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ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞

―
―
否
定
性
接
尾
語
を
有
す
る
形
容
詞
の
考
察
―
―

一

∧
―
ナ
シ
∨
と
い
う
形
を
と
る
ク
活
用
形
容
詞
と
言
え
ば
、
ま
ず
ア
ヤ
ナ
シ

・
コ
ヨ
ロ
ナ
シ
等
、
そ
の
ナ
シ
が
文
無
シ
。
心
無
シ
と
い
う
よ
う
に

″
無
シ
“

の
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。　
一
方
こ
の
他
に
も
、　
ハ
シ

タ
ナ
ツ
・
ウ
シ
ロ
メ
タ
ナ
シ
等
、
そ
の
ナ
シ
が

″
無
シ
″
の
意
で
は
な
く
、　
一

般
に

「
（程
度
の
）
甚
だ
し
い
意
を
表
す
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

前
者
に
み
ら
れ
る
ナ
シ
は
当
然
形
容
詞
ナ
シ

（
無
）
と
考
え
ら
れ
、
全
体
を
複

合
形
容
詞
と
み
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
後
者
に
見
ら
れ
る
ナ
シ
は
、
従
来

沢
程
度
の
）
甚
だ
し
い
意
を
表
す
」
接
尾
語
と
さ
れ
、
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
と

は
殆
ど
無
関
係
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
小
稿
に
お
い
て
、
ナ
シ

（甚
）
型
形

容
詞
と
呼
び
、
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
こ
の
後
者
の
方
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
に
は
い
か
な
る
問
題
点
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
同
じ
よ
う
に
∧
―
ナ
シ
∨
と
い
う
ク
活
用
形
容
詞
形
を
と

り
な
が
ら
、
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
に
よ
る
複
合
形
容
詞
ほ
ど
に
、
そ
の
ナ
シ
の

素
性
が
明
確
に
説
か
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
先
に
触

れ
た
よ
う
に
、
接
尾
語
と
い
う
見
方
は
あ
る
も
の
の
、
例
え
ば
そ
れ
が
何
に
由

来
す
る
も
の
な
の
か
、
或
い
は
形
容
詞
を
形
成
す
る
他
の
接
尾
語
と
突
き
合
わ

岩

村
　
恵
美
子

せ
て
見
た
場
合
に
、
そ
れ
ら
と

一
括
で
き
る
よ
う
な
同
様
の
性
質
が
そ
こ
に
指

摘
で
き
る
の
か
、
な
ど
の
面
で
説
得
力
を
も

っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

よ

っ
て
不
十
分
な
と
ら
え
方
で
あ
る
と
い
う
感
を
免
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
に
属
す
る
語
は
時
代
的
に
上
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
幅
広
く

見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
見
た
上
で
の
整
理
が
な
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
点
も
問
題
で
あ
る
。
や
は
リ
ナ
シ
を
説
く
上
で
は
、
そ
う
い
っ

た
整
理
が
必
要
に
な

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

関
級
に
は
椰
肛
わ
”

近 シ
毎

提 っ
一
】

れ
．

、
漁
「
一
赫
¨
『
な
け
蒔
『
″
岬

確
（嶼

辞
銀

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
と
言
え
る
。
た
だ
し
こ
の
見
方
は
、
ナ
シ
（甚
）

型
形
容
詞
に
お
け
る
ナ
シ
は

″
無
シ
″
の
意
で
は
な
い
、
と
し
た
先
の
記
述
と

相
容
れ
な
い
も
の
に
な
り
、
お
お
い
に
疑
間
が
残
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
稿

者
は
検
討
に
値
す
べ
き
見
方
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
に
お
け
る
ナ
シ
を
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
と
関
係
付
け
る
こ
と

に
は
、
ま
た
ひ
と
つ
興
味
深
い
問
題
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何

ら
か
の
物
事
を

″無
し
″
と
す
る
形
容
詞
ナ
シ

（
無
）
は
、
日
本
語
に
お
け
る

否
定
表
現
の
一
端
を
担
う
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
そ
れ
が
ナ
シ

（甚
）
型
形
容

詞
に
お
い
て
は

只
程
度
の
）
甚
だ
し
い
意
を
表
す
」
も
の
と
し
て
、
否
定
で



は
な
く
む
し
ろ
肯
定
表
現
に
与
か
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
、
否
定
で
あ
り

な
が
ら
肯
定
を
指
向
す
る
と
い
う
特
殊
な
否
定
表
現
の
一
様
相
が
見
え
て
く
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
否
定
表
現
の
表
現
性
と
い
う
も
の
を
考
え
る
際
に
有
意
義

な

一
視
点
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

小
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
ち
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
に
お
け

る
ナ
シ
の
解
明
に
的
を
絞

っ
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

ニ

ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
に
お
け
る
ナ
シ
に
つ
い
て
、
現
行
の
主
だ

っ
た
辞
書

は
、
そ
の
ど
れ
も
が
こ
れ
を
、
ナ
シ
に
上
接
す
る
部
分
が
表
す
と
こ
ろ
の
状
態

が
程
度
に
お
い
て
甚
だ
し
い
、
乃
至
は
、
そ
の
状
態
を
強
調
す
る
、
と
い
う
意

（
２
）

を
表
す
接
尾
語
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
ナ
シ

（甚
）
型

形
容
詞
が
形
容
詞
ナ
シ

（
無
）
に
よ
る
複
合
形
容
詞
―
―
以
下
、
ナ
シ

（無
）

型
形
容
詞
と
呼
ぶ
―
―
に
対
し
て
形
態
面
に
お
い
て
近
似
的
な
関
係
に
あ
る
、

（
３
）

と
言
及
し
て
い
る
辞
書
も
見
え
る
。
が
、
そ
こ
で
の
ナ
シ

（
無
）
型
形
容
詞
ヘ

の
触
れ
方
に
は
、
両
者
の
関
係
を
そ
れ
以
上
に
見
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
全

く
別
物
と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
向
き
が
窺
え
る
。
他
の
辞
書
も

併
せ
、
そ
れ
が
現
在
の
お
お
か
た
の
見
方
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
問
題
の
ナ
シ

に
関
し
て
は
現
象
上
の
用
法
を
説
く
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
に
お
け
る

ナ
ツ
を
積
極
的
に
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
と
関
係
付
け
る
論
が
、
近
年
西
宮

一
民

氏
に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
た
け

西
宮
氏
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
は
以
下
の
如
く
で
あ

２つ
。形

容
詞
ナ
シ

（
無
）
に
は

「物
事
の
非
存
在

（
…
…
が
無
い
）
と
い
う
意
味

と
、
事
柄
の
内
容
の
否
定

（
打
消
）
と
い
う
意
味
」
の
二
種
が
あ
り
、
今
問
題

と
し
て
い
る
ナ
シ
は
、
後
者
、
事
柄
の
内
容
の
否
定
の

「特
殊
な
も
の
と
し
て

事
柄
の
程
度
の
否
定

（
打
消
）
の
意
味
」
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は

「
そ
の
程
度
の

極
度
性

・
抜
群
性
を
主
情
的
に
強
調
す
る
も
の
」
で
あ
る
―
―
こ
の
と
こ
ろ
、

西
官
氏
は

「
…
…
と
い
う
も
の
で
は
な
い
０
ア
ナ
モ
ン
ジ
ャ
ナ
イ
と

と
解
さ
れ

て
お
り
、
例
と
し
て
セ
ハ
シ

（忙
）
に
対
す
る
セ
ハ
シ
ナ
シ

（忙
）
を
挙
げ
て

お
ら
れ
る
―
―
。
と
す
れ
ば

「
元
来
は
形
容
詞

『無
し
』
と
同
源
の
語
で
あ
」

っ
て
、
「事
柄
の
程
度
の
否
定

（打
消
）
の
意
を
表
わ
す

『
な
し
』
は
、
接
尾
語

で
は
な
く
て
、
複
合
形
容
詞
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
物
事

の
非
存
在
の
意
味
の

『
無
し
』、
ま
た
事
柄
の
内
容
の
否
定

（打
消
）
の
意
味
の

『
な
し
』
を
後
項
に
従
え
た
複
合
形
容
詞
と
な
ん
ら
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
」

以
上
が
西
官
氏
の
論
旨
で
あ
る
。
問
題
の
ナ
シ
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
、
否

定
に
よ
る
程
度
強
調
、
と
い
っ
た
と
ら
え
方
は
、
殊
更
に
ナ
シ

（甚
）
型
形
容

詞
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
夙
に

「
負
相
語
」
と
い
う
も
の
を

説
い
た
論
に
、
同
様
の
も
の
が
見
ら
れ
る
¨

「負
相
語
」
と
は
「意
味
的
に
は
正

で
あ
り
な
が
ら
、
形
の
上
で
は
否
定

（負
）
で
表
現
せ
ら
れ
る
語
」
で
あ
り
、

提
示
者
で
あ
る
泉
井
久
之
助
氏
は
例
と
し
て
メ
ッ
ソ
ゥ

（滅
相
）
に
対
す
る
メ

ッ
ソ
ウ
モ
ナ
イ
等
を
挙
げ
て
お
ら
れ
、

「情
緒
の
過
度
は
単
純
な
肯
定
形
で
は

表
現
し
き
れ
な
い
の
が
、
負
相
語
の
場
合
で
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
日
本

語
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
言
語
に
は
、
そ
の
程
度
の
積
極
的
な
過
度
を
あ
ら
は

す
た
め
に
、
却
て
否
定
的
な
様
相
に
よ
る
表
現
の
形
式
が
あ
る
」
と
否
定
表
現

自
体
に
焦
点
を
当
て
て
述
べ
ら
れ
る
泉
井
氏
で
あ
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
、

「論
理
的
に
は
本
末
不
可
能
な
る
べ
き
肯
定
形
と
否
定
形
と
が
同
意
味
を
表
現

す
る
と
云
ふ
事
実
」
に
つ
い
て
、
各
国
の
言
語
に
ま
で
観
場
を
広
げ
て
例
を
い

く
つ
も
指
摘
さ
れ
た
濱
田
敦
氏
の
論
に
も
既
に
窺
わ
れ
る
。
両
氏
の
傾
聴
す
べ

き
論
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
西
宮
氏
の
説
は
非
常
に
説
得
性
に
富
む
も
の
と
思
わ



れ
げ
〔
『
わ
赫
摯
誨
議
は
行
″
攣
７
妊
議
”
鰤
は
い
わ
け
弗
得

の ヵ、
静
師
設
け
【

か
に
は
、
西
宮
氏
の
説
よ
り
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
説
を
採

り
入
れ
て
は
い
な
い
。
先
に

「現
在
の
お
お
か
た
の
見
方
」
と
し
た
の
は
こ
の

点
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

三

に”」し肇にい燎敵けど赫利制ほけ″し（罐げ型〕蓄
『詞螂言^ぉ前％”挙シ

げ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、

〔痛
ノ
略
ナ
ル
、
甚
し
一
通
ズ
〕
他
語

二
接
シ
テ
、
接
尾
語
ノ
如
ク
用
ヰ

ル
語
。
∧
語
例
∨
オ
ヂ
ナ
シ
・
ウ
シ
ロ
メ
タ
ナ
シ
・
イ
ラ
ナ
シ
・
ア
ラ
ケ

ナ
シ
。
オ
ボ
ツ
カ
ナ
シ
・
ハ
ツ
タ
ナ
シ

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
問
題
の
ナ
シ
を
、
形
容
詞
イ
タ
ン
の
略
形

で
あ
る
タ
シ
に

「通
ズ
」
る
も
の
、
と
説
く
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ

に
は
従
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

形
容
詞
イ
タ
シ
が
肉
体
的
精
神
的
な
苦
痛
を
表
し
、
さ
ら
に
主
と
し
て
連
用

形
の
形
で
程
度
の
甚
だ
し
さ
を
も
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
諸
辞
書
に
も
記

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

コ
チ
タ
シ
・
ウ
ン
タ
シ
等
の
語

に
お
け
る

∧
―
タ
シ
∨
は
形
容
詞
イ
タ
ン
に
由
来
す
る
、
と
見
る
見
方
も
ょ
く
な
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ナ
シ
が
タ
シ
に

「通
ズ
」
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
意
義
的
な
近
さ
の
他
に
は
、
仮
に
ｔ
子
音
と
ｎ

噺罐̈
』議）い”嘲鎌「れ嘲“妊け家銀ｒ】わ電“教渕詭ぎ蛯は「

∧
―
ナ
シ
∨
と
い
う
形
を
と
る
語
と

コ
チ
タ
シ

（言
痛
）
。
ウ
レ
タ
シ

（慨
）

等
の
∧
―
タ
シ
∨
と
い
う
形
を
と
る
語
と
に
お
い
て
、
ナ
シ
。
タ
ツ
の
上
接
部

が
共
通
す
る
語
、
な
ど
が
見
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

『
大
言
海
』
の
説
明
は
曖
味
さ
を
残
す
も
の
で
あ
り
、
従
う
に
足
る
も
の
と
は

一【
い
盤鶏
い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ю
）

こ
の
他
に
は
、
佐
藤
鶴
吉
氏
の
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。
佐
藤
氏
は
ミ
ョ
ウ
ガ
ナ

イ

（冥
加
）
。
フ
テ
キ
ナ
イ

（
不
敵
）
等
の
例
を
挙
げ
、
そ
の
ナ
イ

（
ナ
ツ
）
を

形
容
動
詞
の
語
尾

「
な
る
」
の

「
な
」
か
ら
、
形
容
詞
の
語
尾

「
し
」
に

類
推
し
て
結
成
さ
れ
る

「
な
し
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

と
見
て
お
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
見
方
は
、
金
田

一
京
助
氏
が

『
国
語
音
韻
論
』

に
お
い
て
、

黄
色
い
と
い
は
ず
に
、
開
西
で
は
黄
な
い
と
い
ふ
。
無
い
で
は
な
く
、
こ

れ
は
、
黄
な

（
る
）
の
意
味
で
、
形
容
動
詞
に
し
て
局
性
を
あ
ら
は
す
形

を
と
り
乍
ら
、
澤
山
あ
る
形
容
詞
の
語
尾
―
い
に
類
推
し
て
、
黄
な
イ
と

な
つ
た
の
で
あ
る
。
何
ナ
イ
で
あ

っ
て
、
無
い
意
味
で
な
く
、
却

っ
て
な

る、
の
意
味
で
あ
る
語
尾
は
皆
か
う
し
て
出
来
鉾
つ
で
あ
ら
う
。
（傍
点
マ
こ

と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
参
考
に
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
な
る
』
か
ら

『
な
し
』

へ
の
類
推
、
と
い
う
説
き
方
は
、
そ
の
類
推
の
背
景
が
今

一
つ
わ
か

り
に
く
く
、
安
直
で
当
座
的
な
感
を
免
れ
ず
、
説
得
性
に
乏
し
い
。
た
だ
し
、

商れ【“律〕辞］『疇畔餃̈
岬詢囃豪嘲い諏』つれ御］郁顎嶽̈
嘲ヽ

こ
こ
で
山
田
氏
の
説
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
い
。

山
田
氏
は
形
容
詞

・
形
容
動
詞
間
の
、
語
幹
を
共
通
に
し
た
語
尾
の
相
互
交

渉
に
つ
い
て
、
近
世
元
禄
期
あ
た
り
の
、
主
に
近
松
作
品
に
お
け
る
例
を
挙
げ

て
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
ま
ず

「
一
般
に
ナ
語
尾
を
使
用
し
て
ゐ
た
に

も
か
か
は
ら
ず
、
特
に
イ
語
尾
に
活
用
せ
し
め
た
例
」
と
し
て

（
オ
ロ
カ
ナ
リ

14



（愚
）
↓
）
オ
ロ
カ
シ
イ
、
（
ム
ヤ
ク
ナ
リ

（
無
益
）↓
）
ム
ヤ
ク
シ
イ
、
（
マ
ッ

カ
ナ
リ

（真
赤
）↓
）
マ
ッ
カ
イ
等
の
語
を
挙
げ
ら
れ
る
。
「
ナ
語
尾
」
は
形
容

動
詞
活
用
を
、
「
イ
語
尾
」
は
形
容
詞
活
用
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
後
に
、

こ
れ
ら
の
傾
向
は
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
ナ
語
尾
の
し
た
に
さ
ら
に
イ
語
尾

を
添
加
す
る
現
象
と
な

っ
て
あ
ら
は
れ
る
。

と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
語
例
と
し
て
、
ム
ゲ
ナ
イ

（酷
）
を
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し

て
続
け
て
、

勿
論
、
み
ぎ
の
諸
例
を
馴
致
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
従
来
ア
ラ
ヶ
ナ
シ
、

カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
ナ
シ
に
対
す
る
類
推
と
と
く
む
き
が
お
は
い
が
、
ム
ゲ

に
ム
ゲ
ナ
、
ム
ゲ
ニ
の
用
例
の
お
は
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
わ
た
く
し
の

か
か
げ
た
理
由
も
無
下
に
し
り
ぞ
く
べ
き
で
は
な
い
。
（傍
点
マ
こ

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
形
容
詞

・
形
容
動
詞
間
の
語
尾
交

渉
を
背
景
と
し
て
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
の
形
成
の
あ
り
方
を
説
か
れ
る
の

で
あ
る
。

さ
て
、
形
容
詞

・
形
容
動
詞
の
意
義
の
近
さ
か
ら
考
え
て
、
両
者
間
で
語
幹

を
共
有
す
る
も
の
が
出
て
く
る
の
は
、
実
際
に
用
例
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
こ

と
で
も
あ
り
、
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
尾
ま
で
を
と
り
こ

ん
で
新
た
な
活
用
を
生
む
こ
と
が

一
般
的
に
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で

あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
山
田
氏
の
挙
げ
る
マ
ッ
カ
イ
と
い
う
形
容
詞
は
、
こ
れ
自

身
が
語
幹
と
な

っ
て
マ
ッ
カ
イ
ナ
、

マ
ッ
カ
イ
ニ
の
形
―
―
つ
ま
り
形
容
動
詞

活
用
―
―
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
ょ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
マ
ッ
カ
イ
ナ
は

語
尾
を
含
ん
だ
形
容
詞
が
形
容
動
詞
語
幹
と
な

っ
た
∧
マ
ッ
カ
＝
イ
＋
ナ
語

尾
∨
形
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
ム
ゲ
ナ
イ
を
、
語
尾
を
含
ん
だ
形
容
動
詞
が

形
容
詞
語
幹
と
な

っ
た
∧
ム
ゲ
＝
ナ
＋
イ
語
尾
∨
形
と
見
た
場
合
に
、
こ
れ
と

対
応
的
な
例
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
山
田
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

元
来
マ
ッ
カ
ナ
と
い
ふ
こ
と
ば
の
ナ
語
尾
が

一
往
イ
語
尾
に
転
じ
た
の
ち
、

近
松
の
言
語
意
識
に
お
い
て
マ
ッ
カ
イ
自
体
が
名
詞
的
な
も
の
に
う
け
と

ら
れ
、
そ
れ
に
さ
ら
に
ナ
が
つ
い
た
か
た
ち
か
と
お
も
は
れ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
マ
ッ
カ
イ
の
形
容
動
詞
語
幹
化
の
契
機
を

″
名
詞
的
把

握
″
に
認
め
る
点
は
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
マ
ッ
カ
イ
ナ

が
赤
と
い
う
色
彩
を
表
す
語
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
他
の
基
本
的
な
色
彩

語
で
あ
る
シ
ロ
・
ク
ロ
・
ア
オ
が
接
頭
語
マ
を
冠
し
て
形
容
動
詞
活
用
す
る
場

合
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ッ
シ
ロ
ｏ
マ
ッ
ク
ロ
。
マ
ッ
サ
オ
と
、
語
幹
が
四
音
節
と
な

る
こ
と
へ
の
類
推
が
は
た
ら
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

マ
ッ
カ
イ
ナ
は
単
純
に
∧
形
容
詞
語

幹
＝
イ
＋
ナ
語
尾
∨
形
と
は
言
え
な
く
な
り
、
∧
形
容
動
詞
語
幹
＝
ナ
＋
イ
語

尾
∨
形
は
対
応
例
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
山
田
氏
は
ま
た
マ
ッ
カ
イ
ナ
と
同
類

の
語
と
し
て
ス
シ
ナ

（酸
）
と
い
う
語
を
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
形
容
詞
ス

（
И
）

シ

（酸
）
と
の
直
接
的
関
係
は
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
金
田

一
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
キ
ナ
イ

（黄
）
と
い
う
方
言
の
例
は
、

∧
ム
ゲ
＝
ナ
＋
イ
語
尾
∨
形
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
そ
こ
に
は
さ
ら
に
ケ
ナ
リ
イ

。
ケ
ナ
ル
イ

（異
）
と
い
う
語
も
加
え
ら
れ
る

か
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
こ
の
キ
ナ
イ
及
び
ケ
ナ
リ
イ

（
ケ
ナ
ル
イ
）
に
は
共
通

点
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
も
と
も
と
の
活
用
に
お
け
る
語
幹
が

一
音
節
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
語
幹
が

一
音
節
の
も
の
は
、
二
音
節
以
上
の
も
の
に
比
べ

て
語
の
識
別
等
に
お
い
て
安
定
性
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
、
語
義
の

中
核
で
あ
る
語
幹
の
保
存
安
定
意
識
が
は
た
ら
き
、
語
尾
を
伴

っ
た
形
を
と
り

こ
ん
で
、
形
容
詞

・
形
容
動
詞
間
で
活
用
が
渡
り
合
う
こ
と
に
な

っ
た
、
と
い

う
よ
う
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、



∧
形
容
詞
語
幹
＝
イ
＋
ナ
語
尾
∨
形
や
∧
形
容
動
詞
＝
ナ
＋
イ
語
尾
∨
形
で
は

な
い
か
と
見
ら
れ
た
語
は
す
べ
て
そ
う
な
る
要
因
が
考
え
ら
れ
る
も
の
と
言
え
、

む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
形
は
原
則
的
に
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
と
き
の
、
理
由
の

あ
る
わ
ず
か
な
例
外
と
し
て
処
理
で
き
る
と
い
う
ン」能
な
な
って
く
る
で
あ
ろ

う
。
よ
っ
て
こ
こ
に
、
山
田
氏
の
説
は
退
け
た
く
思
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
結
局

『
大
言
海
』
お
よ
び
佐
藤
氏
、
山
田
氏
の

説
は
、
い
ず
れ
も
西
宮
氏
の
説
に
比
し
て
説
得
力
を
も

っ
た
も
の
と
は
言
い
難

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

四

一
方
、
西
宮
氏
の
説
に
対
し
て
疑
間
を
提
示
し
た
も
の
に
、
山
口
佳
紀
氏
の

論
が
あ
鵜
¨

山
口
氏
は
上
代
に
見
ら
れ
る
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
を
取
り
上
げ
、

「
こ
の
ナ
シ
が
形
容
詞
ナ
シ
で
あ
れ
ば
、
上
に
来
る
の
が
名
詞
の
場
合
は
、
否

定
で
は
な
く
、
非
存
在
の
意
に
な
る
。
ま
た
、
否
定
の
意
に
な
る
の
は
、
上
に

形
容
詞
連
用
形
、
副
詞
、
名
詞
＋
二
な
ど
が
来
た
場
合
で
あ
」
り
、
従

っ
て
ナ

シ

（甚
）
型
形
容
詞
と
見
ら
れ
る
語
は
そ
の
よ
う
な
構
成
で
は
な
い
の
で
、
そ

の
ナ
シ
は
否
定
の
意
の
ナ
シ
と
は
考
え
に
く
い
、
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ナ

シ

（甚
）
と
形
容
詞
ナ
シ
の

（無
）
の
同
源
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
山
口
氏

の
論
は
、
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
に
お
け
る
非
存
在
と
否
定
の
形
態
上
の
パ
タ
ー

ン
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
で
論
理
的
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
山

口
氏
の
論
は
、
西
官
氏
の
説
と
と
も
に
検
討
の
対
象
に
据
え
て
見
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
な
お
山
口
氏
自
身
は
問
題
の
ナ
シ
に
つ
い
て
、
そ
の
ナ
は

「情
態
言
を

作
る
接
尾
辞
の
ナ
で
あ
ろ
う
」
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。

こ
こ
で
両
者
の
是
非
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
と
呼

び
得
る
語
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
語
例
を
挙
げ
て
そ
の
傾
向
を

見
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ナ
シ

（甚
）
形
容
詞
は
上
代
か
ら
近
世
に
か
け
て

幅
広
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
そ
の
典
型
と
し
て
、
中
古
に
お
け

る
語
例
を
別
表
Ｉ
に
示
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
作
表
に
あ
た
っ
て
は
、
語
の
性

質
を
と
ら
え
や
す
く
す
る
た
め
に
、
語
義
や
、
ナ
シ
の
上
接
部
の
意
味
を
裏
付

け
る
語
―
―
こ
れ
を
対
応
語
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
―
―
を
併
せ
て
示
し
、
ま
た

そ
の
対
応
語
の
品
詞
的
性
質
に
よ
る
分
類
を
施
し
て
お
く
。

個
々
の
語
の
詳
細
な
検
討
は
今
措
く
こ
と
と
し
て
、
こ
の
ナ
シ

（甚
）
型
形

容
詞
の
形
態
的
な
あ
り
よ
う
を
お
お
ま
か
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
上
接
部

は
形
容
動
詞
語
幹
や
形
容
詞
語
幹
、
或
い
は
情
態
を
表
す
語
基
と
い
う
よ
う
に
、

情
態
を
表
す
要
素
ば
か
り
で
あ
る
。
分
類
に
は
他
に

「
ケ
に
よ
る
」
も
の
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
上
接
部
の
う
ち
ケ
を
除
い
た
部
分
が
対
応
語
を
も
つ
と
考
え
ら

れ
る
語
で
あ
る
。
こ
の
ケ
は
お
そ
ら
く
、
情
態
を
表
す
語
基
に
接
し
て
そ
の
情

態
的
意
義
を
定
着
さ
せ
る
接
尾
語
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
上
接
部

に
く
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
単
語
と
し
て
機
能
す
る
に
は
何
ら
か
の
語
尾
を
と

ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
独
立
的
で
は
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
と
言
え
る
。

も

っ
と
も

「
ケ
に
よ
る
」
と
し
た
分
類
項
の
下
位
分
類
に

「
動
詞
」
と
し
た
も

の
も
あ
り
、
こ
れ
は
上
接
部
が
ク
で
終
わ
る
下
二
段
動
詞
の
活
用
形
に
相
当
す

る
が
、
∧
ｌ
ヶ
∨
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
ナ
シ
型
形
容
詞
と
な
る
要
因
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
西
宮
氏
は
、
問
題
の
ナ
シ
は
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
の

「事
柄
の
内
容
の

否
定
の
意
味
」
の
特
殊
な
も
の
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
西
宮
氏
の
挙
げ
ら

れ
た

″
否
定
“
の
例
は
、
「惜
し
け
く
も
な
し
」
（雄
略
紀
）、
「絶
ゆ
る
こ
と
な

０
」
（万
葉
集
）、
「
深
く
も
＝
力、―
列
し
か
」
（源
氏
物
語
）、
「
ビ
」
に
つ
か
は
る

る
人
に
も
期
剖
に
」
（竹
取
物
語
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
た
し
か
に
事
柄

の
否
定
の
意
を
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
第
二

。
四
例
は
、
形
容
詞
の
連
用



形
や
断
定
の
助
動
詞
ナ
リ
の
連
用
形
を
う
け
る
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
の
、
い
わ

ゆ
る
補
助
用
言
と
し
て
の
用
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
″
非
存
在
“
の
意

の
ナ
シ

（無
）
型
形
容
詞
な
ど
と
同
じ
よ
う
に

「複
合
形
容
詞
」
と
さ
れ
る
の
は
適
当

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
形
容
詞
の
ク
語
法
を
う
け
る
第

一
例
や
形
式
名
詞

コ
ト
を
う
け
る
第
二
例
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ

一
語
意
識

で
と
ら
え
得
る

″
否
定
”
の
意
の
ナ
シ

（無
）
型
形
容
詞
と
言
え
ば
、
数
は
僅

少
で
あ
る
が
、
サ
ナ
シ
・
ワ
ザ
ト
ナ
ツ
と
い
っ
た
、
副
詞
を
上
接
部
に
と
る
も

の
が
考
え
ら
れ
る
。
も

っ
と
も
サ
ナ
シ
は
、
補
助
用
語
ナ
シ
の
上
接
部
に
く
る

形
容
詞
連
用
形
等
を
指
示
語
サ

（然
）
で
置
き
換
え
た
も
の
と
も
言
え
る
。
な

お
、
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
が
補
助
用
語
と
し
て

″
否
定
″
の
意
で
用
い
ら
れ
る

の
は
院
政
期
以
降
に
活
発
に
な
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
西
宮
氏
の
挙
例
に

も
あ
る
よ
う
に
そ
れ
以
前
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
上
代
で
は
主
に
助
詞

卜
を
承
け
る
場
合
に
顕
著
で
あ
る

（
「時
と
な
く
思
ひ
渡
れ
ば

生
け
り
日
剖
潤

し
∧
生
跡
文
奈
思
∨
」
万
葉

。
三
〇
六
〇
）
が
、
先
の
例
の
よ
う
な
形
容
詞
の

ク
語
法
を
承
け
る
場
合
に
も
、
″非
存
在
“
の
意
を
残
す
と
は
言
え
や
は
り
そ

の
形
容
詞
の
意
義
を
否
定
し
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
中
古
に
入
る
と

副
詞
サ
や
形
容
詞
連
用
形
を
承
け
る
例
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
ナ
シ
に
よ

説
雄颯ダ一商章”燎歩暉
詳
が
舞
誠
議
起
罐
謁

定
″
を
表
す
用
法
を
備
え
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
こ
こ
で
ナ
シ

（無
）
型
形
容
詞
の
形
態
的
な
あ
り
よ
う
も
見
て
お
く

こ
と
に
す
る
。
今
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
見
出
し
語
を
対
象
と
し
て
こ
れ

を
拾
う
と
、
ナ
シ

（
無
）
型
形
容
詞
に
お
け
る
ナ
シ
の
上
接
部
は
ほ
ぼ
名
詞
と

し
て
一
括
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
ナ
シ
と
上
接
部
と
が
主

述
関
係
を
な
し
て
い
る
の
が
明
白
に
見
て
と
れ
る
。
別
表
１
に
上
代

。
中
古
の

例
を
挙
げ
て
お
く
が
、
中
世
以
降
も
こ
れ
に
漢
語
名
詞
が
加
わ
る
く
ら
い
で
、

お
お
か
た
の
傾
向
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
別
表
Ｉ
に
挙
げ
た
も
の
の
中
に
、
「接
尾
語
ゲ
に
よ
る
」
と
し
た

も
の
が
あ
る
の
は
多
少
説
明
を
要
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
接
尾
語
ゲ
に
は
形
容

動
詞
語
幹
を
つ
く
る
は
た
ら
き
が
あ
り
、
と
く
に
形
容
詞
語
幹
と
結
び
付
く
場

合
に
活
発
で
あ
る
。
と
す
る
と
ヒ
ト
ゲ

ｏ
モ
ノ
ゲ

ｏ
ニ
ゲ
は
よ
い
と
し
て
、
形

容
動
詞
語
幹
と
な
る
キ
タ
ナ
ゲ

・
タ
ノ
モ
シ
ゲ

ｏ
フ
シ
ゲ
は
、
ナ
シ

（甚
）
型

形
容
詞
の
上
接
部
と
品
詞
的
性
質
に
お
い
て
重
な

っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら

こ
こ
に
見
え
る
語
は
、
た
と
え
ば

「
た
の
も
し
げ
あ
る
木
」
（源
氏
物
語
）
と

い
う
例
を
有
す
る
よ
う
に
、
ヒ
ト
ゲ
等
と
同
様
に
名
詞
と
見
て
よ
い
も
の
と
言

え
る
。
結
局
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
と
ナ
シ

（無
）
型
形
容
詞
と
は
形
態
上

明
ら
か
に
そ
の
上
接
部
の
様
相
を
異
に
す
る
、
と
言
え
よ
う
。

再
び
西
宮
氏
の
説
を
振
り
返
る
と
、
先
に
引
用
し
た
論
述
の
最
後
に
あ
る
と

お
り
西
宮
氏
は
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
は
ナ
シ

（無
）
型
形
容
詞
や
形
容
詞

ナ
シ

（無
）
の
補
助
用
言
用
法
と

「複
合
形
容
詞
」
と
し
て

「
な
ん
ら
変
わ
る

こ
と
は
な
い
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
続
け
て

「結
局
、
『無
し

。
な
し

。
（問
題
の

ナ
シ

（甚
）
を
指
す
―
―
注
記
岩
村
と

を
含
む
複
合
形
容
詞

の
一
つ
一
つ
に

つ
い
て
、
そ
の
三
つ
の
意
味
を
考
え
て
い
く
よ
り
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。」
と
言
わ
れ
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
で
あ
る
こ
と
の
判
定
を
専
ら
上
接
部

の
意
義
の
面
か
ら
論
証
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
い
さ
さ
か
性
急
な
論

で
あ
り
、
上
記
三
者
の
形
態
的
な
面
と
し
て
上
接
部
の
品
詞
的
性
質
に
注
意
す

れ
ば
、
形
容
詞
ナ
ツ

（無
）
と
関
係
付
け
る
に
あ
た

っ
て
も
、

一‐
名
詞

（居
体
言
を
含
む
）
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情
態
を
表
す
独
立
的
で
な
い
要
素
　
　
の
ナ
シ

（甚
）
型

形
容
詞
の
ナ
シ

と
い
う
よ
う
な
説
明
が
可
能
に
な

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ

う
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
ヘ
の
配
慮
と
い
う
点
で
、
山
口
氏
の
疑
間
提
示
は
も

っ
と

も
な
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
山
口
氏
は
ナ
シ

（甚
）
と
形
容
詞
ナ

シ

（無
）
の
同
源
を
認
め
て
は
お
ら
れ
な
い
。
で
は
ナ
シ

（甚
）
に
対
す
る
山

口
氏
自
身
の
説
は
い
か
に
見
る
べ
き
か
、
こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
の

説
と
は
、
先
に
触
れ
た
と
お
り
、
ナ
シ

（甚
）
を

「情
態
言
を
作
る
接
尾
辞
の

ナ
」
＋
シ
、
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
山
口
氏
は
こ
れ
を
、
形
容
詞
語
幹
部

が

「単

一
の
語
基
で
な
く
、
そ
れ
に
接
尾
辞
が
付
加
さ
れ
て
い
る
も
の
」
で
、

ク
活
用
の
も
の
、
の
う
ち
に
数
え
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
語
例
と
し

て
イ
プ
セ
ッ
。
シ
ョ
メ
シ
・
ミ
ジ
カ
シ
等
が
挙
が

っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対

し

「
イ
ブ
＋
サ
＋
ｉ
」
「
シ
ヨ
＋
マ
＋
ｉ
」
で
ヽ
ジ
＋
力
」
と
い
う
分
析
を
施
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
の
サ
。
マ
・
力
が

「情
態
言
を
作
る
接
尾
辞
」
に
あ
た

（
‐８
）

り
、
「
ｉ
」
は

「
独
立
化
の
語
尾
」
と
さ
れ
る
。
問
題
の
ナ
シ
は
こ
れ
ら
に
つ

い
て
の
記
述
の
後
に

「別
の
一
類
と
し
て
」
挙
げ
る
も
の
の
、
Ｆ
」
れ
ら
の
ナ

は
、
や
は
り
情
態
言
を
作
る
接
尾
辞
の
ナ
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
サ

。
マ
・
力
は
そ
れ
ぞ
れ

「～
サ
ニ
」
「
～
マ
ニ
」
「～
カ
ニ
」
の
形
で
情
態
を
表

す
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
に
対
し
、
ナ
は
そ
の
よ
う
な
用
法

を
も
た
ず
、
従

っ
て
同
じ
よ
う
に

「情
態
言
を
作
る
接
尾
辞
」
と
見
な
せ
る
の

か
、
疑
間
が
残
る
。
な
お
ア
マ
ネ
シ
と
い
う
例
を
イ
ブ
セ
ッ
等
と
と
も
に
挙
げ
、

「
ア
マ
＋
ナ
＋
ｉ
」
と
分
析
さ
れ
て
や
は
り

「情
態
言
を
作
る
接
尾
辞
」
の
ナ

を
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
問
題
の
ナ
シ
を

「別
の
一
類
と
し
て
」
挙
げ
ら
れ
る

と
こ
ろ
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
そ
れ
と
同
じ
も
の
と
は
見
て
お
ら
れ
な
い
よ
う

で
あ
る
。
ア
マ
ネ
シ
に
見
る
ナ
は

「独
立
化
の
語
尾
ｉ
」
を
と
り
、
間
能
あ
ナ

シ
の
ナ
は
こ
れ
を
と
ら
な
い
と
い
う
相
違
点
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
結

局
山
口
氏
の
説
は
全
体
と
し
て
従
う
に
足
る
説
得
性
を
も

っ
た
も
の
と
は
言
い

難
い
。

五

こ
こ
に
至

っ
て
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
に
お
け
る
ナ
シ
は
、
焦
点
を
否
定

の
も
つ
表
現
性
そ
の
も
の
に
当
て
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
先
に
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
、
ナ
シ

（無
）
型
形
容
詞
、
補
助
用
言

に
た
つ
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
の
三
者
を
各
々
の
ナ
シ
の
上
接
部
に
注
目
し
つ
つ

形
容
詞
ナ
シ

（無
）
と
関
係
付
け
て
見
た
が
、
今

一
度
そ
こ
に
立
ち
返

っ
て
考

え
て
み
た
い
。
上
記
三
者
の
う
ち
、
形
容
詞
連
用
形
を
承
け
る
補
助
用
言
法
の

形
容
詞
ナ
シ

（無
）
と
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
と
は
、
と
も
に
意
義
上
は
情
態

を
表
す
要
素
が
上
接
部
に
く
る
点
で
共
通
す
る
。
こ
の
点
で
、
西
官
氏
の
よ
う

に
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
の
ナ
シ
を

「事
柄
の
程
度
の
否
定
」
に
た
つ
形
容
詞

ナ
シ

（無
）
と
見
る
こ
と
は
、
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
が
情
態
を
表
す
要
素
を
承

け
る
と
き
に
は

″
否
定
“
の
意
に
な
る
、
と
い
う

一
貫
し
た
こ
と
が
言
え
る
こ

と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
意
義
上
は
共
通
す
る
と
言

っ
て
も
、
山
口
氏
も
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
、
形
態
上
は
語
尾
の
有
無
と
い
う
相
違
が
あ
り
、
そ
の
相
違
は
、

結
果
的
に
両
者
の
目
指
す
表
現
上
の
相
違
と
な

っ
て
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

補
助
用
語
の
ナ
シ
は
情
態
を
ま
さ
し
く
否
定
し
、
他
方
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞



の
ナ
シ
は
情
態
を
強
調
す
る
。
こ
の
相
違
は
両
者
の
つ
な
が
り
を
断

っ
て
し
ま

う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
今
や
ほ
ぼ
自
明
の
理
と
言
い
得
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
が
、
″
否
定
″

と
は
、
特
定
概
念
を
排
除
す
る
の
み
で
、
そ
れ
自
身
は
特
定
概
念
を
指
示
し
得

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
フ
」
の
部
屋
は
暑
く

な
い
」
と
言

っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
そ
の
部
屋
が
寒
い
、
或
い

は
涼
し
い
、
或
い
は
暖
か
い
等
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
発
せ
ら
れ
た
状
況
如
何
で
、
否
定
表

現
の
結
果
が
目
指
す
と
こ
ろ
の
意
味
は
変
わ
っ
て
く
る
と
言
え
よ
う
。
と
す
れ

ば
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
状
況
と
し
て
、
「
暑
い
部
屋
だ
け
ど
、
入

っ
て
く
れ
」

と
言
わ
れ
て
そ
の
部
屋
に
入

っ
た
時
な
ど
を
想
定
す
る
と
、
コ
」
の
部
屋
は
暑

い
な
ん
で

，
り

，
０
な
い
■
」
と
い
う
否
定
表
現
が
、
非
常
に
暑
い
、
と
い
う

意
味
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
後
者
の
場
合
は
、
否
定
に
よ

っ

て
指
向
さ
れ
る
表
現
の
方
向
が
、
前
者
の
寒
い
。
涼
し
い
。
暖
か
い
等
の
場
合

と
は
正
反
対
で
あ
り
、
仮
に
こ
の
前
者
を
負
方
向

へ
の
否
定
と
す
れ
ば
、
後
者

は
正
方
向

へ
の
否
定
と
言
え
る
。
そ
し
て
後
者
は
、
「
暑
い
」
と
い
う
語

の
も

つ
意
義
を
正
方
向
に
向
か
っ
て
強
調
す
る
と
い
う
点
で
、
む
し
ろ

″肯
定
″
的

で
さ
え
あ
る
と
言
え
る
側
面
を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
否
定
し
た
結
果

鰹
浸鋳
舞
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蒸

あ
た

っ
て
非
常
に
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
言
え
る
。

今
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
の
ナ
シ
を
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
の
否
定
用
法
の

一
つ
と
と
ら
え
、
右
に
見
た

″
否
定
″
の
表
現
性
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
こ
の

ナ
シ
は
正
方
向

へ
の
否
定
で
あ
り
、
補
助
用
言
の
ナ
シ
は
負
方
向

へ
の
否
定
で

あ
る
、
と
説
明
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
相
違
は
、
上
接
部
に
お
い
て
形
態
的

に
定
ま
っ
た
傾
向
が
存
す
る
こ
と
と
呼
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
て
く
る
と
、
両
者
の
共
通
点
を
重
ん
じ
て
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
の
ナ
シ

は
や
は
り

″
否
定
″
に
与
か
る
も
の
と
と
ら
え
て
良
い
と
思
わ
れ
、
両
者
の
間

に
あ

っ
た
表
現
性
の
相
違
も
、
両
者
の
つ
な
が
り
を
断

っ
て
し
ま
う
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
否
定
表
現
の
本
質
に
か
な

っ
た
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
で
は
上
接
部
の
形
態
上
の
相
違
と
表
現
性
の
相
違
と
は
、
ど
の
よ
う

に
関
係
す
る
と
言
え
る
の
か
、
な
ぜ
情
態
を
表
す
独
立
的
で
な
い
要
素
が
上
接

部
に
く
る
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
は
、
単
な
る
否
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
程
度
強

調
と
い
う
肯
定
的
と
も
言
え
る
表
現
性
を
も
つ
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
先
に
見
た
と
お
り
、
ナ
ツ

（甚
）
型
形
容
詞
の
ナ
シ
と
補
助
用
言

の
ナ
シ
と
は
と
も
に
形
容
詞
や
形
容
動
詞
等
を
上
接
部
に
戴
く
。　
一
般
に
形
容

詞
や
形
容
動
詞
は
、
性
質

・
情
態
を
表
す
語
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
正
確
に
言

え
ば
、
性
質

・
情
態
を
表
す
、
乃
至
性
質

・
情
態

へ
の
名
付
け
、
と
い
っ
た
意

義
と
、
そ
の
性
質

・
情
態
が
あ
る
、
乃
至
或
る
も
の
が
そ
の
性
質

・
情
態
を
有

す
る
、
と
い
っ
た
叙
述
性
と
の
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
意
義
は
語
幹

が
、
叙
述
性
は
語
尾
が
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
語

尾
を
伴

っ
た
形
に
接
す
る
補
助
用
言
の
ナ
シ
は
、
″情
態
が
み
石
″
に
対
し
て

″情
態
が
な
い
″
と
す
る
負
方
向
の
否
定
と
な
り
、
語
幹
に
直
に
接
し
て
全
体

を
形
容
詞
化
す
る
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
の
ナ
シ
は
そ
れ
と
は
別
に
、
語
幹
の

情
態
的
意
義
そ
の
も
の
に
対
し
て
の
、
「
～
と
は
も
は
や
言
え
な
い
く
ら
い
に

相
汁
資
一
詢
は
“
薇
河
詢
刹
“
¨
崚
に
は
］
耐
幣
懇
嘲
“
「
率
け
期
『
¨
機
期

も
と
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
複
合
語
と
い
う
に
は

独
立
的
で
な
い
要
素
に
接
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
又
用
い
ら
れ
て
い
く
過
程
で



程
度
強
調
の
意
義
用
法
が
固
定
し
て
、
む
し
ろ
接
尾
語
的
な
性
格
を
も

っ
た
も

（
２
）

の
と
し
て
、
以
後
造
語
力
を
発
揮
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一ハ

さ
て
稿
者
が
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
否
定
が
結
果
的
に
い
わ
ば
肯
定

を
指
向
す
る
表
現
性
を
も
ち
得
る
こ
と
は
、
ひ
と
リ
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
に

と
と
ま
ら
ず
、
他
の
形
式
―
―
殊
に
形
容
詞
化
接
尾
語
―
―
に
お
い
て
も
認
め

得
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。

（
イ
）

み
吉
野
の

耳
我
の
山
に

嘲
Ｊ
ｄ
そ
∧
時
自
久
曽
∨

雪
は
降
る
と

い
ふ

間
無
く
そ

雨
は
零
る
と
い
あ

そ
の
雪
の

団
ｕ
割
が
如
∧
不

時
如
∨

そ
の
雨
の

間
な
き
が
如

隈
も
お
ち
ず

思
ひ
つ
つ
ぞ
来
し

そ
の
山
道
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（万
葉

。
二
六
）

（
口
）

立
ち
別
れ

君
が
い
ま
さ
ば

磯
城
島
の
人
は
∃
Ｊ
ｄ
∧
人
者
和
礼
自

久
∨

斎
ひ
て
待
た
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（万
葉

。
四
二
八
〇
）

上
代
に
は
右
に
挙
げ
た
よ
う
に
ト
キ
ジ

。
フ
レ
ジ
等
ツ
ク

（
ジ
ク
）
活
用
す

る
形
容
詞
と
み
ら
れ
る
語
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
に
お
け
る
ジ
が
否
定
の
意
を

も
ち
、
体
言
を
上
接
部
に
と
り
全
体
を
形
容
詞
化
す
る
接
尾
語
と
し
て
と
ら
え

飩
諄凌颯一Ｉ
鐵

魏
荼

詭
羮
鵠

う
な
形
容
詞
―
―
こ
れ
を
ジ
型
形
容
詞
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
―
―
に
は
、
シ
シ

ジ
モ
ノ
・
ウ
マ
ジ
モ
ノ
等
∧
～
ジ
モ
ノ
∨
型
を
と
る
語
も
こ
れ
に
含
め
て
考
え

ら
れ
る
。

（
ハ
）

石
の
上

布
留
の
尊
は

た
弱
女
の

惑
ひ
に
依
り
て

馬
じ
も
の
∧
馬

自
物
∨

縄
取
り
付
け

園
州
ｕ
Ы
の‐
∧
肉
自
物
∨

弓
矢
囲
み
て

大

君
の

命
恐
み

天
離
る

夷
辺
に
退
る

古
衣

又
打
の
山
ゆ

還
り
来

ぬ
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（万
葉

。
一
〇

一
九
）

こ
の
ジ
が
否
定
の
意
を
も
つ
こ
と
は
、
形
態
上
ほ
ぼ
同

一
で
あ
る
打
消
推
量

の
助
動
詞
ジ
と
、
否
定

（打
消
）
と
い
う
意
義
面
で
の
共
通
性
に
裏
打
ち
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
両
者
は
文
法
的
構
能
に
お
い
て
異
な
る
も
の
で
あ
る

が
、
た
と
え
ば
同
じ
よ
う
に
否
定
の
意
を
も
つ
辞
的
成
分
に
助
動
詞
ズ
が
あ
り
、

助
動
詞
ジ
と
と
も
に
こ
れ
も
濁
音
で
あ
る
点
を
鑑
み
る
と
、
問
題
の
形
容
詞
語

尾
ジ
に
も
否
定
の
意
を
認
め
る
こ
と
は
十
分
に
理
由
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
右
に
上
げ
た
よ
う
な
ジ
型
形
容
詞
の
例
は
、
上
接
部
を
Ａ
と
す
る
と

「
Ａ
で
は
な
い
が
Ａ
の
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
を
表
し
、
否
定
の
結
果
が
肯
定

的
な
比
喩

。
比
況
の
表
現
に
結
び
付
い
て
い
る
。
比
喩

・
比
況
は
本
来
否
定
性

と
肯
定
性
と
を
併
せ
も
つ
こ
と
を
基
本
的
性
格
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
否
定
表

現
で
も

っ
て
表
す
こ
と
は
殊
更
稀
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
上
代
で
も

助
動
詞
ズ
の
ク
語
法
と
さ
れ
る
∧
ナ
ク
∨
を
用
い
た
∧
～
ナ
ク
ニ
∨
型
の
表
現

に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

（
二
）

か
く
し
て
や

な
は
や
守
ら
む
大
荒
木
の
浮
日
の
社
の
標
に
あ
ら
な

引
に
∧
標
永
不
有
永
∨
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉

。
二
八
三
九
）

（
ホ
）

吾
妹
子
を
外
の
み
や
見
む
越
の
海
の
子
難
の
海
の
島
な
ら
な
く
に

∧
嶋
楢
名
君
∨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（万
葉

。
三

一
六
六
）

こ
れ
ら
は
単
な
る
否
定
に
終
わ
ら
ず
、
「～
で
な
い

（
の
に
と

と
否
定
さ
れ

る
対
象
が
逆
に
現
実
の
様
態
を
さ
な
が
ら
に
暗
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
隠
喩
で
あ
り
、
先
に
見
た
ジ
型
形
容
詞
に
お
け
る
ジ
の
は

た
ら
き
も
同
じ
く
隠
喩
と
言
え
る
。

右
に
は
ジ
型
形
容
詞
に
お
い
て
、
ジ
に
よ
る
否
定
が
様
態
の
比
況
に
は
た
ら

く
こ
と
を
見
た
が
、
同
様
に
は
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
次
の
よ
う
な
例
も
あ

２一
。



（
へ
）

…
…
朋
神
の

貴
き
山
の

並
立
ち
の

見
が
欲
し
山
と

神
代
よ
り

人
の
言
ひ
継
ぎ

国
見
す
る

筑
羽
の
山
を

冬
ご
も
り

嘲
ｕ
割
時
と

∧
時
敷
時
跡
∨

見
ず
て
行
か
ば

ま
し
て
恋
し
み

雪
消
す
る

山
道

す
ら
を

な
づ
み
ぞ
わ
が
来
る
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉

。
三
八
二
）

（
卜
）

…
…
吾
妹
子
が

形
見
に
置
け
る

み
ど
り
児
の

乞
ひ
泣
く
ご
と

に

取
り
与
ふ

物
し
無
け
れ
ば

列
ｕ
Ы
ｑ
∧
鳥
徳
児
物
∨

腋
は
さ
み

持
ち
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉

。
二
一
〇
）

こ
れ
ら
の
例
は
特
に
比
況
と
し
て
肯
定
を
指
向
せ
ず
、
む
し
ろ
否
定
の
み
で

考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ジ
型
形
容
詞
の
ジ
が
否
定
の
意
を
も
つ
こ
と
を
、

こ
れ
ら
が
証
明
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
先
の
よ
う
な
例
と
今
の
よ

う
な
例
と
で
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、

″
否
定
″
は
特
定
概
念
を
指
示
し
得
な
い
、
と
い
う
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
と
り

あ
え
ず
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
か
と
思
わ
れ
る
。
が
、
し
か
し
同

一
の
表
現
形
式

で
あ
り
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
る
の
は
、
や
は
り
何
ら
か
の
説
明
が

要
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
先
と
今
の
例
に
お
け
る
否
定
の
あ
り
方
を
、

文
脈
や
上
接
部
に
注
意
し
て
見
比
べ
て
み
る
と
、
（
卜
）
の
例
で
言
え
ば
、
そ

の
歌
は
人
間
の
男
を
詠
ん
で
、
男
で
な
い
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て

（
ハ
）
の
例
で
言
え
ば
、
そ
の
歌
は
人
間
を
詠
ん
で
、
馬

。
し
し
で
な
い
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
馬

。
し
し
で
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ

の
当
然
の
否
定
的
事
実
を
あ
え
て
提
示
す
る
と
こ
ろ
に
比
況
を
成
立
さ
せ
る
素

地
が
で
き
、
馬

。
し
し
で
な
い
人
間
が
そ
の
様
態
に
お
い
て
さ
な
が
ら
馬

。
し

し
然
と
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
だ
、
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
場
面
や
文
脈
が
そ
の
意
味
の
成
立
を
裏
か
ら
支
え
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
場
面
や
文
脈

へ
の
理
解
が
発
話
対
象
に
十
分
期
待

で
き
る
と
い
う
素
地
が
あ

っ
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
点
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
上
代
の
ジ
型
形
容
詞
は
、
そ
の
ジ
が
否
定
の
意
を
も
ち
、
具
体
性
の

強
い
体
言
を
上
接
部
に
と

っ
て
、
多
く
の
場
合
様
態
の
比
況
を
表
し
て
肯
定
を

指
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
こ
と
を
見
た
。
そ
の
肯
定
指
向
性
を
も

っ
て
、

ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
と
こ
れ
を
統

一
的
に
と
ら
え
た
い
と
稿
者
は
思
う
の
で

あ
る
。
副
題
に
掲
げ
た
否
定
性
接
尾
語
を
有
す
る
形
容
詞
と
は
、
こ
の
よ
う
に

と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
括

っ
た
両
者
を
指
し
て
の
謂
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
か

つ
て
語
構
成
上
充
分
に
説
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
に

対
し
て
適
当
な
説
明
を
施
し
、
そ
の
上
で
、
関
係
付
け
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と

の
な
か

っ
た
ジ
型
形
容
詞
と
こ
れ
と
を
併
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
形

容
詞
と
し
て
の
的
確
な
位
置
付
け
を
試
み
よ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
両
者

は
そ
れ
ぞ
れ
ジ

・
ナ
シ
と
い
う
要
素
が
否
定
の
意
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
否
定

の
側
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
表
現
性
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
結
果
的
に
肯
定

を
指
向
す
る
用
法
が
、
形
容
詞
化
接
尾
語
と
な

っ
て
表
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
　
　
　
，

七

以
上
、
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
の
問
題
点
で
あ

っ
た
語
末
の
ナ
シ
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
て
き
た
。
こ
こ
で
考
察
の
内
容
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
ナ
シ

は
形
容
詞
ナ
シ

（無
）
に
由
来
す
る
否
定
の
意
を
も

っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
否
定
の
意
を
も
つ
形
容
詞
化
接
尾
語
と
い
う
こ
と
で
上

代
の
ジ
型
形
容
詞
に
お
け
る
語
末
の
ジ
と
統

一
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
ナ
シ
（甚
）

型
形
容
詞
と
ジ
型
形
容
詞
と
は
否
定
性
接
尾
語
を
有
す
る
形
容
詞
と
い
う
位
置

付
け
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
問
題
の
ナ
シ
を
形
容
詞
ナ
シ

（
無
）
に
由
来
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
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に
つ
い
て
は
西
宮
氏
の
説
を
承
け
る
形
と
な

っ
た
訳
で
あ
る
が
、
西
宮
氏
の
説

に
は
訂
正
及
び
補
足
す
べ
き
点
が
少
な
く
な
か

っ
た
。
問
題
の
ナ
シ
に
つ
い
て

述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ナ
シ
を
含
む
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
の
形
態
面
と

し
て
の
語
構
成

へ
の
検
討
も
徹
底
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
西
宮

氏
の
説
に
は
そ
れ
が
十
分
に
は
窺
え
な
か

っ
た
。
西
宮
氏
が
取
り
上
げ
ら
れ
た

ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
の
実
際
の
語
例
は
、
そ
れ
ま
で
に
報
告

さ
れ
て
い
る

翁
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
御
論
文
に
あ
る
）
と
い
う
室
町
期
以

前
の
二
十
数
語
で
あ
り
、
そ
の
検
討
は
各
語
の
意
義
面
の
み
か
ら
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
は
、
時
代
的
に
上
代
か
ら

近
世
に
か
け
て
幅
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
語
の
構
成
を
見
る

こ
と
が
す
な
わ
ち
問
題
の
ナ
シ
の
性
格
を
確
か
め
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
稿
者
に
は
ヽ
各
時
代
に
見
え
る
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
に
対
す
る
考
察

結
果
の
準
備
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
そ
の
ナ
シ
の
考
察
に
絞

っ
て
述

べ
る
こ
と
と
し
た
。

注（
１
）

西
宮
一
民
氏

「
い
わ
ゆ
る

『甚
し
』
に
つ
い
て
」
合
論
集
日
本
文
学
。
日
本

語
』
１
上
代

「

・
３
）

（２
）

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
１５

（小
学
館

・
“
刊
）、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
（岩
波
書

店

。
「
刊
）、
『古
語
大
辞
典
』
（小
学
館

・
短
刊
）
な
ど
。
ま
た
、
「形
容
詞
語

尾
」
と
し
つ
つ
同
様
の
説
明
を
施
し
て
い
る

『時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』

舎
一省
堂
・
Ｗ
刊
）
も
、
こ
れ
ら
に
準
じ
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

（３
）

『古
語
大
辞
典
』
に

「
こ
れ
ら
の
語
の
中
に
は
、
同
音
の
形
容
詞

『無
し
』

と
混
同
さ
れ
、
否
定
的
な
意
に
解
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
も
あ
る
」。
（
語
誌
〕

の
欄
）
と
あ
り
、
『時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
に
「
ナ
シ
が
無
し
と
解
さ
れ

て
、
～
が
無
い
さ
ま
の
意
に
用
い
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
も
の
も
あ
る
。
【考
】

同
じ
よ
う
な
語
構
成
の
語
に
、
コ
コ
ロ
ナ
シ
・
コ
ト
ナ
シ
・
ス
ペ
ナ
シ
の
よ
う

に
名
詞
と
無
シ
と
の
複
合
形
容
詞
が
あ
る
。」
と
あ
る
。

（４
）

注
（１
）
論
文
。

（５
）

泉
井
久
之
助
氏

「否
定
表
現
の
原
理
」
令
国
語
国
文
」
２２
‐
８

「

・
８
）

（
６
）
　
「肯
定
と
否
定
―
―
う
ち
と
そ
と
―
―
」
∩
国
語
学
」
１

「

・
１０
）

（７
）

な
お
西
宮
氏
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
、
断
片
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
夙
に

方
言
の
考
察
で
セ
ハ
シ
ナ
イ
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
前
田
勇
氏

『
大
阪
弁

の
研

究
』
（「

・
８
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
前
田
氏
は
セ
ハ

シ
ナ
イ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
―

「
こ
の
『
な
い
』
も
や
は

り

『無
い
』
な
の
で
は
な
い
か
。
す
な
は
ち

『
せ
は
し
』
（忙
）
で
は
表

は
じ

足
り
な
い
気
持
、
こ
れ
以
上
の
忙
し
さ
は
無
い
と
云
ふ
感
情
が

『
せ
は
し
な

い
』
の
表
現
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。」

（８
）

冨
山
房

・
知
刊
。

（
９
）

山
口
佳
紀
氏

『古
代
日
本
語
文
法
の
成
立
の
研
究
』
（ヽ

・
１
）
を
参
考
。

（
１０
）

暑
な
し
』
を
接
詳
と
す
る
形
容
詞
に
つ
い
て
」
令
国
語
国
文
」
３
１
５

「

●
５
）

（ｎ
）

刀
江
書
院

・
「
刊
。

（
‐２
）

佐
藤
氏
は
ナ
シ

（甚
）
型
形
容
詞
の
形
成
に
つ
い
て
、

こ
の

「な
し
」
は
、　
一
般
的
に
言
へ
ば
、
そ
の
原
義
が
ど
う
で
あ
ら
う
が
、

そ
れ
に
は
頓
着
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
す
で
に
形
容
詞
の
造
語
成
分
と
し
て

遊
離
し
た
も
の
の
や
う
に
思
ひ
な
さ
れ
、
又
、
そ
の
語
幹
た
る
べ
き
語
の

本
質
如
何
も
厳
密
に
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
印
ち
単
純
な
類
推
に
依

つ
て
、
自
由
に
他
の
語
に
膠
着
せ
し
め
て
用
ひ
ら
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ

ら
う
と
思
は
れ
る
。
（傍
点
マ
マ
）

と
述
べ
ら
れ
、
ナ
シ
が
形
容
動
詞
語
幹
以
外
に
付
く
場
合
に
対
処
さ
れ
て
い
る

が
、
形
成
の
主
流
と
さ
れ
た

「類
推
」
の
元
と
な
る
見
方
に
説
得
性
が
な
い
の

で
、
結
局
ナ
シ

（甚
）
に
つ
い
て
根
本
的
に
解
き
明
か
す
論
と
は
言
え
な
い
◇

（‐３
）
　
「形
容
詞
ス
ル
ド
シ
の
成
立
」
今
日
本
大
学
研
究
年
報
」
４

「

●
３
）

（
‐４
）

『古
語
大
辞
典
』
「す
し

〔名

・
形
動
ナ
リ
活
ピ

語
誌
の
欄
を
参
考
。

（
‐５
）

抄
物
に
見
え
る
セ
チ
ベ
ン
ナ
イ
・
セ
ジ
ナ
イ
・
セ
マ
ジ
ナ
イ
に
つ
い
て
、
柳

田
征
司
は
山
田
氏
の
説
を
承
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
―
―

「活
用
か
ら
見
た
抄

物
の
語
彙
」
令
愛
援
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
Ⅱ

・
５
・
１

「

・
２
）
―
―
が
、

稿
者
は
当
然
こ
れ
も
退
け
た
く
思
う
。

（
‐６
）

注
（９
）書
、
第
二
章
第
二
節
。

（
‐７
）

小
林
賢
次
氏

「否
定
表
現
の
変
遷
―
―

『あ
ら
ず
』
か
ら

『
な
し
』
へ
の
交

替
現
象
に
つ
い
て
１
１
」
令
国
語
学
」
７５
　
珈

・
・２
）



（‐８
）

「
ミ
ジ
＋
力
」
の
み
ｉ
を
と
ら
な
い
が
、
一
応
―
を
と
っ
た
形
に
相
当
す
る

″
ミ
ジ
ケ
シ
″
の
例
は
名
義
抄

（観
智
院
本
）
に
見
え
る
。

（
‐９
）

こ
の
点
に
関
し
、
山
口
氏
は

「（問
題
の
ナ
シ
の
）
ナ
は
安
定
性
が
強

い
ら

し
く
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
氏
が
語
幹
部
の
安
定
度
が
高
い
も
の

は

「独
立
化
の
語
尾
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
る
推
論
で
あ
る
。

（
２０
）

注
（４
）論
文
や
、
鈴
木
一
彦
氏

「打
ち
消
し
て
残
る
と
こ
ろ
―
―
否
定
表
現

の
結
果
」
全
国
語
学
」
５０
　
琥

．
９
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
２‐
）
　
「
‥
…
と
い
う
も
の
で
は
な
い
」
や

「
…
…
ど
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
い
う
言

い
方
に
し
て
も
、
情
態
的
意
義
そ
の
も
の
を
抽
出
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
２２
）

接
尾
語
化
す
る
形
容
詞
の
他
例
に
は
、　
一
般
に
カ
タ
シ
・
ニ
ク
シ
等
が
挙
げ

ら
れ
る
。

（
２３
）

こ
の
見
方
の
提
唱
者
は
橋
本
四
郎
氏
で
あ
る
。
―
―

「上
代
の
形
容
詞
語
尾

ジ
に
つ
い
て
」
翁
万
葉
」
１５
　
ヽ

。
４
）。
ち
な
み
に
稿
者
は
、
形
容
詞
オ
ナ

ジ
の
ジ
も
同
様
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ

る
―
―

「
い
わ
ゆ
る
形
容
動
詞

『
お
な
じ
だ
』
に
つ
い
て
―
―
そ
の
成
立
の
過
程
を
考

え
る
―
―
」
（
「叙
説
」
１７

「

。
‐０
）０

１
１
富
山
県
立
雄
峰
高
校
教
諭
―
―
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要1翁

ウ
ツ
ナ
シ
∧
紀
図
本
∨

ア
ラ
タ
ナ
シ
∧
詞
花
∨

新

形容動詞語幹

コ
ト
ナ
シ
∧
詮
子
合
∨

殊
・
格
別
だ

コ
ト
∧
宇
津
保
∨

タ
シ
ナ
シ
∧
地
十
経
∨

苦
し
く
辛
い

タ
シ
∧
記
歌
謡
∨

ハ
シ
タ
ナ
シ
∧
伊
勢
∨

中
途
半
端

ハ
シ
タ
∧
土
左
∨

ユ
ク
リ
ナ
シ
∧
土
左
∨

突
然

・
不
意
だ

ユ
ク
リ
∧
紀
前
本
∨

ム
ベ
∧
古
今
∨
ウ
ベ
∧
万
葉
∨

オ
ボ
ロ
ケ
∧
靖
蛉
∨

語基+ケ (キ )|

“掛舛
サ″林だ様Ｗ

イ
ト
コ
∧
記
神
代
∨

オ
ホ
ケ
ナ
シ
∧
宇
津
保
∨

身
の
程
弁
え
ず

オ
ホ
ナ
オ
ホ
オ
∧
靖
蛉
∨

シ
ド
ケ
ナ
シ
∧
宇
津
保
∨

く
つ
ろ
い
だ

。
乱

シ
ド
ロ
モ
ド
ロ
∧
宇
津
保
∨

イ
フ
ク

（下
二
段
）
∧
竹
取
∨

オ
ホ
ド
ク

（下
二
段
）
∧
源
氏
∨

ゥ
シ
ロ
メ
タ
シ
∧
古
今
∨

ム
ベ
ナ
シ
∧
崎
蛉
∨

諾

。
も

っ
と
も
だ

オ
ボ
ロ
ケ
ナ
シ
∧
宇
津
保
∨

表
Ｉ
　
中
古
に
見
え
る

（
ナ
シ
）
甚
型
形
容
詞

ケ に よ る形

幹

　

一　
ウ

シ

ロ
メ
タ

ナ

シ
∧

落

窪

∨

イ
フ
ケ
ナ
シ
∧
落
窪
∨

オ
ホ
ド
ケ
ナ
シ
∧
栄
花
∨

一　
稚

・
子
供
っ
ぼ
い

お
っ
と
り
し
た
様

∧
紀
図
本
∨
＝
日
本
書
紀
図
書
寮
本
訓
　
∧
詞
花
∨
＝
詞
花
集
　
∧
万
葉
∨
＝
万
葉
集
　
∧
詮
子
合
∨
＝
寛
和
二
年
皇
太
后
詮
子
種
麦
合
　
∧
宇
津
保
∨
＝
宇
津
保
物
語

∧
地
十
経
∨
＝
地
蔵
十
輪
経
元
慶
七
年
点
　
∧
伊
勢
∨
＝
伊
勢
物
語
　
∧
土
左
∨
＝
土
左
日
記
　
∧
紀
前
本
∨
＝
日
本
書
紀
前
日
本
訓
　
∧
蜻
蛉
∨
＝
蜻
蛉
日
記

∧
古
今
∨
＝
古
今
集
　
∧
三
蔵
∨
＝
大
唐
玄
美
三
蔵
法
師
表
啓
古
点
　
∧
浜
松
∨
＝
浜
松
中
納
言
物
語
　
∧
落
窪
∨
＝
落
窪
物
語
　
∧
竹
取
∨
＝
竹
取
物
語
　
∧
栄
花
∨
＝
栄
花
物
語

∧
源
氏
∨
＝
源
氏
物
語

＊
対
応
語
欄
は
、
形
容
動
詞
は
語
幹
で
示
す
。

∧
　
∨
内
出
典
は
、
な
る
べ
く
初
出
の
も
の
を
挙

げ
る
よ
う
に
し
た
。

気
掛
か
り

・
不
安

＊
「
形
幹
」
…
…
形
容
詞
語
幹
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表
Ｉ
　
ナ
シ

（無
）
型
形
容
詞
の
上
接
部

（上
代

。
中
古
）

ア
ャ
（文
）
イ
ト
マ
（暇
）
ウ
ラ
（心
）
カ
タ
（形
）
コ
ヨ
ロ
（心
）
コ
ト
（事
）
ヨ
ト
ハ
リ
（理
）

ッ
ッ
ヽヽ八
恙
）
マ
（間
）
キ
ヤ
（礼
）
ツ
ネ
（常
）
ト
キ
（時
）
フ
サ
（長
）／
オ
モ
（面
）
カ
ゲ
（影
）

力
ヽヽ八
上
）
ク
マ
（隈
）
ヨ
コ
チ
（心
地
）
シ
ナ
（階
）
ス
エ
（末
）
チ
カ
ラ
（力
）
ツ
ツ
ガ
璽
ｅ

ツ
ヽヽ八
罪
）
ト
コ
ロ
（所
）
ナ
ゴ
リ
（余
波
）
ナ
サ
ケ
（情
）
ハ
カ
（果
）
ホ
ド
（程
）
ヨ
シ
（由
）
フ
リ
（理
）

コ
チ
（骨
）
サ
ウ
（双
）
ビ
ン
（便
）
ホ
イ
（本
）
メ
ン
ポ
ク
（面
目
）
ヤ
ク
（益
）
ヨ
ウ
（要
）
ロ
ン
（論
）

カ
ギ
リ
（限
）
コ
ト
ハ
リ
（理
）
ツ
ツ
ミ
（恙
）
ツ
レ
（連
）／
ア
ヘ
（政
）
オ
ポ
エ
０
こ

オ
モ
ヒ
（思
）
カ
ク
レ
（隠
）

カ
ヒ
（効
）
コ
モ
リ
（隠
）
サ
グ
メ
（定
）
タ
グ
ヒ
（類
）
タ
ノ
ミ
（頼
）
タ
ヨ
リ
（頼
）
ツ
キ
公
「
）―
コ
ヨ
ロ
ゾ
キ
（心
付
）

タ
ゾ
キ
（手
付
）
―

ツ
ツ
ミ
（慎
）
ナ
ラ
ビ
（並
）
ノ
コ
リ
（残
）
ハ
カ
リ
（計
）
ハ
ヂ
（恥
）
ヘ
ダ
テ
（隔
）
マ
ギ
レ
（紛
）

ユ
ル
シ
（許
）
フ
ヤ
ヽヽ八
小
止
）

■
／
以
下
は
中
古
の
語
例
。

ま
た
表
中
、

語
基
＝
里
ど
、
名
詞
＝
「名
」
、
居
体
言
＝
「居
」
、

動
詞
＝
「動
」
、
形
容
詞

・
形
容
詞
相
当
の
語
＝

「形
」
と
略
記
し
て
い
る
。

複 合 名 詞 居 体 言接尾語ゲ
による

∧
形
＋
∨

一　
／
キ
タ
ナ
ゲ
（汚
）
タ
ノ
モ
シ
ゲ
（頼
）
フ
シ
ゲ
（借
）
サ
リ
ゲ
（然
）

∧
名
十
∨

一　
／
ヒ
ト
ゲ
（人
）
モ
ノ
ゲ
（物
）

∧
居
＋
∨

一　
／
ニ
ゲ
（似
）

∧
語
＋
名
∨
／
シ
ブ
ゴ
ヨ
ロ
（静
心
）

∧
名
十
名
∨
／
ア
ト
カ
タ
含
の
形
）
ア
ト
ハ
カ
含
勁
果
）
カ
タ
ハ
ラ
（傍
）
ソ
コ
ヒ
（底
辺
）
ナ
ニ
ゴ
コ
ロ
舎
脚
心
）

∧
居
＋
名
∨
／
オ
モ
ヒ
グ
マ
（思
隈
）
タ
エ
マ
（絶
間
）
ヨ
リ
ド
コ
ロ
（拠
所
）

∧
動
十
名
∨
ュ
ク
ヘ
（行
方
）／
イ
フ
カ
タ
含
声
方
）
イ
フ
カ
ヒ
含
声
効
）
イ
フ
ヨ
シ
含
自
由
）
セ
ン
カ
タ
（為
方
）

セ
ン
ス
ペ
（為
術
）
ミ
ル
メ
（見
目
）
ヤ
ル
カ
タ
（遺
方
）
ヤ
ム
ゴ
ト
（止
事
）
ユ
タ
カ
タ
（行
方
）

ワ
ク
カ
タ
（分
方
）
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