」
形
式
の
堅
固
な
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
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あ
る
。以

上
、
「
し
か
」
が
格
助
調
や
他
の
副
助
調
に
後
援
す
る
こ
と
を
以

て
係
助
調
と
判
断
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
を
提
示
し
た
。

四
、
「
し
か
」

の
係
助
詞
性

係
助
詞
「
は
」
は
、
「
主
題
｜
解
説
」
と
い
う
題
述
構
文
を
作
る
。

閉
じ
係
助
詞
の
「
も
・
こ
そ
」
は
、
「
は
」
の
題
述
構
文
そ
の
も
の
と

は
い
か
な
い
が
、
表
現
性
と
し
て
は
、
か
な
り
近
似
的
な
構
文
（
主

題
的
構
文
）
を
作
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
「
し
か
」
は

作
り
得
ず
、
「
し
か
・
：
な
い
」
形
式
の
多
く
は
「
：
・
は

1
し
か
：
・
な
い
」

の
形
で
題
目
語
の
述
部
を
形
成
し
て
い
る
。

日
そ
し
て
難
民
の
流
入
す
る
場
所
は
日
本
し
か
な
い
。

（
『
立
ち
腐
れ
る
日
本
』
）

日
僕
は
、
人
間
と
い
う
の
は
言
語
至
上
主
義
者
で
し
か
あ
り

え
な
い
、
言
語
的
動
物
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
思
う
。
（
同
）

凶
じ
つ
は
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
ま
と
も
に
政
党
と
言
え
る
も

の
は
、
か
り
そ
め
に
も
自
民
党
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

を

意

味

し

て

い

る

。

（

同

）

口
孫
権
の
こ
の
構
想
は
し
ょ
せ
ん
画
に
か
い
た
餅
で
し
か
な

か
っ
た
。
（
竹
回
晃
『
三
国
土
砂
の
英
傑
』
）

日
惜
し
む
ら
く
は
、
曹
操
自
身
の
文
章
は
ご
く
わ
ず
か
し
か

伝

え

ら

れ

て

い

な

い

。

（

同

）

同
学
校
は
そ
の
程
度
の
重
み
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
（
『
日
本
人
の
し
つ
け
は
衰
退
し
た
か
』
）

却
し
つ
け
や
教
育
と
い
う
も
の
は
、
し
ょ
せ
ん
そ
の
程
度
の

も
の
で
し
か
な
い
。

（同）

別
温
室
育
ち
と
し
て
は
、
は
じ
め
て
経
験
す
る
挫
折
へ
の
対

応
は
、
そ
れ
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
（
『
大
鏡
の
人
々
』
）

n
院
の
本
性
は
や
は
り
、
正
常
か
ら
の
逸
脱
、
と
い
う
所
に

求

め

る

し

か

な

い

で

あ

ろ

う

。

（

問

）

お
か
し
こ
く
な
け
れ
ば
、
「
女
は
ブ
ス
に
し
か
見
え
な
い
」
。

（
『
美
人
論
』
）

の
位
置
関
係
が
倒
置
的
に
な
っ
て
い
る

円

t

次
は
、
「
は
」
と
「
し
か
」

が
、
同
様
の
事
例
で
あ
る
o

n
鳴
き
声
て
い
ど
の
音
声
し
か
王
子
は
発
し
な
か
っ
た
。

（
『
神
々
と
人
間
』
）

お
つ
ま
り
は
姦
通
の
な
か
に
し
か
、
性
愛
は
存
在
し
な
い
と

い
う
の
が
、
騎
士
道
の
習
慣
で
あ
っ
た
。

（
中
村
真
一
郎
『
色
好
み
の
構
造
』
）

お
だ
か
ら
、
結
局
、
光
源
氏
の
行
動
様
式
を
、
今
日
の
立
場

か
ら
是
認
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
宣
長
風
の
道
徳
的
自
然
主
義

を
と
る
か
、
時
代
に
よ
る
精
神
的
価
値
の
相
対
的
変
化
と
い

う
、
歴
史
主
義
の
立
場
を
と
る
し
か
、
方
法
は
な
い
だ
ろ
う
。



（同）

い
ず
れ
も
「
王
子
は
鳴
き
声
て
い
ど
の
音
声
し
か
発
し
な
か
っ
た
」

「
性
愛
は
姦
通
の
な
か
に
し
か
存
在
し
な
い
」
「
方
法
は
歴
史
主
義
の

立
場
を
と
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
」
の
形
に
置
換
し
て
見
れ
ば
、
例
文

u
i
お
と
同
様
に
「
は
」
の
述
部
を
形
成
す
る
構
造
と
な
る
。

他
に
も
、
「
は
」
の
述
部
な
が
ら
「
し
か
・
：
な
い
」
形
式
が
連
体
句

内
に
収
ま
っ
て
い
る
も
の
（
幻
、
お
）
や
、
「
で
は
」
「
に
は
」
と
関

わ
る
も
の
（
却
、
叩
）
、
「
は
」
で
は
な
く
「
も
」
の
述
部
で
あ
る
も

の
（
出
）
、
主
格
「
が
」
の
述
部
と
な
る
も
の
（
位
）
も
あ
る
。
い
ず

れ
も
、
「
：
・
は

1
し
か
：
・
な
い
」
形
式
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
位
置
付

け
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

幻
や
は
り
、
「
美
人
排
斥
論
」
は
、
当
時
で
し
か
有
り
得
な

か

っ

た

議

論

な

の

だ

。

（

『

美

人

論

』

）

却
私
は
そ
の
媒
介
項
と
い
う
の
は
、
ト
ラ
デ
イ
シ
ヨ
ン
、
っ

ま
り
伝
統
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。

29 

（同）

｜
そ
ん
な
声
し
か
日
本
で
は
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
｜

（
『
立
ち
腐
れ
る
日
本
』
）

こ
の
世
の
な
か
に
は
一
度
し
か
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
だ
か

ら
、
ど
ん
な
に
の
ろ
く
て
も
よ
い
か
ら
、
あ
せ
ら
ず
に
じ
み

ち
に
努
力
を
し
て
、
悔
い
の
な
い
自
分
の
生
涯
を
つ
く
っ
て

い
く
ほ
う
が
得
な
の
で
は
な
い
か
。
（
『
君
の
可
能
性
』
）

30 

彼
ら
に
は
、
神
も
ま
た
人
間
の
中
に
し
か
存
し
な
い
の
だ

と
い
う
確
認
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
（
『
神
々
と
人
間
』
）

ロ
そ
の
時
、
道
長
は
「
男
が
妻
を
ひ
と
り
し
か
持
た
な
い
と

い
う
こ
と
が
あ
る
も
の
か
」
と
、
頼
通
を
叱
り
つ
け
た
。

（
『
色
好
み
の
構
造
』
）

こ
の
よ
う
に
、
「
し
か
・
：
な
い
」
形
式
が
主
述
関
係
の
中
の
述
部
の

方
に
配
置
さ
れ
、
し
か
も
多
く
題
目
語
の
述
部
を
形
成
し
て
い
る
こ

と
は
、
「
は
・
も
・
こ
そ
」
の
係
助
詞
全
般
が
積
極
的
に
主
語
の
位
置

に
立
つ
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
形
式
が
係
助
詞
構
文
の
も
の
で
は
な

く
、
副
助
調
の
在
り
様
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
副
助
詞
に
は
、
題
目
語
の
述
部
を
形
成
す
る
例

が
ご
く
当
た
り
前
に
見
ら
れ
る
。

お
教
師
は
た
だ
そ
れ
を
発
表
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

（
『
君
の
可
能
性
』
）

M

先
生
は
学
生
を
心
配
し
て
、
そ
ん
な
こ
と
な
ど
考
え
ず
に
、

む
ち
ゅ
う
で
電
車
に
と
び
つ
い
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
（
同
）

お
こ
れ
は
陣
撒
で
す
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
『
大
鏡
の
人
々
』
）

こ
の
こ
と
は
、
「
し
か
」
の
係
助
調
性
の
問
題
と
関
わ
る
。
尾
上
圭

介
（
一
九
八
二
は
、
「
係
り
結
び
の
形
態
的
呼
応
が
消
滅
し
た
現

代
語
に
お
い
て
も
な
お
、
『
は
』
は
係
助
調
で
あ
る
」
と
し
、
「
は
」

の
係
助
詞
性
が
「
他
の
並
行
的
事
態
へ
の
関
心
を
含
む
と
い
う
係
助

31 
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詞
と
し
て
の
意
味
の
個
性
〈
分
説
性
・
排
他
性
〉
と
、
係
助
詞
が
係

の
位
置
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
前
後
両
項
の
関
係
構
成
に
働
く
と
い

う
〈
二
分
結
合
〉
と
」
に
あ
る
と
す
る
（
山
頁
）
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

「
は
」
の
係
助
調
性
で
あ
る
「
他
の
並
行
的
事
態
へ
の
関
心
を
含
む
」

と
い
う
意
味
の
個
性
と
、
「
係
り
の
位
置
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
前

後
両
項
の
関
係
構
成
に
働
く
」
と
い
う
機
能
的
側
面
と
は
、
係
助
調

の
「
取
り
立
て
」
機
能
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

「
取
り
立
て
」
は
、
係
助
調
が
そ
の
上
接
部
と
主
に
述
部
と
の
こ
項

を
意
味
的
・
構
造
的
に
特
化
す
る
操
作
で
あ
る
（
こ
れ
が
尾
上
の

「
前
後
両
項
の
関
係
構
成
に
働
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
。
そ
の
操

作
が
絶
対
的
な
も
の
と
な
る
か
、
或
い
は
、
他
項
と
の
関
係
性
を
持

つ
相
対
的
な
も
の
と
な
る
か
に
よ
り
、
主
題
、
対
比
と
い
う
用
法
上

の
区
別
が
生
ず
る
（
こ
れ
が
尾
上
の
「
意
味
の
個
性
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
）
。
「
取
り
立
て
」
の
対
象
た
る
直
接
の
要
素
が
係
助
詞
の
前

後
「
二
項
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
係
助
詞
の
対
比
の
用
法
（
他
項

と
の
関
係
性
を
持
つ
相
対
的
な
も
の
）
で
通
常
、
二
項
同
士
の
対
立

的
、
も
し
く
は
、
並
行
的
な
関
係
が
表
出
す
る
。

「は」・
暗
聞
に
神
は
行
動
し
う
る
が
、
人
間
は
行
動
す
る
こ
と
が
で

き

な

い

。

（

『

神

々

と

人

間

』

）

・
右
の
文
章
で
も
、
「
仏
法
」
と
「
神
道
」
は
対
応
し
て
い
る
け

れ
ど
も
、
「
儒
」
は
対
応
し
て
い
な
い
。
（
同
）

「
キ
m
U
」－

わ
が
意
に
従
う
こ
と
に
お
い
て
、
対
象
を
語
る
こ
と
も
で
き
、

ま
た
わ
が
感
情
を
訴
え
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。（同）

・
鳴
き
声
も
聞
こ
え
ず
、
妻
の
声
も
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ

』
三
つ
ノ
。

（同）

「
こ
そ
」・

礼
儀
作
法
も
し
き
た
り
も
、
村
の
中
で
こ
そ
通
用
す
る
が
、

都
会
な
ど
の
村
社
会
の
外
で
は
ま
っ
た
く
無
力
な
も
の
で

あ
っ
た
。
（
『
日
本
人
の
し
つ
け
は
衰
退
し
た
か
』
）

・
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
、
聖
徳
太
子
と
い
う
名
は
、
聖
者
の

象
徴
的
人
格
で
こ
そ
あ
れ
、
必
ず
し
も
彼
個
人
の
人
格
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
。
（
『
神
々
と
人
間
』
）

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
し
か
：
・
な
い
」
形
式
が
右
の
よ

う
な
対
比
構
文
を
作
る
こ
と
は
、
実
例
と
し
て
は
、
ま
ず
な
い
。
そ

れ
は
、
「
し
か
」
が
「
は
」
「
も
」
「
こ
そ
」
と
同
じ
働
き
に
は
な
い
こ

と
の
現
れ
で
あ
る
。
「
し
か
」
に
よ
る
同
様
の
対
比
構
文
の
作
例
（
次

例
）
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
構
文
の
形
成
に
「
し
か
」
の
働
き
が

直
接
関
与
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

・
こ
こ
に
は
、
男
し
か
お
ら
ず
、
女
は
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
し
か
」
が
常
に
否
定
の
語
と
呼
応
す
る
と
い
う
構
文

上
の
絶
対
条
件
は
、
そ
れ
ら
の
関
係
性
が
イ
デ
ィ
オ
ム
的
で
あ
る
こ
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と
を
窺
わ
せ
る
。
「
し
か
」
を
使
え
ば
、
常
に
否
定
語
を
伴
わ
な
い
と

文
意
が
成
り
立
た
ず
非
文
に
な
る
、
と
い
う
様
は
、
形
式
的
・
意
味

的
規
則
性
を
破
れ
ば
文
意
を
損
な
う
と
い
う
イ
デ
ィ
オ
ム
の
在
り
様

で
あ
る
。
「
は
」
「
も
」
「
こ
そ
」
の
前
後
二
項
の
自
由
度
と
較
べ
れ
ば
、

「
し
か
：
・
な
い
」
形
式
が
同
様
の
「
取
り
立
て
」
に
あ
る
と
は
考
え

に
く
い
。

そ
こ
で
、
係
助
詞
の
「
取
り
立
て
」
が
前
後
二
項
の
意
味
的
・
構

造
的
な
特
化
に
働
く
の
に
対
し
、
「
し
か
」
の
前
後
二
項
は
、
ま
ず

も
っ
て
意
味
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
要
素
で
あ
る
と
し
、
こ
の
両

者
が
全
く
別
の
働
き
に
あ
る
と
考
え
る
。
「
し
か
」
の
前
後
二
項
が

「
取
り
立
て
」
の
要
素
で
あ
る
前
後
二
項
に
は
相
当
せ
ず
、
「
し
か
」

に
「
取
り
立
て
」
機
能
を
見
出
し
難
い
こ
と
は
、
こ
の
助
詞
を
係
助

調
と
は
し
な
い
判
断
へ
と
向
か
わ
せ
る
。

玉
、
「
し
か
」

の
意
味
的
限
定

「
し
か
」
に
よ
る
「
限
定
」
は
、
副
助
詞
の
範
騰
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
「
し
か
」
の
「
特
定
の
事
物
以
外
の
も
の
を
全
く
否
定
す
る
」
と

い
う
意
味
的
役
割
は
、
特
定
の
事
物
を
限
定
し
、
そ
れ
以
外
を
否
定

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
文
意
に
対
比
的
含
み

を
生
じ
さ
せ
る
が
、
様
々
な
事
例
を
検
討
す
る
と
、
「
し
か
・
：
な
い
」

形
式
と
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
対
比
的
含
み
と
の
対
応
に
は
、
明
確
な

も
の
と
唆
昧
な
も
の
と
、
が
あ
る
。
次
例
は
明
快
な
も
の
で
あ
る
。

＠
こ
の
魚
は
、
私
し
か
食
べ
な
い
。

こ
の
文
は
、
「
こ
の
魚
は
、
私
だ
け
が
食
べ
る
」
の
意
で
あ
る
か
ら
、

対
比
的
含
み
は
「
他
の
人
は
食
べ
な
い
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
次
例
の
よ
う
な
場
合
で
は
、
そ
の
よ
う
な
明
確
な
対
応
が
考

え
に
く
い
。

⑦
こ
の
魚
は
、
私
が
食
べ
る
し
か
な
い
。

理
論
上
か
ら
辿
る
と
、
⑦
の
「
し
か
」
は
「
私
が
食
べ
る
（
こ
と
）
」

を
承
け
る
も
の
で
あ
り
、
「
そ
れ
し
か
し
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
対
比
的
含
み
と
し
て
は
「
他
の
人
が
食
べ
る
こ
と
は
な
い
」
と

な
る
。
が
、
そ
れ
は
、
結
果
と
し
て
「
他
の
人
は
食
べ
な
い
」
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
「
私
が
食
べ
る
し
か
な
い
」
の
対
比
的
含
み
が
「
他
の

人
は
食
べ
な
い
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
⑦
の
対

比
的
含
み
を
「
こ
の
魚
は
、
他
の
人
は
食
べ
な
い
」
と
受
け
取
る
可

能
性
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
＠
⑦
は
同

義
で
は
な
い
。
⑦
の
文
意
は
「
魚
は
、
私
が
食
べ
な
く
て
は
ど
う
し

ょ
う
も
な
い
」
「
魚
は
、
私
、
が
食
べ
る
よ
り
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
＠
に
は
見
ら
れ
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
つ
ま
り
は
、

⑤
と
⑦
と
は
別
の
対
比
的
含
み
を
取
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、

前
述
の
よ
う
に
＠
と
⑦
の
対
比
的
含
み
を
明
快
に
区
別
す
る
こ
と
は

難
し
い
状
況
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
⑦
の
対
比
的
含
み
の
存
在
は
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気
に
な
ら
な
い
。
文
意
と
し
て
「
魚
は
、
私
が
食
べ
な
く
て
は
ど
う

し
ょ
う
も
な
い
」
「
魚
は
、
私
が
食
べ
る
よ
り
仕
方
が
な
い
」
と
い
う

と
こ
ろ
が
認
知
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
⑦

が
文
意
に
付
随
す
る
含
み
を
殆
ど
問
題
と
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
山
口
発
二
（
二

0
0
0）
は
「
『
し
か
』
に
よ
る
限
定
に
は

当
の
事
柄
と
そ
の
他
と
の
対
照
的
な
関
係
が
あ
ら
わ
に
な
る
だ
け
、

そ
の
上
接
す
る
事
柄
の
限
定
の
仕
方
は
論
理
的
・
分
析
的
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
表
層
に
お
け
る
間
接
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
情
意
的

に
も
当
の
事
柄
を
『
だ
け
』
よ
り
か
え
っ
て
強
く
限
定
す
る
働
き
を

感
じ
さ
せ
る
」
（

m
i
m頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
「
私
が
食
べ
る

し
か
な
い
」
の
場
合
に
は
特
別
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
醸
成
さ
れ
、
文
意

は
そ
の
こ
と
の
表
明
に
重
き
が
置
か
れ
る
た
め
、
対
比
的
含
み
が
殆

ど
問
題
と
な
ら
な
く
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
次
例
も
、
や
は
り

対
比
的
含
み
が
問
題
と
さ
れ
に
く
い
も
の
で
あ
る
。

部
一
つ
一
つ
の
表
現
の
要
素
は
、
そ
れ
ぞ
れ
な
ん
ら
か
の
機

能
を
一
つ
し
か
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

（
南
不
二
男
『
敬
語
』
）

幻
も
し
無
常
観
や
運
命
観
が
平
家
物
語
の
生
命
で
あ
り
、
財

産
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
代
に
沢
山
の
平
家
物
語

の
よ
う
な
作
品
、
が
つ
く
ら
れ
で
も
よ
さ
そ
う
な
の
に
、
な
ぜ

一
つ
し
か
出
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
石
母
国
正
『
平
家
物
語
』
）

こ
の
よ
う
に
ご
つ
し
か
持
た
な
い
」
ご
つ
し
か
出
な
か
っ
た
」
の

表
現
で
は
、
対
比
的
含
み
が
発
想
さ
れ
に
く
い
。
こ
れ
ら
の
文
意
は

ご
つ
だ
け
持
つ
」
こ
と
、
「
一
つ
だ
け
出
た
」
こ
と
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

に
表
現
す
る
こ
と
が
本
意
で
あ
り
、
坊
の
「
な
ん
ら
か
の
機
能
を
複

数
持
た
な
い
」
こ
と
、
訂
の
「
作
品
が
複
数
出
な
か
っ
た
」
こ
と
の

よ
う
な
背
後
の
含
み
は
、
必
ず
し
も
想
定
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。
そ

れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
結
果
分
析
的
な
も
の
で
あ
る
。
沼
田
善
子
（
二

0
0
0）
で
は
「
『
し
か
』
は
、
自
者
に
つ
い
て
明
示
的
に
主
張
す
る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
『
だ
け
』
な
ど
他
の
と
り
た
て
詞
の
よ
う
に
素

直
な
主
張
の
仕
方
で
は
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
前
提
と
さ
れ
る
集
合
か

ら
他
者
を
引
き
出
す
た
め
の
手
段
と
し
て
自
者
を
明
示
す
る
だ
け
で

あ
る
」
（

m
i
m頁
）
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
「
し
か
」
に

は
意
味
的
に
対
比
的
含
み
に
は
依
存
し
な
い
用
法
が
あ
る
と
見
ら
れ

る
。
寺
村
秀
夫
（
一
九
九
一
）
は
、
「
X
ハ
P
」
に
於
い
て
「
談
話
の

場
面
で
、

X
だ
け
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い

る
と
き
は
、
（
略
）
、
対
比
の
影
は
消
さ
れ
て
し
ま
う
」
（
町
頁
）
と
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
間
接
的
に
は
限
定
の
用
法
に
対
比
性
を
問
題

と
し
な
い
ケ
l
ス
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

対
比
的
含
み
に
確
定
的
な
存
在
が
保
証
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
「
し

か
：
・
な
い
」
形
式
か
ら
生
ず
る
対
比
的
含
み
が
結
果
論
的
な
も
の
と

し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
半
藤
英
明
（
二

O
O三
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
対
比
的
含
み
が
結
果
論
的
な
も
の
、
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つ
ま
り
意
味
的
整
合
性
の
問
題
で
あ
る
の
は
、
副
助
調
の
用
法
に
関

わ
る
も
の
で
あ
る
。
伊
藤
智
博
（
一
九
九
五
）
に
は
、
「
『
ば
か
り
』

に
よ
る
限
定
表
現
と
い
う
も
の
は
『
ば
か
り
』
そ
の
も
の
の
本
質
的

機
能
で
は
な
く
、
本
質
的
な
機
能
が
は
た
ら
く
こ
と
に
よ
っ
て
対
立

す
る
他
の
メ
ン
バ
ー
の
存
在
が
現
実
世
界
で
薄
く
な
る
た
め
、
あ
た

か
も
そ
れ
ら
が
排
除
さ
れ
た
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
い
う
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
」
（
左
お
頁
）
と
あ
る
が
、
「
ば
か
り
」
の
対
比
的
含
み
に

も
結
果
論
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
「
し
か
」
は
、
構
文
内
で
の
意
味
的
限
定
に
働
く

副
助
詞
の
役
割
に
あ
り
、
対
比
的
含
み
を
積
極
的
に
担
う
係
助
調
の

働
き
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

六
、
結
び

近
年
で
は
係
助
詞
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
「
し
か
」
は
、
副
助
調

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
は
、
主
に
次
の
三
点
の
理
由
に
因
る

が
、
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
「
し
か
」
が
係
助
調
の
「
取
り
立
て
」

機
能
を
持
ち
得
な
い
こ
と
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

－
「
し
か
」
は
、
そ
の
前
項
・
後
項
が
対
立
・
並
行
す
る
形
で

の
対
比
構
文
を
作
ら
な
い
。

E

「
し
か
」
に
は
主
題
の
用
法
が
な
く
、
題
目
語
の
述
部
を
形

成
す
る
例
が
極
め
て
多
い
。

「
し
か
い
の
使
用
に
伴
う
対
比
的
含
み
は
、
結
果
論
的
な
も

の
、
意
味
的
整
合
性
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

助
詞
の
分
類
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
必
ず
し
も
統
一
的
で
は
な
い
が
、
特
に
個
性
的
な
分

類
に
依
ら
な
い
限
り
は
、
用
法
上
の
分
析
を
以
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
議

論
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
本
論
と
異
な
る
立
場
は
あ
っ
て
も
、

本
論
が
極
端
に
突
出
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。

E
 

注
1

阪
回
は
、
明
治
書
院
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
で
は
「
係
助
調
」
と

す
る
。

2

城
田
俊
（
一
九
八
七
）
は
、
「
し
か
」
が
接
尾
語
の
機
能
を
有
し
て

は
い
な
い
と
し
て
「
不
完
全
副
助
詞
」
と
す
る
。
川
出
S
必頁。

3

不
特
定
を
指
示
す
る
名
詞
（
な
に
か
、
だ
れ
、
等
）
に
は
付
か
な

い
。
寺
村
秀
夫
（
一
九
九
二
凶
頁
。

4

寺
村
秀
夫
（
一
九
九
一
）
で
は
「
結
び
に
一
定
の
か
た
ち
を
要
求

す
る
、
古
文
の
係
結
び
の
き
ま
り
を
保
持
し
て
い
る
の
は
、
現
代
語

で
は
こ
の
『
シ
カ
』
だ
け
で
あ
る
」
（
胤
頁
）
と
す
る
が
、
「
し
か
・
：

な
い
」
形
式
が
古
典
語
の
係
結
び
と
の
共
通
性
を
持
ち
得
な
い
（
例

え
ば
、
特
定
の
活
用
形
を
要
求
し
て
は
い
な
い
）
こ
と
か
ら
、
こ
れ

を
係
結
び
と
は
し
な
い
。

5

例
え
ば
、
山
口
実
二
（
二
0
0
0）
参
照
。

半
藤
英
明
（
一
九
九
六
）

nimω
頁。

半
藤
英
明
（
二
0
0＝
一
）
参
照
。
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8

但
し
、
城
田
の
形
式
体
言
・
接
尾
語
の
機
能
は
、
準
体
機
能
と
し

て
括
れ
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

9

梅
原
恭
則
（
一
九
七
三
）
は
、
助
詞
の
準
体
・
並
立
・
格
・
接
続

の
「
職
能
」
が
客
体
的
関
係
を
構
成
し
、
副
・
係
・
終
止
・
間
投
が

主
体
的
関
係
を
構
成
す
る
と
し
て
い
る
。
担
頁
o

m
係
助
調
の
用
法
に
も
、
「
も
の
の
あ
は
れ
は
秋
こ
そ
ま
さ
れ
」
（
徒
然
、

一
九
段
）
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
表
現
形
式

の
存
在
を
以
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
断
定
・
確
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
な

u、
伊
藤
は
、
「
だ
け
」
は
「
マ
ー
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。
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