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感
情
形
容
詞
構
文
小
考

｜
｜
「
う
れ
し
」
に
つ
い
て
｜
｜

士
口

田

光

浩

は
じ
め
に

感
情
形
容
詞
述
語
文
に
は
、
感
情
主
体
や
感
情
の
機
縁
を
表
現
す
る
句
な
ど
、
感
情
表
現
に
と
っ
て
必
要
な
幾
つ
か
の
要
素
が
あ
ら
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
至
極
当
然
の
よ
う
に
み
え
る
現
象
に
つ
い
て
、
記
述
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
前
稿
「
感
情
形

（注
l
〉

容
調
述
語
の
関
係
成
分
に
つ
い
て
｜
『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
う
れ
し
の
場
合
｜
」
（
以
下
、
前
稿
）
に
お
い
て
考
察
し
た
形
容
詞
「
う
れ

し
」
の
関
係
諸
要
素
に
つ
い
て
、
中
古
和
文
の
表
現
の
展
開
に
沿
っ
て
感
情
の
成
立
に
至
る
過
程
を
推
定
し
っ
て
そ
の
要
素
聞
の
相
互
関
係

（注
2
〉

を
で
き
る
か
ぎ
り
統
一
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
こ
で
「
う
れ
し
」
を
特
に
取
り
挙
げ
る
の
は
、
こ
の
語
が
中
古
形
容
調
の
中

で
も
、
語
形
・
語
義
の
面
に
お
い
て
安
定
度
が
高
く
、
も
っ
と
も
感
情
形
容
調
ら
し
い
点
を
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来

の
語
業
研
究
・
語
史
研
究
に
お
い
て
は
、
専
ら
、
史
的
・
資
料
的
な
面
に
お
い
て
変
化
に
富
む
語
が
考
察
の
対
象
と
し
て
取
り
挙
げ
ら
れ
る
傾

向
が
強
く
、

「
う
れ
し
」
の
よ
う
に
変
化
に
乏
し
い
語
に
つ
い
て
は
看
過
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
感
情
形
容
調
と

し
て
も
っ
と
も
典
型
に
近
く
、
安
定
的
な
「
う
れ
し
」
の
よ
う
な
語
は
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
論
の
立
場
か
ら
は
、
最
も
重
視
さ
れ
る
要
件
を
満
た

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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情
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詞
構
文
小
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。



。

な
お
、
本
稿
の
考
察
の
対
象
は
、
以
下
の
中
古
和
文
資
料
で
あ
る
が
、
引
用
箇
所
の
表
記
に
つ
い
て
は
適
宜
、
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

阪
倉
篤
義
・
大
津
有
一
・
築
島
裕
・
阿
部
俊
子
・
今
井
源
衛
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』
〈
岩
波
書
店
）

日

本

大

学

文

理

学

部

国

文

学

研

究

室

編

『

土

佐

日

記

総

索

引

』

（

日

本

大

学

人

文

科

学

研

究

所

）

曽
田
文
雄
編
『
平
中
物
語
総
索
引
』

（
初
音
書
房
）

松
尾
聡
・
寺
本
直
彦
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
落
窪
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
』

松
村
博
嗣
編
『
枕
草
子
総
索
引
』

（
岩
波
書
店
）

（
右
文
書
院
）

（
風
間
書
房
）

佐
伯
梅
友
・
伊
牟
田
経
久
編
『
改
訂
新
版
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
』

阿
部
秋
生
・
秋
山
度
・
今
井
源
衛
校
注
『
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
』

（
小
学
館
）

感
情
形
容
詞
述
語
文
の
構
造
と
そ
の
認
識
過
程

（注
3
）

形
容
詩
文
に
み
ら
れ
る
感
情
・
感
覚
・
評
価
・
属
性
と
い
っ
た
形
容
調
カ
テ
ゴ
リ
ー
聞
の
文
構
造
上
の
相
違
と
そ
の
認
識
過
程
と
の
対
応
関

（注
4
〉

係
に
つ
い
て
は
、
川
端
善
明
氏
の
形
容
詞
文
に
関
す
る
一
連
の
論
稿
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
本
節
の
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
論
稿
に
負
う
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
目
的
に
即
し
て
以
下
の
考
察
を
試
み
て
お
く
。

形
容
調
が
表
現
さ
れ
る
場
合
に
成
立
す
る
判
断
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
仮
に
形
容
調
的
判
断
と
呼
ん
で
お
く
。
形
容
詞
的
判
断
が
成
立
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
判
断
を
誘
発
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
対
象
（
感
情
の
場
合
は
機
縁
と
呼
ぶ
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
）
を
、
前
提
と
し
て
も
つ

こ
と
が
普
通
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
対
象
あ
る
い
は
機
縁
と
な
る
も
の
は
「
モ
ノ
」
で
は
な
く
「
コ
ト
（
事
態
）
」
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

〈注
5
）

い
る
。
例
え
ば
、
「
こ
の
絵
は
美
し
い
」
に
お
い
て
、

「
美
し
い
」
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
は
、
表
現
上
「
こ
の
絵
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に



は
、
八
コ
ノ
絵
ガ
ア
ル
コ
ト
〉
あ
る
い
は
〈
コ
ノ
絵
デ
ア
ル
コ
ト

V
と
い
っ
た
事
態
が
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ヲ

Q
o

（
対
象

機
縁
）

一J事
態
（
コ
巾
）↑

 
の
把
握

（
形
容
調
的
判
断
）

戸
の

成

立

〈
コ
ノ
絵
ガ
ア
ル
ハ
デ
ア
ル
）
コ
ト
〉

八
美
シ
イ
〉

し
か
し
な
が
ら
、
対
象
・
機
縁
と
な
る
事
態
部
分
が
言
語
の
表
層
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
表
現
形
式
を
取
る
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
形
容
詞
の
タ
イ
プ
に
よ
り
異
な
り
が
あ
り
、

ま
た
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
た
文
脈
あ
る
い
は
場
面
に
お
い
て
も
異
な
り
が
生

ず
る
。
例
え
ば
、
次
の
例
の
よ
う
に
、
感
情
形
容
詞
の
場
合
で
は
、
機
縁
が
表
現
さ
れ
る
際
に
事
態
部
分
が
〔
主
語
（
主
格
）
に
代
表
さ
れ
る

（注
6

）

の
よ
う
な
句
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
対
極
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
属
性
形
容
詞

補
充
成
分
十
述
部
〕

の
場
合
に
は
、
語
の
形
式
、
す
な
わ
ち
〔
名
詞
句
〕
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。

（
感
情
形
容
詞
）

補
充
成
分

恋
人
に

述
語

裏
切
ら
れ
た

」
と
が

悲
し
い
。

〔
補
充
成
分
十
述
語
〕
十
〔
感
情
形
容
詞
〕

（
属
性
形
容
詞
）

名
詞
句

」
の
陶
磁
器
は

・日い。

〔
名
詞
句
〕
十
〔
属
性
形
容
詞
〕

属
性
形
容
詞
の
場
合
に
は
、
事
態
が
コ
ト
で
あ
る
こ
と
に
対
応
す
る
名
詞
句
の
述
語
部
分
と
し
て
「
ガ
ア
ル
」
あ
る
い
は
「
デ
ア
ル
」
な
ど

が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
単
文
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
言
語
の
表
層
面
に
つ
い
て
の
み
捉
え
る
な
ら

感
情
形
容
詞
構
文
小
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一O
四

ば
、
感
情
形
容
詞
は
、
そ
の
感
情
を
誘
発
す
る
機
縁
（
対
象
）
が
コ
ト
の
形
式
（
述
語
句
）

（注
7
）

詞
の
場
合
に
は
モ
ノ
形
式
（
名
詞
句
）
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
。

で
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、

一
方
属
性
形
容

こ
の
よ
う
な
形
容
詞
カ
テ
ゴ
リ
ー
聞
に
み
ら
れ
る
構
文
的
な
表
現
形
式
の
異
な
り
は
、
語
集
論
的
に
も
統
語
論
的
に
も
、
今
後
の
研
究
に
と

っ
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
構
文
研
究
の
対
象
と
し
て
中
古
和
文
体
の
文
章
を
選
ぶ
と
き
に
は
、
資

料
的
な
制
約
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
句
と
句
の
繋
が
り
が
き
わ
め
て
緩
や
か
で
、
相
互
の
関
係
性
を
規
定
し
難
い
と
い
う
文
体
的
な
理
由
も
あ

っ
て
、
き
わ
め
て
困
難
な
作
業
が
予
想
さ
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
は
、
解
消
し
え
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

典
型
的
な
例
に
つ
い
て
感
情
の
成
立
に
注
目
し
な
が
ら
（
上
記
の
よ
う
な
認
識
過
程
を
推
定
し
な
が
ら
）
表
現
の
展
開
を
読
み
取
っ
て
ゆ
く
な

ら
ば
、
あ
る
程
度
の
傾
向
の
よ
う
な
も
の
は
、
指
摘
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
構

文
」
と
は
、
感
情
形
容
詞
の
側
か
ら
見
た
定
型
化
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
表
現
形
式
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
本
稿
は
、
そ
れ
に
つ
い

ひ
と
ま
ず
位
置
付
け
て
お
き
た
い
。

て
の
ひ
と
つ
の
試
論
と
し
て
、

ま
た
、
認
識
と
一
口
に
言
っ
て
も
中
古
和
文
の
場
合
に
は
、
作
中
人
物
・
語
り
手
・
作
者
・
書
写
者
・
読
み
手
と
い
っ
た
主
体
が
考
え
ら

れ
、
そ
の
う
ち
の
誰
の
認
識
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
感
情
の
成
立
過
程
を
辿
る
と

い
う
本
稿
の
手
法
に
沿
っ
て
、
読
み
手
が
、
文
章
表
現
か
ら
理
解
し
得
る
感
情
主
体
（
主
に
作
中
人
物
や
語
り
手
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
）

の
認
識
と
い
う
こ
と
に
留
め
て
お
く
。

以
上
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
、
考
察
す
べ
き
点
は
お
お
い
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
上
記
の
よ
う
な
、
き
わ
め

て
概
括
的
な
理
解
に
し
た
が
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
和
文
体
資
料
に
お
け
る
構
文
研
究
で
は
、
次
例

a
に
み
ら
れ
る
「
は
さ
み
こ
み
」
な
ど
の
挿
入
句
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
対
象
で

あ
る
が
、
本
稿
で
は
感
情
形
容
詞
述
語
句
に
つ
い
て
の
関
係
要
素
に
つ
い
て
記
述
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
形
容
詞
述
語
句
と
関
係
を
も
た
な



い
こ
の
よ
う
な
要
素
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
方
途
で
記
述
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

む
か
し
、
つ
れ
な
き
人
を
い
か
で
と
思
ひ
わ
た
り
け
れ
ば
、
島
町
村
制
点
川
島
副
刑
制
叫
／
「
さ
ら
ば
、
明
日
物
越
し
に
で
も
」
と
い
へ

り
け
る
を
、
限
り
な
く
う
れ
し
く
、

1

a 

（
伊
勢
物
語
・
九
十
段
）

感
情
成
立
に
至
る
認
識
過
程
と
表
現
形
式
と
の
基
本
的
関
係
に
つ
い
て

さ
て
、
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
感
情
形
容
調
文
で
は
、
感
情
の
機
縁
部
分
と
し
て
の
「
事
態
（
コ
ト
）
」
が
表
現
上
に
現
れ
た
も

の
を
い
わ
ゆ
る
一
種
の
成
分
（
関
係
要
素
）
と
し
て
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
〔
補
充
成
分
A
（
述
部
の
主
語
を
含
む
）
〕
と
そ
の
補
充

成
分
を
承
け
る
〔
述
部
B
〕
と
か
ら
な
る
部
分
を
構
成
す
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
感
情
の
機
縁
を
承
け
た
形
容
調
的
判
断
は
、
そ
れ
が
反
映

さ
れ
た
表
現
形
式
で
あ
る
〔
感
情
形
容
調
述
語
句
〕
と
同
時
に
、
〔
感
情
主
体
〕
（
話
し
手
が
現
在
の
言
い
切
り
断
定
表
現
を
な
す
場
合
は
一

人
称
の
主
体
）
に
対
応
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
認
識
過
程
と
言
語
表
現
上
に
現
れ
た
表
現
形
式
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま

ず
、
次
の
よ
う
に
そ
の
骨
格
部
分
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

八
認
識
過
程
〉

〈
表
現
形
式
〉

〔
感
情
の
機
縁
〕

↑
 

〔
形
容
調
的
判
断
〕

〔
補
充
成
分
A
十
述
部
B
〕

↑
 

〔
感
情
主
体
〕
十
〔
感
情
形
容
詞
述
語
句
〕

こ
の
う
ち
〔
補
充
成
分
A
〕
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
〔
述
部
B
〕
が
動
詞
述
語
句
な
ら
ば
格
成
分
と
し
て
複
数
の
項
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
場
合
の
〔
補
充
成
分
A
十
述
部
B
〕
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
に
該
当
す
る
表
現
部
分
が
、
お
お
む
ね
前
稿
に
お
い
て
考
察
し
た
〔
感

感
情
形
容
詞
構
文
小
考
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一O
六

ハ注
8
〉

情
誘
発
句
（
こ
こ
で
は
、
単
に
「
誘
発
句
」
と
呼
ん
で
お
く
〉
〕
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
〔
感
情
主
体
〕
と
〔
感
情
形
容
調
述
語
句
〕

を
加
え
て
表
現
形
式
上
三
つ
の
項
が
特
定
で
き
る
。
以
下
の
例
文
に
お
い
て
そ
の
い
ず
れ
か
を
欠
く
も
の
は
、
既
に
前
文
の
ど
こ
か
に
そ
の
要

素
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
場
合
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
特
定
で
き
な
い
け
れ
ど
も
文
脈
全
体
に
溶
け
込
ん
で
い
る
場
合
な
ど
が
想
定
さ
れ

る。
＊
〔
感
情
形
容
詞
述
語
句
〕
に
つ
い
て
は
、
形
容
詞
が
述
定
に
与
る
例
を
の
み
考
察
の
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
が
本
来
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
例
自
体

が
、
（
属
性
形
容
詞
よ
り
は
多
い
も
の
の
〉
僅
少
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
「
う
れ
し
」
が
「
お
も
ふ
・
お
ぼ
す
・
み
る
」
な
ど
思
考
判
断
を
表
す
動

詞
や
存
在
詞
に
続
く
場
合
、
ま
た
、
中
止
法
な
ど
に
た
っ
場
合
も
含
め
て
、
述
語
句
全
体
を
〔
形
容
詞
述
語
句
〕
と
し
て
従
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

〔
補
充
成
分
A
十
述
部
B
〕
十
〔
感
情
形
容
詞
述
語
句
〕

京

に

う

れ

し

。

b 

い
り
た
ち
て

（
土
佐
日
記
）

〔
補
充
成
分
A
〕
十
〔
感
情
形
容
詞
述
語
句
〕

「
院
の
御
消
息
の
い
と
う
れ
し
く
伴l

り
て
、

〔
感
情
主
体
〕
十
〔
感
情
形
容
詞
述
語
句
〕

c 

か
く
色
ゆ
る
さ
れ
て
侍
る
こ
と
」
な
ど
き
こ
え
給
ふ
。

（
大
和
物
語
・
九
八
段
）

d 

誰
も
誰
も

（
落
窪
物
語
・
巻
二
）

感
情
の
機
縁
と
誘
発
句
・
状
況
説
明
句
に
つ
い
て

（
感
情
の
機
縁
）
と
（
形
容
詞
的
判
断
）
と
の
相
関
と
い
う
認
識
の
レ
ベ
ル
の
あ
り
か
た
が
表
現
形
式
に
現
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
基
本
的

に
は
こ
れ
で
必
要
最
低
限
の
も
の
を
満
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
表
現
の
展
開
に
即
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
感
情
形
容
詞
文
の
関
係

要
素
に
つ
い
て
は
、
今
少
し
詳
細
な
分
析
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
こ
に
は
、
感
情
形
容
詞
特
有
の
要
素
を
み
る
こ
と
が
で



き
そ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
あ
る
感
情
主
体
が
〔
補
充
成
分
A
十
述
部
B
〕
と
い
う
表
現
形
式
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
事
態
ハ
対
象
・
機
縁
）
に
遭
遇
し
た
場
合

に
生
ず
る
感
情
（
形
容
詞
的
判
断
）
は
、
一
見
、
必
ず
L
も
一
定
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
感
情
形
容
詞

は
、
属
性
形
容
詞
な
ど
の
よ
う
に
客
観
性
・
恒
常
性
が
高
い
判
断
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
の
場
合
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
前
稿
に
お
い
て
少
し
説
明
を
加
え
た
が
、
次
の
例
を
用
い
て
さ
ら
に
補
っ
て
お
く
。

ウ
レ
シ
イ

「
友
人
ガ
訪
ネ
テ
キ
タ
」

ナ
ツ
カ
シ
イ

ウ
ン
ザ
リ
ダ

コマ

γ
タ

例
の
よ
う
に
「
友
人
が
訪
ね
て
き
た
」
と
い
う
〔
補
充
成
分
A
十
述
部
B
〕

（
誘
発
句
）
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
事
態
に
対
す
る
感
情
と
し
て

は
、
様
々
な
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。

「
ウ
レ
シ
イ
心

「
ナ
ツ
カ
シ
イ
」
な
ど
は
、
こ
の
場
合
、
き
わ
め
て
自
然
な
感
情
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
の

友
人
が
い
つ
も
感
情
主
体
を
煩
わ
す
よ
う
な
存
在
で
あ
る
場
合
に
は
「
ウ
ン
ザ
リ
ダ
」
や
、
忙
し
く
て
談
笑
の
時
聞
を
さ
く
こ
と
が
で
き
な
い

時
に
は
「
コ
マ
ッ
タ
」
の
よ
う
な
感
情
が
誘
発
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

〔
補
充
成
分
A
十
述
部
B
〕
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
事
態

に
対
応
す
る
感
情
は
、
実
に
様
々
な
も
の
が
想
定
さ
れ
て
、

ひ
と
つ
に
絞
り
込
む
こ
と
が
難
し
い
。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
感
情
の
機
縁
と
な
る
「
事
態
」
は
、
前
節
に
お
い
て
考
察
し
た
基
本
形

式
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
単
一
の
〔
補
充
成
分
A
十
述
部
B
〕
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
場
合
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
事
態
」

つ

工

、

こ

σ一

手
J

，刀、
I

は
、
表
現
形
式
上
、
複
数
の
〔
補
充
成
分
十
述
部
〕
に
よ
っ
て
表
し
分
け
ら
れ
る
も
の
（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
し
か
表
し
得
な
い
も
の
）
が

溶
け
込
ん
で
お
り
、
そ
の
う
ち
感
情
成
立
に
と
っ
て
直
接
の
契
機
と
な
る
も
の
が
〔
補
充
成
分
A
十
述
部
B
〕
を
中
核
に
も
つ
述
語
句
（
誘
発

感
情
形
容
詞
構
文
小
考

一O
七



一O
八

句
）
と
し
て
表
現
上
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
そ
れ
ゆ
え
〔
誘
発
句
〕
も
実
際
に
は
幾
つ
か
の
述
語
句
の
連
鎖

と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
。

そ
し
て
直
接
の
契
機
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、

そ
の
背
景
（
あ
る
い
は
事
情
）
と
し
て
存
在
す
る
前
提
的

な
状
況
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
更
な
る
述
語
句
の
連
鎖
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
多
く
の
場
合
に
は
事
態
の
中
核
部

分
の
み
を
表
現
す
る
〔
補
充
成
分
A
十
述
部
B
〕
だ
け
で
は
、
事
態
の
全
貌
を
描
く
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
表
面
上
は
事
態
が
特
定
の

感
情
に
直
接
結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
み
え
る
場
合
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
前
提
的
状
況
を
説
明
す
る
述
語
句
の
連
鎖
が
、
前
稿
に

お
い
て
立
項
し
た
〔
状
況
説
明
句
〕
に
該
当
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
事
態
の
全
体
を
描
き
切
る
に
は
、
膨
大
な
表
現
を
尽
く
す
必
要
が
あ
り
、
例

え
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
人
聞
の
自
然
な
感
情
体
験
は
、
形
容
詞
述
語
文
ひ
と
つ
で
表
現
可
能
な
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
前
提
的
背
景
を
説
明
す
る
〔
状
況
説
明
句
〕
は
、
あ
る
程
度
の
感
情
の
特
定
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

e 

う
れ
し
き
も
の

日
ご
ろ
、

月
ご
ろ
、

し
る：状
きj況
古 i説

ぁ：明
り〈句

て、

誘

発

句

な
や
み
わ
た
る
が
、
お
こ
た
り
ぬ
る
も

（
枕
草
子

二
七
六
段
）

f 

（
花
散
里
）

に
な
む
」

状

況

説

明

句

「
つ
き
づ
き
し
く
う
し
ろ
む
人
（
タ
霧
）
な
ど
も
、
事
多
か
ら
で
、

形

容

詞

述

語

句

つ
れ
づ
れ
に
は
ベ
る
を
、
う
れ
し
か
る
べ
き
こ
と

（
源
氏
物
語

玉
か
づ
ら
）

g 

状

況

説

明

句

例
な
ら
ず
人
の
さ
さ
め
き
し
け
し
き
も
あ
や
し
、
と
こ
の
宮
は
思
し
つ
つ
寝
た
ま
へ
る
に
、
か
く
て

W
格
闘
槌
隔
抑

l

外
刈
汁
刈
叶
寸
‘
、

円
時
期
君
ガ
）

誘

発

句

お
は
し
た
れ
ば
、

（
源
氏
物
語

あ
げ
ま
き
）



h 

越
前
守
、

状

況

説

明

句

「J
お
の
づ
か
ら
此
の
族
に
は
か
ば
か
し
き
人
な
く
て
、
見
つ
く
る
人
に
、

〉

i
t－
－
｝
｛
〈

l

誘

発

句

は
る
る
が
は
し
た
な
き
に
、
同
じ
股
ば
ら
と
い
へ
ど
、

m－
持
樹
脂
h
F句

の
も
し
く
う
れ
し
け
れ
」

『
お
も
し
ろ
の
駒
は
い
か
に
い
か
に
』
と
笑

た
だ
今
の
お
ぼ
え
た
ぐ
ひ
な
き
人
に
い
ふ
に
、
縁
因
に
成
り
ぬ
る
こ
そ
、

た

（
落
窪
物
語
・
巻
一
二
）

〔
誘
発
句
〕
と
は
異
な
り
、
〔
感
情
形
容
調
述
語
句
〕
と
直
接
係
り
受
け
関
係
を
も
っ
要
素
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
感
情
の
機
縁
の
内
部
要
素
が
表
現
上
に
現
れ
た
も
の
で
あ
り
、
機
縁
を
機
縁
た
ら
し
め
る
役
割
を
果
た
す
要
素

に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
部
分
は
、
感
情
形
容
詞
の
関
係
要
素
と
し
て
挙
げ
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
立
場
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
感
情
形
容
詞
と
対
比
的
に
捉
え
得
る
属
性
形
容
詞
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
要
素
が
現
れ
難
い
と
い
う
事
情
も
あ

り
、
こ
の
要
素
は
、
形
容
詞
カ
テ
ゴ
リ
ー
聞
に
み
ら
れ
る
文
構
造
の
相
違
を
考
え
る
手
掛
か
り
に
も
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
間
接

的
に
感
情
形
容
調
と
関
係
を
も
っ
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
「
事
態
」
の
中
核
と
し
て
あ
る
〔
誘
発
句
〕
と
「
事
態
」
の
前
提
と
し
て
あ
る
〔
状
況
説
明
句
〕
と
は
、
同
じ
事
態
の
一
部
分
が
表

現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
両
者
の
区
別
は
、
必
ず
し
も
難
し
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

〔
状
況
説
明
句
〕

t主

感

情

主

体

誘

発

句

衛
門
の
尉
、
典
薬
と
見
て
、

燃
料
同
同
仁
何
時
帰
直
語
句

年
比
く
や
っ
に
あ
は
ん
と
思
ふ
に
、
う
れ
し
と
思
ふ
。

（
落
窪
物
語
・
巻
二
）

例
え
ば

i
の
場
合
、
感
情
の
機
縁
で
あ
る
事
態
の
中
核
が
表
現
さ
れ
た
〔
誘
発
句
〕

は
、
感
情
成
立
に
先
立
っ
て
成
立
す
る
「
典
薬
と
見

て
」
で
あ
り
、
そ
の
前
提
的
な
状
況
把
握
が
表
現
さ
れ
た
〔
状
況
説
明
句
〕

は
「
年
比
く
や
っ
に
あ
は
ん
と
思
ふ
に
」
で
あ
る
こ
と
は
、
比
較

的
容
易
に
察
し
が
つ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

よ
り
一
層
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
が
、
典
型
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
な
ら
ば
、

〔
誘
発
句
〕

は
、
感
情
体
験
成
立
の
た
め
の
直
接

感
情
形
容
詞
構
文
小
考

一O
九



二
O

の
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
瞬
間
的
（
あ
る
い
は
突
然
）
に
直
面
す
る
事
態
を
表
す
こ
と
が
多
い
こ
と
に
対
し
て
、

句
〕
は
、
前
提
的
に
あ
る
い
は
半
恒
常
的
に
存
在
す
る
状
況
や
背
景
を
描
く
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
一
定
の
時
間
的
な
幅
を
も
っ

〔
状
況
説
明あ

る
い
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
）
場
合
が
み
ら
れ
、
表
現
形
式
上
で
は
、

ア
ス
ペ
ク
ト
の
面
に
お
い
て
特
色
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
句
の
接
続
形
式
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
典
型
的
に
は
、

〔
誘
発
句
〕

は
、
活
用
語
の
準
体
法
や
接
続
助

詞
「
バ
」
に
よ
る
条
件
法
を
と
る
も
の
が
、
比
較
的
多
く
見
ら
れ
、

ヲ・

1
ユ
」
の
よ
う
な
接
続
形
式
を
と
る
も
の
が
、
比
較
的
多
い
。

一方、

〔
状
況
説
明
句
〕

に
つ
い
て
は
、
例
f
－

g
・
h
の
よ
う
に
「
J

形
容
詞
的
判
断
と
感
情
内
容
句
・
感
情
主
体
・
感
情
形
容
詞
述
語
句
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
〔
状
況
説
明
句
〕
あ
る
い
は
〔
誘
発
句
〕
は
、
現
実
世
界
に
生
成
す
る
事
態
の
描
写
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ

ぇ
、
そ
の
事
態
は
、
典
型
的
に
は
感
情
主
体
以
外
の
存
在
に
も
把
握
可
能
な
、
あ
る
程
度
の
客
観
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
多

い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
感
情
と
は
、
き
わ
め
て
個
人
的
・
主
観
的
な
体
験
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
た
め
、
事
態
と
感
情
と
の
聞

に
は
、
論
理
の
展
開
上
、
あ
る
程
度
の
落
差
が
生
ず
る
事
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
落
差
を
埋
め
る
た
め
に
も
、
ま
た
、
よ
り
敏
密
な
表

現
を
得
る
た
め
に
も
、
感
情
の
機
縁
と
の
遭
遇
か
ら
得
ら
れ
た
感
情
体
験
を
、

一
度
、
感
情
主
体
の
内
部
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
、
理
性
的
・

認
識
的
に
把
握
さ
せ
て
お
い
て
、
そ
の
媒
介
を
通
じ
て
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
的
に
感
情
が
成
立
す
る
と
い
う
過
程
を
経
る
こ
と
も
あ
る
も
の
と

推
察
さ
れ
る
。
前
稿
に
お
い
て
〔
感
情
内
容
句
〕
と
呼
ん
で
考
察
し
た
も
の
は
、
こ
の
過
程
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

帯
万
、

誘

発

句

お
も
し
ろ
の
駒
の
こ
と
を
妻
に
語
り
け
れ
ば
、

感

情

内

容

句

下
心
に
は
、
い
み
じ
と
ね
た
か
り
し
答
（
た
ふ
）
す
ば
か
り
の
身
に
も
が
な
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（
枕
草
子

一
四
三
段
）

と
思
ひ
し
し
る
し
に
や
と
、

（
落
窪
物
語
・
巻
二
）

頼
も
し
く

「
左
の
一
は
お
の
れ
い
は
む
。
さ
思
ひ
給
へ
」
な
ど
頼
む
る
に
、

形

容

詞

述

語

句

う
れ
し
う
て
、

支
」
灼
ノ
ル

γも

よ
く
ぞ
カゐ
かj感

~）情
百虫〈
'・"' if＇＜内
もi
ぁ；容
りj句
け
る
と、

な
ご
り
頼
も
し
う
、

形－ー怜

l岡

l
h
l
F拘

引
刈
リ
外
科
副
社
吋
討
斗
こ
と
限
り
な
し
。

（
源
氏
物
語

あ
か
し
）

訂1

感

情

内

容

ー

句

（
右
近
）
「
容
貌
は
い
と
か
く
め
で
た
く
き
ょ
げ
な
が
以
可
出
掛
町
己
批
ご
ち
し
う
お
は
せ
ま
し
か
ば
、
い
か
に
玉
の
暇
な
ら
ま

〉）〉）
J
J
〉〉

i
J
l：
：

：

〉

）

）

（

｜

病

院

同

1
1
1
1
1
1
Wし
伊
知
’
戸
隔
’
拘
l

し
。
い
で
、
あ
は
れ
、
い
か
で
か
く
生
ひ
出
で
た
ま
び
け
芦
一
と
、
お
と
州
）
（
乳
母
殿
ノ
教
育
）
を
外
川
リ
什
刷
斗
。

（
源
氏
物
語

玉
か
づ
ら
）

n 

憾
摘
出
凶
仲

j

滞
；
：
一
内

こ
の
男
は
、
「
そ
れ
な
る
べ
し
」
と
思
び
ー
て
一
、

形

容

詞

述

語

ど
り
に
け
る
よ
」
と
思
ふ
に
、
う
れ
し
く
も
あ
り
、

誘

発

句

そ
れ
を
ほ
の
か
に
聞
き
て
、

容

句「
あ
や
し
く
も
あ
り
け
る
か
な
。

こ
こ
に
し
も
か
う
や

（
平
中
物
語

ヱ
ハ
段
）

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
関
係
要
素
が
引
用
句
（

1
ト
・
ナ
ド
）

の
形
式
を
と
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
と
、
引
用
句
の
内
部
が
詠

嘆
・
疑
問
な
ど
の
ム

l
ド
を
と
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例

n
の
場
合
の
よ
う
に
「
思
ふ
に
」
が
感
情
形
容
詞
と
引
用
句
と
の
間

に
介
在
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
、

j
・
k
・
l
・
m
の
例
の
よ
う
に
、
引
用
句
「
J
ト
」
を
形
容
詞
述
語
句
が
承
け

る
形
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、

い
ず
れ
も
、
あ
る
ひ
と
つ
の
事
態
に
直
面
し
た
主
体
の
感
情
体
験
が
、
形
容
調
に
よ

感
情
形
容
詞
構
文
小
考



（注
9
〉

っ
て
す
ぐ
さ
ま
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
幾
分
理
性
的
・
認
識
的
に
把
握
さ
れ
、
表
現
上
に
現
れ
た
部
分
で
あ
る
と
理
解
し
得

る。
も
ち
ろ
ん
、
文
脈
上
、
機
縁
表
現
部
か
ら
感
情
形
容
詞
ま
で
の
聞
に
大
き
な
落
差
が
生
じ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
こ
の
形
式
は
現
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
表
現
の
級
密
性
を
高
め
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
そ
の
落
差

を
表
現
上
の
妙
味
と
し
て
活
用
す
る
場
合
な
ど
に
は
、
こ
の
よ
う
な
部
分
が
介
在
し
な
い
よ
う
な
例
も
多
く
見
ら
れ
る
。

感
情
形
容
詞
「
う
れ
し
」
の
認
識
過
程
と
表
現
形
式
に
つ
い
て

以
上
、
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
感
情
の
機
縁
（
事
態
）
と
の
遭
遇
か
ら
感
情
成
立
に
至
る
ま
で
の
渦
樫
と
そ
れ
に
対
応
す
る
表
現

形
式
と
の
関
係
を
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
認
識
過
程

V

〈
表
現
形
式

V

（
感
情
の
機
縁
）

態

直前
接提
的的
契←状
機←況
部部
分分
のの

［把把握握

↑
↓
〔
補
充
成
分
十
述
部
〕

（
接
続
句
）

H
状
況
説
明
句

事

↑
↓
〔
補
充
成
分
十
述
部
〕

（
準
体
句
・
条
件
句
）

H
誘
発
句

‘ーー



一一一一一形
機機｜室
縁縁 I61': 
にに l判
対，対 It叫

す、す｜巴
るる
感認
情識
的的
把把
｜握握

↑
↓
〔
感
動
・
詠
嘆
・
疑
問
表
現
〕

（
引
用
句
）
リ
感
情
内
容
句

十
↓
〔
感
情
主
体
〕
十
〔
感
情
形
容
詞
述
語
句
〕

＊ 

（注

ω）

各
表
現
形
式
の
現
れ
や
す
さ
お
よ
び
出
現
順
序
は
文
体
あ
る
い
は
文
の
種
類
（
平
叙
・
命
令
等
）
に
よ
り
異
な
る
。

（
感
情
の
機
縁
）
と
な
る
事
態
は
、
前
提
的
状
況
部
分
と
直
接
的
契
機
部
分
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
の
各
々
が
表
現
形
式
上
で

は
〔
状
況
説
明
句
〕
と
〔
誘
発
句
〕
に
対
応
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
典
型
的
な
例
で
は
、
前
者
が
「
J
ヲ
－

J
ニ
」
の
よ
う
な
接
続
句
の
形
式
を
と

す
な
わ
ち
、

一
方
、
そ
の
機
縁
を
承
け
て
成
立
す
る
（
形
容
詞
的
判

断
）
は
、
認
識
的
把
握
と
感
情
的
把
握
に
分
析
さ
れ
る
。
前
者
に
表
現
上
対
応
す
る
部
分
は
、
基
本
的
に
引
用
句
の
形
式
を
と
る
〔
感
情
内
容

句
〕
で
あ
り
、
後
者
に
対
応
す
る
も
の
が
名
詞
句
の
形
式
を
と
る
〔
感
情
主
体
〕
と
、
〔
感
情
形
容
詞
述
語
句
〕
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
、

り
、
後
者
は
準
体
句
や
条
件
句
の
よ
う
な
形
式
を
と
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

前
者
の
認
識
的
把
握
の
過
程
を
経
な
い
で
、
直
接
、
感
情
的
把
握
に
至
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
〔
感
情
内
容
句
〕
が
多

く
は
現
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
推
測
さ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
感
情
形
容
詞
に
と
っ
て
認
識
的
把
握
の
過
程
（
引
用
句
）
の
存
在
は
、
他
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
属
す
る
形
容
詞
群
と
の
相
違
を
見
分
け
る
た
め
の
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

古
代
語
の
認
識
過
程
な
ど
は
、
安
易
に
扱
う
も
の
で
は
な
い
と
の
批
判
を
恐
れ
ず
、
敢
え
て
単
純
化
し
た
様
相
の
も
と
に
感
情
形
容
調
述
語

文
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
古
代
の
感
情
体
験
な
る
も
の
が
、
果
た
し
て
文
章
構
造
上
に
お
い
て
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
捉
え
得
る
か

感
情
形
容
詞
構
文
小
考

一
一
一一



一
一
四

と
い
う
難
題
に
光
を
見
出
だ
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
、

ら
れ
、
前
途
の
多
難
が
予
想
さ
れ
る
も
の
の
、
一
条
の
光
明
に
辿
り
着
く
道
を
、

な
お
、
前
稿
に
お
い
て
は
、
上
記
で
考
察
し
た
関
係
要
素
以
外
に
、

「
う
れ
し
」

一
語
に
限
っ
て
も
、
実
に
多
様
な
表
現
形
式
が
認
め

わ
ず
か
に
見
出
だ
し
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
モ
）
」
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
も
取
り
挙
げ
た
が
、
こ

の
要
素
に
つ
い
て
は
、
感
情
主
体
の
認
識
要
素
と
し
て
扱
う
に
は
問
題
が
あ
る
た
め
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
判
断
し
て
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な

「

J
心
地
一
一

か
っ
た
。
こ
の
他
に
資
料
の
文
体
に
よ
る
表
現
形
式
の
相
違
な
ど
に
つ
い
て
も
言
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
。参

考
文
献
⑤
参
照

し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
述
べ
る
も
の
は
、
中
古
の
和
文
資
料
に
み
ら
れ
る
「
う
れ
し
」
に
つ
い
て
の
文
の
表
現
形
式
の
考
察
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
、
単
に
構
文
的
な
問
題
に
留
ら
ず
、
中
古
和
文
が
も
っ
文
体
的
な
問
題
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。

（注
3
）
こ
こ
で
い
う
感
情
形
容
詞
は
、
参
考
文
献
②
の
情
意
性
形
容
詞
に
、
属
性
形
容
詞
は
状
態
性
形
容
詞
に
、
各
々
対
応
す
る
。

（注
4
）
参
考
文
献
①
、
②
参
照

（注
5
V

参
考
文
献
①
、
②
参
照

（
注
6
）
あ
る
い
は
「
今
朝
、
目
が
さ
め
た
ら
、
な
ん
と
な
く
う
れ
し
か
っ
た
」
の
よ
う
に
、
表
現
上
は
、
ま
っ
た
く
機
縁
部
を
指
摘
し
得
な
い
場
合
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
尾
上
圭
介
氏
は
、
参
考
文
献
④
に
お
い
て
、
「
『
悲
し
い
』
『
う
っ
と
う
し
い
』
な
ど
の
感
情
は
具
体
的
な
機
縁

が
な
く
て
も
そ
れ
こ
そ
気
分
と
し
て
、
従
っ
て
超
状
況
的
に
且
つ
持
続
的
に
存
在
し
得
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。

（注
7
）
参
考
文
献
②
に
お
い
て
は
、
感
覚
・
評
価
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
容
詞
の
文
構
造
と
認
識
過
程
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
情
意
性
形

容
詞
（
こ
こ
で
い
う
感
情
形
容
詞
〉
と
状
態
性
形
容
詞
（
問
、
属
性
形
容
詞
）
の
中
間
態
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
本
稿
の
目
的
上
、
省
略
に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る
。

（注
8
）
こ
こ
で
い
う
、
「
句
」
に
つ
い
て
も
、
厳
密
な
定
義
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

表
現
」
と
い
う
程
度
の
定
義
に
留
め
て
お
く
。

（注
1
）

（注
2
）

「
文
の
な
か
に
組
込
ま
れ
た
、
文
と
し
て
の
性
格
を
も
っ



ハ注
9
〉
こ
こ
で
の
認
識
的
把
握
と
い
う
用
語
の
当
否
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
引
用
句
の
内
部
の
ム
l
ド
に
は
、
詠
嘆
な
ど
が
あ
り
、
い
さ
さ
か

「
認
識
」
と
い
う
用
語
に
そ
ぐ
わ
な
い
点
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
把
揮
は
、
少
な
く
と
も
感
情
的
な
把
握
よ
り
も
分
析
的
に

感
情
体
験
を
受
け
止
め
る
部
分
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
比
較
の
問
題
と
し
て
「
認
識
」
の
用
語
に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る
。

（注

m〉
参
考
文
献
⑤
参
照

（
参
考
文
献
〉

①
川
端
善
明
「
形
容
詞
文
」
ハ
『
国
語
国
文
』
二
七

l
一
一
一
・
一
九
五
八
・
一
二
）

②
川
端
善
明
「
用
雪
己
（
『
岩
波
講
座
日
本
語
6

文
法
I
』
一
九
六
七
・
岩
波
書
店
）

③
西
尾
寅
弥
「
形
容
調
性
述
語
の
史
的
展
開
」
（
『
講
座
日
本
語
学
2

文
法
史
』
一
九
八
二
・
明
治
書
院
）

④
尾
上
圭
介
「
感
嘆
文
と
希
求
・
命
令
文
｜
喚
体
・
述
体
概
念
の
有
効
性
l
」
（
『
松
村
明
教
授
古
稀
記
念
国
語
研
究
論
集
』
一
九
八
六
・
明
治
書
院
）

⑤
吉
田
光
浩
「
感
情
形
容
詞
述
語
の
関
係
成
分
に
つ
い
て
｜
『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
る
「
う
れ
し
」
の
場
合
」
（
『
大
妻
国
文
』
二
五
・
一
九
九

四
－
一
二
）

感
情
形
容
調
構
文
小
考

一
一
五


