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「
成
　
句
」

の
　
分
　
類

一

言
語
の
象
徴
的

。
比
喩
的
用
法
は
、
し
ば
し
ば
、
文
学
の
重
要
課
題
と
さ
れ

る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く

一
方
で
は
言
語
学
の
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
り
、
重

複
す
る
分
野
あ
る
い
は
中
間
分
野
に
属
す
る
課
題
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
す
こ
し

述
べ
よ
う
と
す
る

「成
句
」
の
問
題
に
も
、
言
語
の
象
徴
的

ｏ
比
喩
的
用
法
が

ふ
か
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

「成
句
」
は
、
し
か
し
、
言
語
の
象
徴
的

・
比
喩

的
用
法
と
し
て
解
明
し
う
る
と
ば
か
り
言
え
な
い
い
く
つ
か
の
側
面
を
持

っ
て

い
る
。
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に

「成
句
」
の
概
念
内
容
に
も
よ
る
け
れ
ど
も
、

す
く
な
く
と
も
そ
の
一
部
は
、
近
年
の
生
成
文
法
な
ど
で
も
、
位
置
づ
け
が
間

題
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
（注

一
）、
わ
が
国
で
の
語
彙
論

・
意
味
論
の
な
か
に

も
、　
一
部
が
登
場
す
る
こ
と
が
あ
る
（注
二
）。
い
く
つ
か
の
方
向
か
ら
ア
プ
ロ

ー
チ
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
も
あ
り
、
多
面
的
な
性
質
を
持
つ
課
題
だ
と
も
言
い

う
る
で
あ
ろ
う
。
筆
者
に
と

っ
て
の
中
心
的
興
味
は
、
形
態
か
ら
語
へ
、
語
か

ら
文
へ
と
、
言
語
単
位
体
の
構
成
論
を
考
究
す
る
に
あ
た
っ
て
の

「成
句
」
の

位
置
づ
け
に
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ
こ
に
至
る
ま
え
に
、
あ
る
い
は
、
そ
れ

と
の
関
連
に
お
い
て
、
い
く
ら
か
の

「成
句
」
に
目
を
と
お
し
て
、
筆
者
に
と

っ
て
の
現
段
階
で
の

「成
句
」
の
分
類
を
、

「成
句
」
自
体
と
し
て
か
ん
が
え

宮

地

て
み
よ
う
と
お
も
う
。
単
位
体
の
構
成
論
で
の
「
成
句
」
の
位
置
づ
け
以
前
に
、

ま
ず
は

「成
句
」
そ
の
も
の
を
見
つ
め
て
、
具
体
的
用
例
を
分
類
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
そ
の
考
察
の
一
基
盤
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

二

「成
句
」
と
い
う
用
語
は
普
通
か
な
り
あ
い
ま
い
な
意
味
で
つ
か
わ
れ
て
い

て
、　
一
般
の
辞
典
の
意
味
記
述
も
さ
ま
ざ
ま
だ
し
（注
三
）、
専
門
の
語
学
辞
典

の
見
出
し
項
目
に
は
見
え
な
い
よ
う
で
あ
る
（注
四
）。
関
連
す
る
意
味
を
持
つ

用
語
は

「慣
用
句
」
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
意
味
で
外
来
語

「
イ
デ
ィ
オ
ム
」
を

つ
か
う
こ
と
も
あ
る
が
、
原
語
〓
ざ
日
と
の
あ
い
だ
に
も
、
概
念
に
多
少
の
ず

れ
が
あ
り

（注
五
）、
「成
句
」
と

「慣
用
句
」
と
の
意
味
概
念
の
広
狭
も
、
は

っ
き
り
し
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
は

「類
型
的
形
式
と
し
て
二
文
節
以
上
か
ら

成
る
句
や
文
な
ど
を
成
句
と
言
う
」
と
し
て
お
こ
う
。
こ
の
規
定
は
、

「
日
本

で
慣
用
句
と
い
う
の
は
、
二
つ
以
上
の
単
語
が
い
つ
も

一
続
き
に
、
又
は
相
応

じ
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
統
合
が
全
体
と
し
て
、
あ
る
固
定
し
た
意
味
を
表
わ
す

も
の
を
さ
す
。」
と
い
う

「慣
用
句
」
の
定
義

（『
国
語
学
辞
典
』

「慣
用
句
」

永
野
賢
担
当
）
と
ほ
ぼ
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
。

「成
句
」
の
ほ
う
に
同
趣
の
規

定
を
採
用
し
た
の
は
、
こ
の
規
定
の
も
と
に
い
わ
ゆ
る

「格
言

。
こ
と
わ
ざ
」

裕



の
た
ぐ
い
も
入
れ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

「慣
用
句
」
の
概
念
が
、

普
通

「格
言

。
こ
と
わ
ざ
」
を
ふ
く
ま
ず
、
み
ぎ
の
定
義
も
そ
の
つ
も
り
で
あ

っ
た
ら
し
い
の
に
、
そ
の
点

へ
の
配
慮
を
欠
い
て
、
広
い
意
味
で
の
定
義
を
し

た
た
め
に
、
実
質
と
合
わ
な
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
広
義
の
ほ
う
の
用
語
に

「成
句
」
を
当
て
、
そ
れ
よ
り
は
狭
義
の
ほ
う

の
用
語
に

「慣
用
句
」
を
当
て
る
の
が
よ
い
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
逆
に
す
る

と
、

「慣
用
句
」
の
な
か
に

「格
言

ｏ
こ
と
わ
ざ
」
の
た
ぐ
い
も
適
格
で
入
っ

て
し
ま
う
た
め
、
用
語
と
し
て
無
理
が
生
ず
る
と
お
も
う
わ
け
で
あ
る
。

本
稿
は
、

「成
句
」
の
分
類
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
ん
が
え
る
。

成
　
句
一
一
魏
一

成 句 ．
句 一 こ

¨
帖
帳

帥
解
脚
¨

以
下
、
具
体
例
と
と
も
に
、
各
項
の
特
徴
と
そ
の
関
連
を
略
述
す
る
こ
と
と

し
た
い
。三

格
言

。
こ
と
わ
ざ
の
定
義
や
、
具
体
例
に
つ
い
て
の
そ
の
範
囲
は
、
確
定
し

に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、

「歴
史
的

。
社
会
的
に
安
定

し
た
価
値
観
を
持
つ
成
句
」
と
し
た
い
。

「安
定
し
た
価
値
観
」
と
い
う
の
は
、

一
つ
に
は
、
教
訓
的
意
味
を
持
つ
格
言
に
顕
著
な
も
の
で
あ
り
、　
一
つ
に
は
事

実
や
事
態
の
一
面
を
簡
潔
に
表
現
す
る
こ
と
わ
ざ
に
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
教
訓
と
い
う
の
は
広
義
教
育
上
の
社
会
的
要
請
で
あ

っ
て
、
要
請
す
る
主

体
は
そ
の
社
会
で
あ
る
。
創
始
者
は
個
人
で
も
、
そ
の
社
会
全
体
の
も
の
と
し

て
、
歴
史
の
波
に
洗
わ
れ
て
安
定
す
る
の
で
な
け
れ
ば
格
言
と
は
言
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
形
式
上
も

一
文
と
し
て
完
結
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ

っ
て
、

い
く
つ
も
の
文
を
つ
ら
ね
た

一
文
章
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
は
、
個
人
的

個
性
的
教
訓
で
あ

っ
て
も
格
言
と
は
言
い
が
た
く
、
寓
話

。
た
と
え
ば
な
し
の

た
ぐ
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
の

『
エ
ソ
ポ
物
語
』
の
寓
話
に
付
け
ら
れ

た

「
し
た
ご
こ
ろ

（
下
心
）
」
の
た
ぐ
い
が
、
さ
ら
に
凝
結
し
た
も
の
が
格
言

と
な
る
と

一
般
的
に
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
こ
と
が
ら
の
一
面
に
つ
い
て
の
結
論

的
教
訓
は
、
簡
潔
に
深
い
と
こ
ろ
を
突
く
が
、
み
じ
か
い
一
文
と
し
て
の
結
論

だ
け
で
は
、
た
が
い
に
矛
盾
す
る
内
容
の
も
の
も
お
お
く
な
る
こ
と
は
当
然
で

あ
る
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
と
わ
ざ
と
な
れ
ば

一
層
は
な

は
だ
し
い
。
格
言
と
こ
と
わ
ざ
と
は
峻
別
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
相
対

的
に
言
え
ば
、
こ
と
わ
ざ
は
教
訓
的
真
実
よ
り
叙
述
的
事
態
を
内
容
と
す
る
と

言
え
よ
う
。

四

０
　
命
令
的
表
現
の
格
言

▽
勝

っ
て
兜
の
緒
を
し
め
よ

▽
損
し
て
得
と
れ

▽
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
由
ら
し
む
べ
し

▽
丸
く
と
も
ひ
と
角
あ
れ

▽
果
報
は
寝
て
待
て

▽
馬
鹿
は
よ
け
て
通
せ

教
訓
が
命
令
的
表
現
を
と
り
や
す
い
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
を
あ

ら
わ
す
の
に
明
晰
で
も
あ
る
。
格
言
ら
し
い
格
言
と
い
う
印
象
が
つ
よ
い
が
、

命
令
形
式
を
と
ら
ず
と
も
、
そ
う
あ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
と
か
、
そ
う
あ
る

べ
き
だ
と
か
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
も
の
も
す
く
な
く
な
い
。
容
易
に

「
べ

114



し

・
べ
か
ら
ず
」
が
付
け
ら
れ
る
。
現
に
、
付
け
て
用
い
ら
れ
も
す
る
。

▽
清
濁
あ
わ
せ
の
む

▽
赤
心
を
人
の
腹
中
に
置
く

▽
治
に
居
て
乱
を
忘
れ
ず

▽
角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す

▽
人
の
病
気
を
頭
痛
に
病
む

こ
れ
ら
に
接
し
、
か
つ
、
こ
と
わ
ざ
に
も
近
い
た
ぐ
い
の
も
の
も
す
く
な
く

な
い
。

▽
好
事
魔
多
し

（用
心
セ
ヨ
）

▽
転
ば
ぬ
先
の
杖

（用
心
セ
ヨ
）

▽
子
に
過
ぎ
た
る
宝
な
し

（大
切

ニ
セ
ヨ
）

▽
か
せ
ぐ
に
追
い
つ
く
貧
乏
な
し

（
ヨ
ク
働
ケ
）

▽
燈
台
も
と
暗
し

（注
意
セ
ヨ
）

▽
光
陰
矢
の
ご
と
し

（
オ
コ
タ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
）

格
言
と
も
言
え
、
こ
と
わ
ざ
と
も
言
え
る
た
ぐ
い
で
あ
る
。

０
　
叙
述
的
表
現
の
こ
と
わ
ざ

▽
へ
た
の
考
え
休
む
に
似
た
り

▽
丸
い
卵
も
切
り
よ
で
四
角

▽
鬼
も
頼
め
ば
人
を
食
わ
な
い

▽
目
は
日
ほ
ど
に
も
の
を
言
い

▽
言
わ
ぬ
は
言
う
に
ま
さ
る

▽
馬
の
耳
に
風

▽
馬
鹿
の
孫
ぼ
め

▽
背
に
腹
は
か
え
ら
れ
ず

▽
亀
の
甲
よ
り
年
の
功

こ
れ
ら
も
、
格
言
と
も
言
え
る
し
、
こ
と
わ
ざ
と
も
言
え
る
た
ぐ
い
だ
が
、

「
べ
し

ｏ
べ
か
ら
ず
」
が
付
け
に
く
い
し
、
の
ぞ
ま
し
い
事
態
あ
る
い
は
の
ぞ

ま
し
く
な
い
事
態
を
、
叙
述
的
に
述
べ
て
い
る
と
見
て
、
こ
と
わ
ざ
に
入
れ
て

お
き
た
い
。
意
味
か
ら
言
え
ば
教
訓
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

同
類
で
あ
ろ
う
が
、
以
下
の
も
の
は
一
層
事
態
の
叙
述
的
性
格
が
つ
よ
く
、

命
令
的
表
現
の
格
言
か
ら
は
、
や
や
と
お
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

▽
ぬ
す
人
た
け
だ
け
し
い

▽
売
り
こ
と
ば
に
買
い
こ
と
ば

▽
し
ゃ
く
し
で
腹
切
る

▽
話
し
じ
ょ
う
ず
の
口
べ
た

▽
へ
そ
が
茶
を
沸
か
す

▽
間
う
に
落
ち
ず
語
る
に
落
つ

▽
ぬ
か
に
釘

▽
は
き
だ
め
に
鶴

▽
寝
耳
に
水

こ
れ
ら
の
う
ち
、

「
ぬ
す
人
た
け
だ
け
し
い
」
と
か

「話
し
じ
ょ
う
ず
の
口

べ
た
」
な
ど
は
直
接
的
描
写
に
よ
る
叙
述
と
言
え
る
が
、
お
お
く
は
比
喩
的

・

象
徴
的
叙
述
で
あ

っ
て
、
「
へ
そ
が
茶
を
沸
か
す
」
「
ぬ
か
に
釘
」
「寝
耳
に
水
」

な
ど
、
こ
と
わ
ざ
ら
し
い
こ
と
わ
ざ
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
本
来
の

意
味
は
、
い
ち
い
ち
原
義

・
変
遷
を
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
容
易
に

は
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ま
は
立
ち
入
ら
な
い
。

五

「慣
用
句
」
は
格
言

ｏ
こ
と
わ
ざ
ほ
ど
の
価
値
観
を
と
も
な
う
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
な
か
の
語
句
が
比
喩
的

・
象
徴
的
に
用
い
ら
れ
、
全
体
と
し
て
も
単



な
る
連
語
句
で
は
な
く
て
、
派
生
的
な
意
味
を
持
つ
に
い
た
っ
た
成
句
で
あ
る
。

前
記
の
と
お
り
、
こ
れ
を

「直
喩
的
慣
用
句
」
と

「隠
喩
的
慣
用
句
」
と
に
分

け
る
。
こ
れ
も
崚
別
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
、
こ
と
わ
ざ
に
ち
か

い
し
、
後
者
は
連
語
成
旬
に
ち
か
い
。

０
　
直
喩
的
慣
用
句

形
式
上
直
喩
と
言
う
の
が
普
通
の
も
の
は
、
「
…

（
の
）
よ
う
」
７
・
（
の
）

思
い
」

「
…

（
ん
）
ば
か
り
」
な
ど
の
か
た
ち
の
も
の
で
、

▽
親
ぶ
ね
に
乗

っ
た
よ
う

▽
赤
子
の
手
を
ひ
ね
る
よ
う

▽
地
獄
で
仏
に
会

っ
た
よ
う

▽
棒
を
の
ん
だ
よ
う

▽
く
も
の
子
を
散
ら
す
よ
う

▽
水
を
打

っ
た
よ
う

▽
火
の
つ
い
た
よ
う

▽
手
に
と
る
よ
う

な
ど
、
い
わ
ゆ
る
目
的
語
と
動
詞
に
よ
る
旬
に

「
よ
う
」
の
つ
く
か
た
ち
の
も

の
を
は
じ
め
、
名
詞
に

「
の
よ
う
」
の
つ
く
か
た
ち
の
、

▽
夢
の
よ
う

▽
嘘
の
よ
う

▽
屁
の
よ
う

▽
破
れ
鐘
の
よ
う

な
ど
も
こ
れ
に
入
れ
ら
れ
る
。
つ
づ
い
て
、

▽
わ
ら
に
も
す
が
る
思
い

▽
血
を
吐
く
思
い

▽
死
ぬ
思
い

▽
断
腸
の
思
い

な
ど
や
、

▽
泣
か
ん
ば
か
り
の

▽
雲
つ
く
ば
か
り
の

▽
水
も
し
た
た
る
ば
か
り
の

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

「死
な
ん
ば
か
り
の
思
い
」
の
よ
う
に
、

「ば
か
り

の
」
と

「思
い
」
の
複
合
し
た
か
た
ち
が
と
れ
る
も
の
も
あ
る
。

▽
木
で
鼻
を
く
く
る

▽
尻
に
火
が
つ
く

▽
ほ
ね
身
に
し
み
る

▽
膏
血
を
絞
る

▽
鬼
気
迫
る

▽
声
涙
と
も
に
下
る

▽
口
角
泡
を
飛
ば
す

な
ど
も
、
準
じ
て
よ
い
も
の
で
、
た
だ
ち
に

「
よ
う
」

「ば
か
り
の
」
な
ど
を

あ
と
に
付
け
て
つ
か
う
こ
と
も
で
き
る
。

国
　
隠
喩
的
慣
用
句

成
句
の
な
か
の
語
が
、
原
義
か
ら
の
派
生
的

。
象
徴
的
意
味
を
持

っ
て
い
た

り
、
そ
の
成
句
全
体
と
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
と
き
、
こ
れ
を

隠
喩
的
慣
用
句
と
呼
ぼ
う
。

▽
肩
を
持
つ

▽
羽
を
の
ば
す

▽
兜
を
ぬ
ぐ

▽
そ
ば
杖
を
食
う

▽
恨
み
を
飲
む



▽
肝
に
銘
じ
る

▽
一異
目
に
出
る

▽
ね
こ
ば
ば
を
き
め
こ
む

▽
馬
が
合
う

な
ど
が
、
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
　
コ
肩
を
持
つ
」
は
、

「味
方
を
す
る
、　
一
方
に

力
を
入
れ
る
」
な
ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
原
義
の

「肩
」
や

「持
つ
」
の
意

味
は
生
き
て
い
な
い
。

「手
を
焼
く
」
が

「も
て
あ
ま
す

ｏ
閉
日
す
る
」
の
意

味
で
用
い
ら
れ
、
原
義
の

「手
」
や

「焼
く
」
の
意
味
が
生
き
て
い
な
い
の
と

お
な
じ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を

「隠
喩
的
」
と
称
す
る
の
が
適
切
か
ど
う
か
、
な
お
検
討
す
べ
き

こ
と
の
一
つ
で
あ
る
が
、
さ
き
の

「直
喩
的
」
と
の
対
照
上
簡
明
だ
と
い
う
利

点
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
類
の
も
の
に
は
漢
語
を
ふ
く
む

一
群
が
あ

っ
て
、
や
や
特
徴
的
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
格
言

。
こ
と
わ
ざ
に
も
、
漢
文

系
の
も
の
が
す
く
な
く
な
い
が
、
現
在
で
は
案
外

一
般
に
つ
か
わ
れ
る
こ
と
が

な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
急
速
に
つ
か
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
傾
向
が
あ

る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
隠
喩
的
慣
用
旬
に
お
い
て
も
、
同
様
の
傾
向
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
格
言

。
こ
と
わ
ざ
に
お
け
る
よ
り
は
、
漢
語
が
ま
だ
つ
か

わ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。

▽
苦
杯
を
喫
す
る

▽
胸
襟
を
開
く

▽
愁
眉
を
開
く

▽
烙
印
を
押
す

▽
画
餅
に
帰
す
る

▽

一
瞥
を
与
え
る

な
ど
で
あ
る
。
複
合
語
に
古
語
が
残
存
す
る
の
と
類
似
の
事
情
が
あ
ろ
う
。

ほ
か
に
も
隠
喩
的
慣
用
句
は
す
く
な
く
な
い
。
ま
だ
、
そ
の
種
別
を
立
て
え

て
は
い
な
い
が
、
類
型
的
な
群
を
な
す
か
と
見
ら
れ
る
も
の
を

一
二
あ
げ
れ
ば
、

ま
ず
、
否
定
的
形
式
で
用
い
ら
れ
る
も
の
、
お
よ
び
、　
一
般
に
否
定
的
形
式
で

用
い
ら
れ
に
く
い
も
の
が
あ
る
。
前
者
は
か
な
り
お
お
い
が
、
後
者
は
お
お
く

な
い
。

▽
気
に
く
わ
な
い

▽
と
り
え
が
な
い

▽
く
ら
べ
も
の
が
な
い

▽
埓
が
あ
か
な
い

▽
平
仄
が
合
わ
な
い

▽
し
か
た

（が
）
な
い

▽
果
て
し

（が
）
な
い

▽
止
め
ど

（が
）
な
い

こ
れ
ら
は
、
肯
定
形
ま
た
は

「あ
る
」
の
か
た
ち
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
な
い
。　
７
・
（が
）
な
い
」
の
か
た
ち
の
も
の
は
、

「が
」
を
略
す
る

こ
と
が
お
お
く
、
形
容
詞
的
に
熟
合
し
や
す
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、　
一
般
に
否
定
的
形
式
で
は
用
い
ら
れ
に
く
い
と
見
ら
れ
る

も
の
は
、

▽
頭
に
く
る

▽
居
丈
高
に
な
る

▽
首

っ
た
け
に
な
る

な
ど
、
「
頭
に
こ
な
い
」
「居
丈
高
に
な
ら
な
い
」

「首

っ
た
け
に
な
ら
な
い
」

と
い
う
直
接
の
否
定
形
終
止
法
は
と
り
に
く
く
、

「頭
に
く
る
こ
と
が
な
い
」

「頭
に
く
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
」
な
ど
の
か
た
ち
を
と
る
傾
向
が
つ
よ
い
。

も
と
も
と
の
肯
定
形
を
連
体
句
と
し
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
、
慣
用
句



の
一
傾
向
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
積
極
的
に
そ
の
事
態
の
存
在

・

存
立
を
言
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
ば
あ
い
に
、
こ
う
い
う
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
や

す
い
か
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
身
体
語
彙
を
ふ
く
む
隠
喩
的
慣
用
句
も

一
群
を
な
す
し
、

形
容
詞

・
形
容
動
詞
を
後
部
要
素
と
し
、
お
お
く
連
体
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る

も
の
も

一
群
を
な
す
と
お
も
わ
れ
る
。

▽
肩
身
が
せ
ま
い

▽
顔
が
ひ
ろ
い

▽
腹
が
く
ろ
い

▽
耳
が
い
た
い

▽
た
ぐ
い
ま
れ
な

▽
小
股
の
切
れ
あ
が

っ
た

」（

「連
語
成
句
」
と
称
し
た
も
の
は
、　
一
般
の
連
語
句
よ
り
凝
結
度
の
高
い
成

句
で
あ
る
。
連
語
句
と
い
う
の
は
、
普
通
い
う
二
語
以
上
の
連
結
体
と
し
て
の

連
語
の
う
ち
、
述
語
的
部
分
を
持
つ
句
と
な

っ
て
い
る
も
の
の
意
で
あ
る
。
凝

結
度
の
高
い
低
い
と
い
う
こ
と
は
相
対
的
な
も
の
で
、
明
確
に
は
規
定
し
に
く

い
が
、　
一
般
の
連
語
句
よ
り
相
対
的
に
安
定
し
た
類
型
的
形
式
を
な
す
も
の
を

「連
語
成
句
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
「
雨
つ
ゆ
」
と
言
え
ば

「
雨
つ
ゆ
を
し
の

ぐ
」
が
想
起
さ
れ
、

「
地
の
利
」
と
言
え
ば

「
地
の
利
を
得
る
」
が
想
起
さ
れ

や
す
い
。

「持
ち
く
ず
す
」
と
言
え
ば

「身
を
持
ち
く
ず
す
」
が
想
起
さ
れ
よ

う
。
し
か
し
、
結
び
つ
く
相
手
は
一
つ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
「
地
の
利
を
得
る
」

の
ほ
か
に

「
地
の
利
が
い
い
ｏ
わ
る
い
」
も
あ
る
。
「気
が
」
の
相
手
に
は
「
い

い
ｏ
わ
る
い
ｏ
つ
よ
い
。
よ
わ
い
。
つ
く

。
も
め
る
」
な
ど
が
あ
る
。　
一
つ
あ

る
い
は
特
定
の
い
く
つ
か
の
連
語
句
が
安
定
し
た
類
型
的
形
式
と
し
て
成
句
を

な
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

▽
勝
手
が
ち
が
う

。
い
い

▽
手
を
染
め
る
ｏ
出
す

ｏ
か
け
る

▽
身
を
持
ち
く
ず
す

。
挺
す
る

▽
苦
に
す
る
ｏ
な
る

▽
愚
痴
を
言
う

。
こ
ぼ
す

な
ど
、
後
部
要
素
が
二
つ
以
上
あ
り
う
る
も
の
も
あ
り
、

▽
心
に
ｏ
気
に
ｏ
目
に
と
め
る

▽
み
ち
に
ｏ
道
理
に
も
と
る

▽
び
ん
と

・
ぐ

っ
と

ｏ
ば

つ
と
来
る

▽
人
目
を

・
ひ
ま
を
ぬ
す
む

な
ど
、
前
部
要
素
が
二
つ
以
上
あ
り
う
る
も
の
も
あ
る
。
述
語
動
詞
に
応
じ
て

格
助
詞
の
か
わ
る
も
の
も
あ
る
。

▽
白
い
目
で
見
る

ｏ
を
向
け
る

▽
パ
イ
プ
が
通
じ
る
ｏ
を
つ
な
ぐ

格
助
詞
も
い
ろ
い
ろ
と
る
こ
と
が
で
き
、
相
手
の
要
素
に
も
か
な
り
自
由
に

い
ろ
い
ろ
な
語
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
一
般
連
語
句
で
あ

っ
て
、
成
句

の
一
種
と
し
て
の
連
語
成
句
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
境
界
線
が
明
確
な
わ

け
で
は
な
い
が
、
以
下
の
ご
と
き
も
の
を
連
語
成
句
の
代
表
的
な
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

▽
地
を
は
ら
う

▽
に
ら
み
を
き
か
す

▽
あ
か
し
を
立
て
る

▽
あ
お
り
を
食
う
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▽
ど
ろ
ん
を
き
め
こ
む

▽
罪
を
着
せ
る

▽
手
心
を
く
わ
え
る

▽
恥
を
か
く

▽
目
ぼ
し
を
つ
け
る

▽
末
席
を
け
が
す

▽
息
を
殺
す

▽
風
邪
が
ぬ
け
る

▽
も
の
ご
し
が
や
わ
ら
か
い

▽
手
く
せ
が
わ
る
い

▽
変
り
身
が
早
い

▽
出
ぐ
せ
が
つ
く

▽
鼻
先
で
あ
し
ら
う

▽
そ
の
話
で
持
ち
き
る

▽
ま
ん
じ
り
と
も
し
な
い

総
じ
て
、
和
語
に
よ
る
も
の
が
圧
倒
的
で
あ

っ
て
、
漢
語
を
ふ
く
む
も
の
は

お
お
く
な
い
。

里
電
話
を
か
け
る
」

「電
報
を
う
つ
」

「印
象
に
の
こ
る
」
「愚

痴
を
こ
ぼ
す
」
な
ど
の
日
常
的
な
も
の
の
ほ
か
は
、
漢
文
由
来
と
お
も
わ
れ
る

「心
肝
を
寒
か
ら
し
め
る
」

「春
秋
に
富
む
」
な
ど
が
わ
ず
か
に
あ
る
程
度
の

よ
う
で
、
成
句
の
一
般
的
性
格
の
一
つ
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ

れ
る
。

七

語
や
文
節
が
連
結
し
て
句
や
文
を
な
す
と
き
、
そ
の
語
や
文
節
の
結
び
つ
く

相
手
は
、
お
お
か
れ
す
く
な
か
れ
、
な
ん
ら
か
の
制
約
を
、
意
味
的

。
文
法
的

に
受
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
制
約
の
き
び
し
い
ほ
う
に
属
す
る
か
た
ち
が

成
句
で
あ
る
。
文
と
し
て
固
定
的
な
格
言
、
句
と
し
て
固
定
的
な
こ
と
わ
ざ
は
、

そ
の
な
か
で
も
と
く
に
制
約
の
き
び
し
い
も
の
と
い
う
べ
き
だ
が
、
慣
用
句
は

こ
れ
ら
に
つ
ぐ
も
の
と
言
え
よ
う
。
連
語
成
句

一
つ
一
つ
は
、
そ
れ
な
り
に
安

定
的
で
あ
る
が
、　
一
つ
の
語
や
文
節
の
が
わ
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
結
び
つ
く
相

手
が
、
か
な
ら
ず
し
も

一
つ
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
相
手
が
あ
り
う
る
。

そ
れ
が
お
お
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、　
一
般
の
連
語
句
に
ち
か
づ
く
わ
け
だ
か
ら
、

成
句
の
な
か
で
は
制
約
の
も

っ
と
も
ゆ
る
や
か
な
ほ
う
に
属
す
る
か
た
ち
と
言

え
る
。

成
句
は
、
お
お
ま
か
に
は
一
定
の
形
式
と
意
味
を
持
つ
句
だ
か
ら
、
文
法
的

事
実
か
語
彙
的
事
実
か
と
い
う
分
け
か
た
を
す
れ
ば
、
語
彙
的
事
実
に
類
す
る

こ
と
で
は
あ
る
が
、
連
語
成
句
に
お
い
て
は
、
あ
き
ら
か
に
両
者
の
か
ら
み
あ

う
性
格
が
見
ら
れ
、　
一
般
連
語
句
で
は
一
層
顕
著
に
な
る
。

一
般
連
語
旬
に
内

在
す
る
と
予
想
さ
れ
る
法
則
的
事
実
は
、
抽
象
度
を
た
か
く
す
れ
ば
文
法
の
問

題
に
な
る
が
、
抽
象
度
を
ひ
く
く
し
、
具
体
的
な
語
や
文
節
の
個
々
の
関
係
を

見
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
語
彙
的
な
問
題
に
な
る
。
ち
か
ご
ろ

問
わ
れ
る
こ
と
の
お
お
い
文
法
と
語
彙
と
の
関
係
、
意
味
と
文
法
と
の
関
係
が
、

こ
こ
に
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「連
語
論
」

（注
六
）
の
一
面
を
、
成
句
の
ほ
う

に
発
展
さ
せ
て
い
く
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
、
結
果
と
し
て
本
稿
の
よ
う
な
内
容

で
、
記
述
の
順
序
は
逆
の
も
の
が
で
き
あ
が
る
で
あ
ろ
う
。
辞
典
の
語
彙
項
目
、

親
見
出
し
の
も
と
に
、
用
例
と
し
て
、
あ
る
い
は
子
見
出
し
と
し
て
、
こ
れ
ら

の
連
語
成
句
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
お
お
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
り
、
大

辞
典
と
な
れ
ば
、
お
お
く
の
格
言

・
こ
と
わ
ざ
ま
で
収
録
し
よ
う
と
す
る
の
も
、

そ
の
た
め
で
あ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「成
句
」
は
多
面
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ

っ



て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
分
類
に
限
定
し
て
概
述
し
た

（注
七
）。

（注

一
）

青
木
晴
夫
が
チ
ェ
イ
フ
（ョ
”
一】３
ｏ
ｒ

ｏ
，

驚
ｏ
８
Ｎ
し
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
注
目
す
る
に
足
り
よ
う
。
「
国
語
学
』
九

一　
一程禾　
ＨΦ
『ω
）

「初
め
の
モ
デ
ル
は
Ｈ
型
を
し
て
い
て
、
左
の
意
味
構
造
か
ら
、
形
態
音

素
を
介
し
て
右
の
音
声
構
造
に
到
達
す
る
と
考
え
た
が
、
や
が
て
チ
ョ
ム
ス

キ
ー
派
の
理
論
の
影
響
で
、
意
味
構
造
は
、
ま
ず
表
層
構
造
を
経
て
、
基
底

音
韻
構
造
に
変
わ
り
、
音
声
構
造
に
連
な
る
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。

一

方
チ
ェ
イ
フ
は
、
形
態
素
そ
の
も
の
を
意
味
単
位
と
し
て
考
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
例
と
し
て
慣
用
句
含
鮎
ざ
８
）
に
注
意
を
向
け
る
。
日
本
語
の
例
を
あ

げ
れ
ば
、
『
手
を
焼
く
』
と
い
う
場
合
、
『
手
』
と
か

『
焼
く
』
と
か
い
う
意

味
は
な
く
、

『
も
て
あ
ま
す
』
と
い
う
の
が
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例

か
ら
、
ま
ず

『
も
て
あ
ま
す
』
の
よ
う
な
も
の
が
意
味
構
造
に
あ
り
、
こ
れ

が
音
韻
の
領
域
に
は
い
る
前
に
刊
と
か
側
０
な
ど
の
別
種
の
単
位
、
す
な
わ

ち
意
味
後
の
配
列

０
８
”８
８
”
ユ
お

８
ュ
置
●
露
一】ｏ
じ

に
変
え
ら
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
た
め
チ
ェ
イ
フ
は
、
意
味
単
位
と
、
そ
の

語
形
化
し
た
も
の
合
』一ｑ
”
】】ド
け』ｏ
こ

の
間
に
は
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
派
が
深

層
と
表
層
の
間
に
認
め
た
と
同
じ
よ
う
な
相
違
が
あ
る
と
考
え
る
。
…
…
意

味
の
側
で
は
、
意
味
変
化
、
特
に
慣
用
化

（」Ｏ
δ
日
誅
】ド
一一ｏ
こ

と
で
も
言

う
べ
き
過
程
が
、
意
味
構
造
と
表
層
構
造
と
の
間
の
相
違
を
作
る
原
因
と
な

ス
υ
。

」チ
ェ
イ
フ
の
一
九
六
七
年
ご
ろ
ま
で
の
研
究
の
な
か
で
の
こ
と
の
よ
う
で
、

書
目
に
そ
の
関
係
の
も
の
ら
し
い
も
の
も
見
え
る
が
、
以
後
こ
の
方
面
で
の

考
究
の
深
化
が
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
。
青
木
論
文
に
よ
れ
ば
、

こ
の
方
面
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
置
い
て
、
や
や
ひ
ろ
く
認
識
論
や
心
理
学
の

ほ
う
へ
の
関
心
を
ふ
か
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

関
連
す
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、　
ポ
ス
タ
ル

（”

〓
。
「
８
Ｓ
じ
、　
レ
イ
コ

フ

（″

ｒ
”
だ
ｏ
識
）
ら
の

「浅
層
構
造
」

つ
〓
”
】】ｏ
■

峰
Ｅ
傘
●
お
）
と
い
う

中
間
的
な

「表
示
の
レ
ベ
ル
」
Ｏ
ｏ
お
】
Ｒ

『ｏ０
８
８
三
鮮

ｏ̈
し

も
、
「呼
応
」

「名
詞
の
照
応
規
則
」

（＞
●
”
０
す
Ｒ
”
『Ｌ
ｅ

な
ど
と
と
も
に
、
イ
デ
ィ
オ

ム
の
言
語
モ
デ
ル
論
上
の
位
置
づ
け
や
解
釈
の
た
め
に
重
要
な
発
想
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、

「詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う

（安
井
稔
編

『
新
言
語
学
辞
典
』

い０
ヽ
卜）。

（注
二
）

『
語
彙
教
育
』
（教
科
研
言
語
教
育
研
究
サ
ー
ク
ル
、
８
８
）
は

「第

八
章
慣
用
句
」
に
お
い
て
、

「
い
く
つ
か
の
単
語
が
い
つ
も
か
た
く
む
す
び

つ
い
て
つ
か
わ
れ
て
特
別
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
単
語
の
組
み
合
わ
せ
を

『
慣

用
句
』
と
い
う
」
と
し
、
①
意
味
か
ら
み
た
慣
用
句
、
形
か
ら
み
た
慣
用
句
、

②
慣
用
句
の
文
法
的
特
徴
、
③
慣
用
句
の
諸
段
階
、
④
慣
用
句
の
範
囲
、
に

つ
い
て
用
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
述
べ
て
い
る
。

（注
三
）

「成
句
」
を

「
こ
と
わ
ざ
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
」
と
し
、
「故
事
成

句
」
と
い
う
熟
語
を
つ
く
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る

（『新
明
解
国
語
辞
典
し

の
は
、
他
の
辞
典
に
よ
っ
て
見
て
も
、
共
通
的
な
理
解
の
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
に
、

「
あ
る
意
味
を
表
わ
す
の
に
、
そ
れ
を
直
接
そ
う
表
現
す
る

よ
り
も
、
間
接
的
に
言

っ
た
方
が
そ
の
内
容
を
端
的
に
表
わ
す
と
見
ら
れ
る
、

慣
用
的
な
表
現
。
例
、
突
然
の
出
現
を

『
天
か
ら
降

っ
た
か
地
か
ら
涌
い
た

か
』
と
言
う
な
ど
」
と
し
た
り

（『
新
明
解
し
、
「習
慣
的
に
使
わ
れ
る
、
二

語
以
上
か
ら
成
る
き
ま
り
も
ん
く
。
例
、
い
ち
か
ば
ち
か
」
と
し
た
り
す
る



翁
岩
波
国
語
辞
典
し

の
は
、
か
な
り
ゆ
れ
て
い
る
意
味
の
部
分
と
見
ら
れ

ス
υ
。

（注
四
）
　
「成
句
」
と
い
う
術
語
は

『
国
語
学
辞
典
』
の
見
出
し
項
目

・
事
項

索
引
に
見
え
な
い
。
『英
語
学
辞
典
』
『
新
英
文
法
辞
典
』
『新
言
語
学
辞
典
』

『
言
語
学
辞
典
』
な
ど
の

「
日
英
用
語
対
照
表
」
や
日
本
語
の
事
項
索
引
に

も
見
え
な
い
。

「成
句
」
に
当
た
る
英
語
は

，
●
〓
δ
ヨ
詳
お

も
，
３
８
ψ
”

∽２

も
軍
お
ｏ
な
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
英
語
学
等
の
専
門
用
語
は
は
っ

き
り
し
な
い
。
他
の
諸
語
学
で
の
実
情
と
あ
わ
せ
、
御
教
示
を
ま
ち
た
い
。

（注
五
）

原
語

】０
ざ
日

に
は
、
し
ば
し
ば
、
非
文
法
的
だ
が
慣
用
と
し
て
通

用
す
る
表
現
形
式
を
い
う
こ
と
が
あ
る
。
〓
δ
日
常
お

∪
●
∞
〕̈
∽，
の
例
と
し

て
、
ま
Ｆ
．∽
Ｂ
ｑ
．
．^ヨ
〓
ｏ
お

事
お

お
け”ｑ

や
ｏ
日
、
こ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

た
り
す
る
。
日
本
語
の

「得
せ
し
む
」
「無
理
か
ら
ぬ
」
「埓
が
あ
く
」
な
ど

を

「慣
用
句
」
と
す
る

（
『
国
語
学
辞
典
』
永
野
賢
）
こ
と
は
、
た
し
か
に

あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を

「
イ
デ
ィ
オ
ム
」
と
称
す
る
こ
と
は
、
ま

ず
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
へ
ん
が
、
原
語

【０
ざ
ヨ

と
外
来
語

「
イ
デ
ィ
オ

ム
」
と
の
概
念
の
ず
れ
と
し
て
目
立
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（注
六
）

「連
語
」
「連
語
論
」
と
い
う
用
語
も
、
従
来
、
概
念
の
明
確
で
は
な

い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
辞
典
の
記
述
な
ど
に
も
、
か
な
り
あ
い
ま
い
に

「連
語
」

と
い
う
用
語
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
あ
ら
た
め
て
言
わ
れ
て
い
る

「連
語
論
」
は
、

「文
論
か
ら
と
り
た
て
て
シ
ン
タ
ク
ス
の
一
分
野
と
す
る

見
解
」
で
あ

っ
て
、

「
ロ
シ
ア
語
の
文
法
論
で
ヴ
ェ
・
ヴ
ェ
・
ヴ
ィ
ク
グ
ラ

ド
フ
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
」
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
言
語
学

研
究
会

（教
科
研
）
奥
田
靖
雄
ら
に
よ
る
調
査

・
考
究
の
す
す
め
ら
れ
て
い

る
も
の
が
日
立
つ
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
奥
田
靖
雄

「
日
本
語
文
法

・
連
語
論

―
―
を
格
の
名
詞
と
動
詞
と
の
組
み
あ
わ
せ
―
―
」
翁
教
育
国
語
』
に
断
続

的
に
連
載
）、
鈴
木
重
幸

『
日
本
語
文
法

・
形
態
論
』
８
記

（注
七
）

本
稿
で
の
限
定
に
よ
っ
て
述
べ
の
こ
し
た
こ
と
の
一
つ
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
、
格
言

。
こ
と
わ
ざ

・
慣
用
句

・
連
語
成
句
の
語
学
的
各
論
と
、

成
句
論
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
少

の
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
国
語
学
的
に
は
未
開
拓
の
部
分
が
お
お
き
い
。
近

年
の
白
石
大
三

『
国
語
慣
用
句
辞
典
』
８
３
、

『
日
本
語
発
想
辞
典
』
８
記

に
も
関
連
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
論
に
至
ら
な
い
。
”

可
８
８
ユ
¨
〓
ざ
日
∽

く

】
，

８

”

↓

昌

３

♂

ヽ
ヨ

営

一
ｏ
●
２

０

凛

日

ヨ

鶴

Ｈ
Φ
ざ

も

た

ま

た

ま

目

を

と

お
す
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
そ
の
方
面
の
代
表
的
な
論
文
の
一
つ
と
聞
く

わ
り
に
は
、
示
唆
に
富
む
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

述
べ
の
こ
し
た
も
う

一
つ
の
こ
と
に
、
成
句
と
構
文
と
の
か
か
わ
り
、
と

く
に
連
語
成
句
と
構
文
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
。
前
注

『
語

彙
教
育
』
に
一
部
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
、
指
摘
と
し
て
有
益
な
が
ら
、

な
お
考
究
の
余
地
が
す
く
な
く
な
い
。
構
文
上
の
問
題
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ

る

「複
合
助
辞
」
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る
形
式
と
も
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
あ

り
、
論
ず
る
に
足
り
る
い
く
つ
か
の
課
題
を
ふ
く
む
と
お
も
わ
れ
る
。
と
く

に
別
稿
を
期
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（本
学
助
教
授
）


