
否
定
と
呼
応
す
る
副
詞
と
程
度
副
詞
に
つ
い
て
の
覚
書

苗
日‡

井

典

夫

一、

ﾍ
じ
め
に

　
日
本
語
文
法
研
究
の
中
で
も
、
副
詞
の
研
究
は
ま
だ
ま
だ
進
ん
で
い
る
と
は
言

い
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。
副
詞
と
い
う
も
の
の
一
般
的
な
受
け
止
め
方
は
、
「
な

ん
と
な
く
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
で
、
よ
く
考
え
る
と
わ
か
ら
な
い
も
の
」
と
い
う

所
が
正
直
な
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
日
本
語
教
育
等
の
現
場
で
は
一
般
に
、
副
詞
を
「
情
態
、
程
度
、
陳
述
」
の
三

種
に
分
類
す
る
考
え
方
に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
山
田
孝

雄
の
説
に
根
拠
を
置
く
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
副
詞
研
究
の
基
本
的
な
枠
組

み
と
も
な
っ
て
お
り
、
本
論
文
で
も
、
こ
の
三
分
類
に
従
っ
て
考
察
を
行
う
。

　
「
情
態
副
詞
」
は
「
動
作
、
作
用
、
ま
た
は
事
態
の
あ
り
方
を
表
し
て
、
主
と

し
て
動
詞
を
修
飾
す
る
副
詞
」
と
概
説
書
な
ど
で
は
定
義
さ
れ
る
も
の
で
、
用
例

と
し
て
は
「
つ
い
に
、
お
の
ず
と
、
す
ぐ
（
に
）
、
は
っ
と
、
ゆ
っ
く
り
（
と
）
」

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
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「
程
度
副
詞
」
は
「
状
態
性
の
意
味
を
持
つ
語
に
か
か
っ
て
、
そ
の
程
度
を
限

定
す
る
副
詞
」
と
い
う
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
も
の
で
、
用
例
と
し
て
は
「
や
や
、

す
こ
ぶ
る
、
は
な
は
だ
、
も
っ
と
も
、
た
だ
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
の
が
普
通
で

あ
る
。

　
「
陳
述
副
詞
」
は
「
否
定
、
推
量
、
仮
定
な
ど
、
述
語
の
陳
述
的
な
意
味
を
補

足
強
調
す
る
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
現
在
の
副
詞
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
三
分
類
で
は
片
付
か
な
い
と

さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
だ
が
、
本
論
文
で
は
と
り
あ
え
ず
こ
の
三
分
類
に
従

い
、
ま
ず
最
初
に
「
陳
述
副
詞
」
と
さ
れ
る
内
の
、
否
定
と
呼
応
す
る
用
法
の
副

詞
と
み
ら
れ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
考
察
を
進
め
る
。
こ
の
語
群
の
中
に
は
、
程

度
副
詞
と
み
ら
れ
る
用
法
が
目
立
つ
「
と
て
も
」
、
近
年
「
と
て
も
」
の
程
度
副

詞
的
用
法
と
同
様
の
用
法
が
目
立
っ
て
来
た
「
全
然
」
も
含
ま
れ
る
が
、
程
度
副

詞
と
そ
の
周
辺
の
問
題
の
一
部
に
つ
い
て
も
後
段
で
少
し
考
察
を
行
い
た
い
。

一



　
　
愛
知
淑
徳
大
学
現
代
社
会
学
部
論
集
　
創
刊
号

　
　
　
　
二
、
否
定
と
呼
応
す
る
副
詞
に
つ
い
て

「
否
定
と
呼
応
す
る
副
詞
」
と
い
わ
れ
る
も
の
を
挙
げ
て
み
る
と
、

1
　
a
　
け
っ
し
て
、
さ
し
て
、
断
じ
て
　
な
ど
（
サ
行
動
詞
連
用
形
＋
テ
の

　
　
　
　
形
）

3 24

bba

　
以
上
は
語
形
に
注
目
し
て
並
べ
て
み
た
も
の
だ
が
、

　
5
　
　
、
つ

　
　
　
し

　
　
　
ど
、

　
　
　
た
く
、

な
ど
の
語
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、

た
い
し
て
、
絶
え
て
　
な
ど
（
そ
の
他
の
テ
）

そ
ん
な
に
、
め
っ
た
に
、
ろ
く
に
　
な
ど
（
二
の
つ
く
形
。
「
ろ
く
に
」

の
類
例
に
は
「
ろ
く
ろ
く
」
な
ど
も
あ
る
が
）

す
こ
し
も
、
ち
っ
と
も
　
な
ど
（
少
量
を
表
す
副
詞
＋
モ
）

必
ず
し
も
、
ど
う
し
て
も
、
ど
う
に
も
、
と
て
も
　
な
ど
（
そ
の
他

の
モ
）

あ
ま
り
、
さ
っ
ぱ
り
、
ま
る
き
り
　
な
ど
（
リ
で
終
わ
る
形
。
「
か
ら
っ

き
り
」
か
ら
変
化
し
て
出
来
た
と
考
え
れ
ば
「
か
ら
っ
き
し
」
も
こ

の
類
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
ほ
か
、

こ
う
、
か
い
も
く
、
さ
ほ
ど
、
さ
ら
さ
ら
、
全
然
、
そ
う
、
そ
れ
ほ

つ
ゆ
、
て
ん
で
、
と
う
て
い
、
と
ん
と
、
な
ん
ら
、
ほ
と
ん
ど
、
ま
っ

　
ま
ん
ざ
ら
、
も
う
と
う
、
ゆ
め
ゆ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
6
　
ま
さ
か
、
よ
も
や
　
な
ど
（
否
定
推
量
を
伴
う
も
の
）

な
ど
も
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
語
が
す
べ
て
否
定
と
呼
応
す
る
用
法
の
み
か
と
い
う
と
、

　
・
断
じ
て
こ
う
だ

　
・
ど
う
し
て
も
や
り
た
い

　
・
ほ
と
ん
ど
そ
の
通
り

　
・
ま
っ
た
く
そ
う
だ

な
ど
は
そ
う
で
も
な
い
。
「
あ
ま
り
」
「
そ
れ
ほ
ど
」
な
ど
は
、

　
・
あ
ま
り
泣
く
か
ら

　
・
そ
れ
ほ
ど
や
る
と
は

と
い
っ
た
用
法
が
あ
る
。
他
に
も
否
定
と
呼
応
し
な
い
用
法
を
持
つ
も
の
も
あ
る

だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
現
在
は
主
に
否
定
と
呼
応
す
る
用
法
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

も
の
で
も
、
「
け
っ
し
て
」
や
「
た
い
し
て
」
な
ど
は
歴
史
的
に
み
る
と
、

○
「
け
っ
し
て
」



・
決
し
て
弟
子
の
中
に
此
曲
者
有
る
に
は
極
れ
り
。
搦
捕
て
渡
せ
よ
と
（
浮
世

草
子
・
鬼
一
法
眼
虎
の
巻
、
四
・
三
）

．
歌
で
見
り
ゃ
け
っ
し
て
あ
な
は
あ
る
と
み
へ
（
雑
俳
、
末
摘
花
・
二
）

・
決
し
て
聲
や
む
す
め
に
、
お
ひ
ま
は
さ
れ
て
口
を
し
い
日
を
送
る
で
あ
ら
う

　
（
鳩
翁
道
話
、
三
・
上
）

　
〔
こ
こ
で
の
「
け
っ
し
て
」
は
「
間
違
い
な
く
、
必
ず
、
き
っ
と
」
ぐ
ら
い

の
意
味
か
〕

○
「
た
い
し
て
」

　
．
角
力
に
な
り
ま
し
て
か
ら
は
大
し
て
惣
次
郎
も
贔
屓
に
し
て
（
真
景
累
ケ
淵

　
　
〈
三
遊
亭
円
朝
〉
、
五
八
）

　
．
総
て
d
e
f
e
n
s
i
v
e
（
受
け
太
刀
）
と
o
f
f
e
n
s
i
v
e
（
打

　
　
太
刀
）
と
は
。
大
し
て
其
便
宜
が
違
う
も
の
で
。
（
内
地
雑
居
未
来
之
夢
〈
坪

　
　
内
遣
遥
〉
、
九
）

　
　
〔
こ
こ
で
の
「
た
い
し
て
」
は
「
大
い
に
、
は
な
は
だ
し
く
」
ぐ
ら
い
の
意

　
　
味
か
〕

と
い
っ
た
用
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
い
っ
こ
う
」
の
場
合
は
、

①
・
一
か
う
彼
れ
を
う
ち
頼
み
、
年
月
を
送
り
給
ふ
（
曽
我
物
語
、
ニ
ー
頼
朝

　
北
条
へ
い
で
給
ふ
事
）

②
・
そ
な
た
は
さ
て
い
つ
か
う
じ
や
く
は
い
に
ま
し
ま
す
が
し
ゆ
し
ゆ
の
げ
い

　
　
否
定
と
呼
応
す
る
副
詞
と
程
度
副
詞
に
つ
い
て
の
覚
書

　
を
あ
そ
ば
す
と
み
へ
た
（
虎
清
本
狂
言
、
望
月
の
間
）

③
・
江
戸
に
て
は
い
つ
か
う
と
い
ふ
こ
と
は
、
わ
る
き
こ
と
に
の
み
そ
へ
て
い

　
へ
ど
、
京
に
て
は
よ
き
こ
と
に
も
い
つ
か
う
よ
い
、
い
つ
か
う
ゑ
ら
い
と
い

　
ふ
（
覇
旅
漫
録
、
中
）

　
〔
①
の
「
い
っ
こ
う
」
は
「
ひ
た
す
ら
」
、
②
と
③
の
「
い
っ
こ
う
」
は
「
た

　
い
そ
う
」
ぐ
ら
い
の
意
味
か
〕

と
い
っ
た
用
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
け
っ
し
て
」
も
「
た
い
し
て
」
も
「
い
っ
こ
う
」

も
、
否
定
と
呼
応
す
る
用
法
の
み
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
め
っ
た

に
」
も
、

・
わ
な
わ
な
ふ
る
ひ
手
酌
に
て
、
め
っ
た
に
飲
ん
で
ぞ
ゐ
た
り
け
る
（
浄
瑠

璃
・
傾
城
反
魂
香
、
中
）

・
ロ
ハ
あ
り
が
た
や
た
ふ
と
や
と
、
め
っ
た
に
銭
を
な
げ
う
ち
て
お
が
み
け
る
中

に
（
談
義
本
・
華
鳥
百
談
、
二
・
三
ー
宝
物
を
盗
現
罰
を
受
し
事
）

　
〔
こ
こ
で
の
「
め
っ
た
に
」
は
「
む
や
み
や
た
ら
に
」
ぐ
ら
い
の
意
味
か
〕

と
い
っ
た
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、

○
「
ろ
く
に
」

　
．
三
五
郎
守
す
る
な
ら
ろ
く
に
し
や
と
喚
き
（
浄
瑠
璃
・
心
中
天
の
網
島
、
中
）

　
　
〔
こ
の
例
で
の
「
ろ
く
に
」
は
「
完
全
に
、
十
分
に
、
ま
と
も
に
」
ぐ
ら
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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の
意
味
か
〕

○
「
必
ず
し
も
」

創
刊
号

・
カ
ナ
ラ
ズ
シ
モ
　
コ
コ
ロ
ニ
ワ
　
ベ
ツ
ノ
　
バ
カ
リ
コ
ト
ガ
　
ア
ラ
ウ
ゾ

　
（
天
草
本
伊
曽
保
物
語
、
櫨
馬
と
獅
子
の
事
）

　
〔
こ
こ
で
の
「
か
な
ら
ず
し
も
」
は
「
か
な
ら
ず
」
と
同
様
の
意
か
〕

○
「
ま
ん
ざ
ら
」

　
・
ま
ん
ざ
ら
遊
ぶ
も
こ
け
こ
け
と
し
て
居
る
し
（
浮
世
風
呂
、
四
・
中
）

　
　
〔
こ
こ
の
「
ま
ん
ざ
ら
」
は
「
ひ
た
す
ら
」
ぐ
ら
い
の
意
か
〕

○
「
ゆ
め
ゆ
め
」

　
・
努
力
努
力
（
ゆ
め
ゆ
め
）
急
須
（
あ
か
ら
さ
ま
）
に
斬
る
応
し
（
日
本
書
紀
・

　
　
皇
極
四
年
六
月
、
岩
崎
本
平
安
中
期
訓
）

　
　
〔
こ
こ
で
は
「
ゆ
め
ゆ
め
」
は
「
つ
と
め
て
、
精
を
出
し
て
」
ぐ
ら
い
の
意

　
　
か
〕

の
よ
う
な
も
の
も
、
歴
史
的
に
は
「
否
定
と
呼
応
す
る
用
法
の
み
の
副
詞
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
、
否
定
推
量
を
伴
う
と
さ
れ
る
「
ま
さ
か
」
や
「
よ
も
や
」
の
場
合
も
、

○
「
ま
さ
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

・
森
羅
万
象
か
ん
で
含
る
や
う
に
出
来
て
あ
れ
ど
、
ま
さ
か
覚
え
よ
う
と
い
ふ

心
の
も
の
が
少
い
（
談
義
本
・
古
朽
木
、
一
）

　
〔
こ
こ
で
は
「
ま
さ
か
」
は
「
本
当
に
」
ぐ
ら
い
の
意
か
〕

○
「
よ
も
や
」

　
・
い
ま
だ
若
盛
に
よ
も
や
後
家
立
か
ね
申
へ
き
と
其
方
が
身
の
た
め
に
（
浮
世

　
　
草
子
・
本
朝
桜
陰
比
事
、
二
・
九
）

　
　
〔
こ
こ
で
は
「
よ
も
や
」
は
「
き
っ
と
、
多
分
、
恐
ら
く
」
ぐ
ら
い
の
意
か
〕

と
い
う
よ
う
に
、
元
々
否
定
と
呼
応
す
る
用
法
で
の
み
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
も

な
い
よ
う
で
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
「
否
定
と
呼
応

す
る
用
法
の
み
」
で
使
わ
れ
て
い
た
語
を
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
試
み
を

行
う
の
は
意
外
に
大
変
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
「
と
て
も
」
や
「
全
然
」
は
、
以
前
は
、

1
、
　
「
と
て
も
で
き
な
い
」

2
、
　
「
全
然
よ
く
な
い
」

の
よ
う
に
、
否
定
と
呼
応
す
る
用
法
（
な
い
し
は
「
全
然
駄
目
だ
」

イ
ナ
ス
の
意
味
を
持
つ
語
を
修
飾
す
る
用
法
）
の
み
が
正
し
く
、

3
、
　
「
と
て
も
い
い
」

の
よ
う
に
マ



4
、
　
「
全
然
い
い
」

の
よ
う
な
用
法
は
誤
用
と
一
般
に
は
説
明
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
、
3
の
「
と
て

も
」
の
用
法
は
昭
和
の
あ
る
時
期
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
一
方
、
4
の
よ
う
な
用
法
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が

（一

ﾊ
に
は
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
す
べ
き
か
）
、
許
容
す
る
人
も
増
え
て

き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
（
3
や
4
の
用
法
だ
と
「
と
て
も
」
も
「
全
然
」
も
程

度
副
詞
の
用
法
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
）

　
「
と
て
も
」
は
元
々
、
「
と
て
も
か
く
て
も
」
と
い
う
語
句
の
用
法
か
ら
生
じ
た

語
と
辞
書
で
は
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
「
と
て
も
か
く
て
も
」
は
、

・
を
の
れ
は
と
て
も
か
く
て
も
経
な
む
。
女
の
か
く
若
き
ほ
ど
に
か
く
て
あ
る

な
む
、
い
と
い
と
ほ
し
き
（
大
和
物
語
、
百
四
十
八
段
）

・
と
て
も
か
く
て
も
、
い
で
む
も
行
ひ
み
ん
（
蜻
蛉
日
記
、
中
・
天
緑
二
年
）

な
ど
の
よ
う
に
、
否
定
と
呼
応
と
い
う
使
い
方
で
は
な
い
用
例
も
多
い
。
（
こ
こ

で
の
「
と
て
も
か
く
て
も
」
は
「
ど
の
よ
う
に
し
て
で
も
」
ぐ
ら
い
の
意
か
）
。

も
ち
ろ
ん
、

・
身
の
甲
斐
な
く
て
と
て
も
か
く
て
も
珍
ら
し
か
ら
ぬ
世
な
り
や

語
、
国
譲
下
）

否
定
と
呼
応
す
る
副
詞
と
程
度
副
詞
に
つ
い
て
の
覚
書

（
宇
津
保
物

な
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
例
も
あ
る
わ
け
だ
が
、

た
。
同
様
に
「
と
て
も
」
も
、

そ
れ
が
絶
対
で
は
な
か
っ

・
日
本
国
に
平
家
の
庄
園
な
ら
ぬ
所
や
あ
る
。
と
て
も
の
が
れ
ざ
ら
む
物
ゆ
へ

に
（
平
家
物
語
、
三
・
行
隆
之
沙
汰
）

の
よ
う
な
用
例
の
ほ
か
、

・
や
殿
矢
田
殿
、
我
は
と
て
も
手
負
た
れ
ば
此
に
て
打
死
せ
ん
ず
る
ぞ

記
、
　
大
塔
｛
呂
能
…
野
落
事
）

（
太
平

の
よ
う
な
例
も
あ
り
、
否
定
と
呼
応
す
る
と
い
う
の
が
絶
対
で
は
な
か
っ
た
。

　
「
全
然
」
も
明
治
期
に
は
、

．
利
子
と
結
髪
の
一
條
の
如
き
は
。
全
然
破
談
な
り
と
思
ふ
て
く
れ
よ
。
（
諏

誠
京
わ
ら
ん
べ
・
二
）

・
僕
は
全
然
恋
の
奴
隷
で
あ
っ
た
か
ら
（
牛
肉
と
馬
鈴
薯
）

・
腹
の
中
の
屈
托
は
全
然
飯
と
肉
に
集
注
し
て
ゐ
る
ら
し
か
っ
た
。
（
そ
れ
か

ら
・
一
五
）

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
例
も
あ
り
、
必
ず
し
も
「
否
定
と
呼
応
す
る
用
法
の
み
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

（
こ
こ
で
の
「
全
然
は
「
全
く
」
と
い
う
ぐ
ら
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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の
意
味
か
。
）

　
「
と
て
も
」
も
「
全
然
」
も
そ
れ
ぞ
れ
、
「
も
と
も
と
否
定
と
呼
応
す
る
用
法
の

み
で
あ
っ
た
の
が
、
誤
用
が
元
で
否
定
と
呼
応
し
な
い
形
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
」
と
い
う
よ
り
、
「
も
と
も
と
〈
否
定
と
呼
応
〉
と
い
う
条
件
な

ど
な
し
に
使
わ
れ
得
る
も
の
（
程
度
副
詞
的
）
で
あ
っ
た
の
が
、
何
か
の
き
っ
か

け
で
〈
否
定
と
呼
応
〉
と
規
定
さ
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
標
準
的
な
用
法
と
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
ま
た
何
か
の
き
っ
か
け
で
、
そ
の
「
標

準
的
な
用
法
」
か
ら
は
ず
れ
る
、
元
々
の
用
法
に
近
い
形
の
用
法
（
「
と
て
も
い
い
」

や
「
全
然
い
い
」
な
ど
）
が
出
て
来
た
の
だ
が
、
今
度
は
そ
れ
ら
の
用
法
は
誤
用

と
さ
れ
た
」
と
で
も
ま
と
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。
（
今
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
用
法
の
変
化
を
及
ぼ
し
た
き
っ
か
け
の
解
明
が
検
討
課
題
と
な
ろ
う
）
。

　
現
在
は
特
に
「
全
然
」
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ら
の

　
「
誤
用
」
の
問
題
を
み
て
み
る
と
、
「
人
は
、
自
分
が
持
つ
規
範
か
ら
は
ず
れ
る

用
法
を
耳
に
し
た
と
き
、
〈
自
分
が
知
っ
て
い
る
も
の
よ
り
以
前
の
用
法
が
ど
う

い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
〉
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
ず
に
、
自
分
の
規
範
と
違
っ

て
い
れ
ば
〈
間
違
い
だ
〉
と
い
い
た
く
な
る
も
の
だ
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と

．
を
い
ろ
い
ろ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

三
、
　
「
全
然
」
の
被
修
飾
部
分
に
つ
い
て

　
「
全
然
」
に
つ
い
て
は
、
現
代
日
本
語
に
お
い
て
「
全
然
い
い
」
と
い
う
用
法

が
1
0
0
％
認
め
ら
れ
て
い
れ
ば
別
だ
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
被
修
飾
部
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

許
容
範
囲
と
い
う
も
の
を
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
検
討
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

・
「
全
然
良
く
な
い
」
に
対
し
て

　
「
全
然
い
け
な
い
」

は
同
じ
よ
う
に
許
容
さ
れ
る
の
か
。
（
「
全
然
行
け
な
い
」
と
比
べ
て
ど
う
か
。
）

と
い
う
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、

・
「
お
も
い
が
け
な
い
」
と
い
っ
た
形
容
詞
を
修
飾
す
る
場
合
に
、

　
「
全
然
お
も
い
が
け
な
い
」

と
い
う
よ
う
に
使
う
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
の
か
。

と
い
っ
た
問
題
に
も
な
る
。
ま
た
、

・
「
と
ん
で
も
な
い
」
「
み
っ
と
も
な
い
」
と
い
っ
た
形
容
詞
の
場
合
に
、

　
「
全
然
と
ん
で
も
な
い
」

　
「
全
然
み
っ
と
も
な
い
」

な
ど
と
い
う
よ
う
に
使
え
る
の
か
。

と
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
る
。
「
と
ん
で
も
な
い
」
「
み
っ
と
も
な
い
」
は
対
に
な

る
肯
定
表
現
が
な
い
わ
け
で
、
そ
う
い
う
場
合
は
許
容
度
は
低
い
よ
う
に
も
思
わ



れ
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
ど
う
な
の
か
、
こ
れ
は
ど
の
程
度
許
容
さ
れ
て
い
る
か
、

調
査
し
て
み
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
用
法
の
問
題
に
つ
い
て
、
今
は
ま
だ
十
分
ま
と
め
き
れ
て
い
な
い

が
、
今
後
さ
ら
に
考
察
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

四
、

程
度
修
飾
に
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
の
副
詞
的
用
法
に

つ
い
て

　
現
在
で
は
副
詞
を
「
働
き
」
の
面
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
の
研
究

が
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
だ
が
、
し
か
し
、
副
詞
の
働
き
は
な
か
な
か
複
雑
で
、

簡
単
に
ま
と
め
き
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
に
も
思

ま
れ
る
。
筆
者
自
身
が
勉
強
不
足
で
あ
り
、
さ
ら
に
勉
強
し
つ
つ
、
考
察
を
積
み

重
ね
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
所
で
あ
る
。

　
一
方
、
日
本
語
の
文
法
研
究
は
、
品
詞
論
を
出
発
点
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、

品
詞
と
い
う
「
形
」
で
定
義
し
よ
う
と
す
る
と
、
副
詞
の
場
合
は
他
の
品
詞
や
句

か
ら
転
成
し
た
も
の
が
多
い
が
、
ど
こ
ま
で
を
他
品
詞
の
副
詞
的
用
法
と
す
る
か
、

ど
こ
か
ら
を
副
詞
と
し
て
認
定
す
る
か
、
が
ど
う
し
て
も
議
論
の
対
象
と
な
る
。

形
容
動
詞
か
ら
来
た
「
非
常
に
、
大
変
」
な
ど
は
副
詞
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
名
詞
か
ら
来
た
「
一
番
、
実
際
」
、
動
詞
か
ら
来
た
「
さ
し
あ
た
り
、
く

り
か
え
し
」
な
ど
の
場
合
、
「
名
詞
（
動
詞
）
の
副
詞
的
用
法
」
と
説
明
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。

　
さ
て
、
形
容
詞
の
場
合
、
例
え
ば
、

否
定
と
呼
応
す
る
副
詞
と
程
度
副
詞
に
つ
い
て
の
覚
書

1
、
　
「
美
し
く
咲
く
」

な
ど
の
「
美
し
く
」
の
よ
う
な
も
の
は
、
一
般
に
「
形
容
詞
連
用
形
の
副
詞
的
用

法
」
と
説
明
さ
れ
る
。
一
方
、
程
度
修
飾
に
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
で
あ
る
「
え
ら

い
」
や
「
す
ご
い
」
な
ど
の
場
合
も
、

2
、
す
ご
く
き
れ
い
だ

3
、
え
ら
く
大
き
い

な
ど
の
用
法
は
、
　
一
般
に
は

と
し
て
説
明
さ
れ
る
が
、

4
、
す
ご
い
き
れ
い

5
、
え
ら
い
大
き
い

「
形
容
詞
連
用
形
の
副
詞
的
用
法
」
の
枠
内
の
も
の

な
ど
の
場
合
の
「
す
ご
い
」
や
「
え
ら
い
」
は
副
詞
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
「
2
や
3
と
4
や
5
は
別
品
詞
」
と
説
明
し
て
そ
れ
で
済
ま
せ
て
し
ま
っ

て
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

　
副
詞
の
働
き
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
だ
と
、
4
、
5
だ
け
で
な
く
2
、
3
も
副

詞
だ
と
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
形
容
詞
と
い
う
よ
り
も
程

度
副
詞
で
あ
る
と
。

七
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し
か
し
、
1
の
場
合
も
副
詞
だ
と
説
明
し
て
広
ぐ
理
解
が
得
ら
れ
る
と
も
思
え

な
い
。
と
な
る
と
ど
こ
ま
で
が
「
形
容
詞
連
用
形
の
副
詞
的
用
法
」
で
、
ど
こ
か

ら
が
副
詞
で
あ
る
か
線
を
引
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
線
引
き
は
、
な
か

な
か
簡
単
明
瞭
と
は
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
「
す
ご
く
」
や
「
え
ら
く
」
は
程
度
副
詞
と
し
て
形
容
詞
と
切
り
離
し
て
問
題

な
い
（
形
容
詞
と
し
て
は
特
殊
な
性
格
の
も
の
）
と
す
る
考
え
方
も
成
り
立
ち
そ

う
だ
が
、
同
じ
く
程
度
修
飾
に
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
で
も
あ
る
「
お
そ
ろ
し
い
」

の
よ
う
な
語
の
場
合
、

八

方
の
よ
う
に
も
思
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
お
そ
ろ
し
い
」
は
明
治
大
正
期
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
用
法
が
よ

く
み
ら
れ
た
。

・
「
可
恐
い
（
お
そ
ろ
し
い
）
光
る
の
ね
、
金
剛
石
」
（
金
色
夜
叉
・
前
編
、

明
3
0
）

・
「
お
そ
ろ
し
い
疲
れ
る
も
ん
で
す
ね
。
」
（
あ
ら
く
れ
、
大
4
）

6
、
目
が
お
そ
ろ
し
く
光
っ
た
。

7
、
目
が
お
そ
ろ
し
く
輝
い
た
。

の
「
お
そ
ろ
し
く
」
は
「
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
に
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
「
程

度
を
強
め
る
」
ぐ
ら
い
の
意
味
な
の
か
。

　
私
の
内
省
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
6
は
「
ぞ
っ
と
す
る
」
、
7
は
「
程
度

修
飾
」
の
意
味
合
い
が
強
い
よ
う
に
感
じ
る
が
、
こ
れ
は
個
人
差
も
あ
り
、
結
局

「
文
脈
に
頼
る
し
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
筆
者
は
、
4
、
5
の
よ
う
な
場
合
の
「
す
ご
い
」
や
「
え
ら
い
」
を
「
形
容
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ニ

終
止
連
体
形
の
副
詞
的
用
法
」
と
記
述
し
た
。
そ
の
ほ
う
が
形
容
詞
と
い
う
「
形
」
、

品
詞
の
「
形
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
の
説
明
と
し
て
整
合
性
が
あ
る
と
考
え
た

か
ら
で
あ
り
、
「
形
」
の
上
か
ら
で
き
る
だ
け
簡
単
明
瞭
に
説
明
を
つ
け
た
い
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
問
題
の
多
い
考
え
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
捨
て
難
い
考
え

こ
の
よ
う
に
程
度
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
「
お
そ
ろ
し
い
」
の
用
法
だ
が
、
現
在

で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
用
法
の
よ
う
に
思
う
。
「
こ
の
用
法
が
定
着
し
な
か
っ

た
の
は
拍
数
（
単
語
の
長
さ
）
と
関
係
が
あ
る
」
と
考
え
て
み
た
。
（
「
・
凡
ら
い
」

や
「
す
ご
い
」
に
比
べ
て
「
お
そ
ろ
し
い
」
の
方
が
長
い
）
（
名
古
屋
で
用
い
ら

れ
る
デ
ラ
が
「
ど
え
ら
い
」
か
ら
の
変
化
形
だ
と
す
る
と
、
拍
数
を
短
く
す
る
力

が
働
い
た
結
果
）
。
し
か
し
、

・
「
お
そ
ろ
し
い
」
で
は
言
わ
な
く
て
も
「
お
っ
そ
ろ
し
い
」
と
促
音
が
入
る

形
で
は
使
う
（
「
お
っ
そ
ろ
し
い
疲
れ
る
」
と
は
三
口
う
）

と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。
な
る
ほ
ど
「
お
っ
そ
ろ
し
い
」
で
は
言
い
そ
う
で
あ
る
。

今
後
さ
ら
に
検
討
が
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。



五
、
流
行
語
的
に
用
い
ら
れ
る
程
度
副
詞
に
つ
い
て

　
前
項
で
取
り
上
げ
た
「
お
そ
ろ
し
い
」
を
含
め
、
「
え
ら
い
」
や
「
す
ご
い
」

な
ど
の
語
は
「
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
」
こ
と
を
強
調
す
る
副
詞
的
に
用
い
ら
れ

る
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
、
程
度
を
強
調
す
る
副
詞
は
、
少
し
で
も
よ
り
多
く

自
分
の
気
持
を
伝
え
よ
う
と
す
る
た
め
か
、
過
剰
に
用
い
が
ち
で
、
そ
の
結
果
、

効
力
が
す
ぐ
目
減
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
る
。
そ
う
な
る
と
、
ま
た

よ
り
多
く
自
分
の
気
持
を
伝
え
ら
れ
る
言
葉
を
探
し
て
新
し
く
使
い
だ
す
と
い
う

こ
と
も
起
こ
る
。
現
在
、
よ
く
耳
に
す
る
の
は
、

・
チ
ョ
ー
い
い

・
チ
ョ
ー
い
か
す

と
い
っ
た
言
い
方
だ
が
、
「
す
ご
い
」
な
ど
で
は
飽
き
足
ら
な
く
な
っ
た
た
め
に

「
チ
ョ
ー
」
と
い
っ
た
語
が
新
し
く
使
わ
れ
始
め
た
か
。
自
分
が
使
う
の
に
は

「
チ
ョ
ー
」
は
抵
抗
が
あ
る
が
、
こ
の
「
抵
抗
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
自
分
の
感

覚
が
古
く
な
り
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
一
方
、
「
チ
ョ
ー
」
に
比
べ
て
「
全
然
い
い
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
耳
に
す
る

こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
が
、
も
う
す
で
に
「
全
然
」
の
価
値
の

目
減
り
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
（
も
う
少
し
様
子
を
見
て

み
た
い
が
）

　
他
の
語
に
つ
い
て
も
「
使
用
価
値
の
目
減
り
」
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
な

　
　
　
否
定
と
呼
応
す
る
副
詞
と
程
度
副
詞
に
つ
い
て
の
覚
書

い
か
、
あ
る
い
は
過
去
に
起
こ
っ
た
た
め
に
使
用
が
減
っ
た
と
い
う
語
は
な
い
か
、

今
後
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。
（
「
お
そ
ろ
し
い
」
の
場
合
な
ど
に
使
用
価
値
の

目
減
り
な
ど
と
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
）
。

六
、
お
わ
り
に

　
否
定
と
呼
応
す
る
と
い
わ
れ
る
副
詞
、
そ
れ
に
程
度
副
詞
の
一
部
の
用
法
に
つ

い
て
考
え
て
来
た
が
、
今
後
の
課
題
と
な
る
も
の
ば
か
り
で
考
察
の
足
り
な
い
と

こ
ろ
だ
ら
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
せ
ら
ず
少
し
ず
つ
考
え
て
い
き
、
自
分
な
り

の
副
詞
像
を
打
ち
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
注

（
1
）
　
鈴
木
英
夫
「
新
漢
語
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
ー
「
全
然
」
を
例
と
し
て
ー
」
（
「
国

　
語
研
究
　
松
村
明
先
生
喜
寿
記
念
』
、
平
5
　
所
収
）
な
ど
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
拙
稿
「
形
容
詞
終
止
連
体
形
の
副
詞
的
用
法
1
「
え
ら
い
」
「
お
そ
ろ
し
い
」
を

　
中
心
に
ー
」
（
『
国
語
学
研
究
」
2
7
、
昭
6
2
）
参
照
。

　
　
　
　
参
考
文
献

・
渡
辺
実
編
「
副
用
語
の
研
究
」
（
昭
5
8
、
明
治
書
院
）

．
『
副
詞
の
意
味
と
用
法
　
日
本
語
教
育
指
導
参
考
書
1
9
」
（
平
3
、
国
立
国
語
研
究
所
）

．
益
岡
隆
志
、
田
窪
行
則
『
基
礎
日
本
語
文
法
ー
改
訂
版
ー
」
（
平
4
、
く
ろ
し
お
出
版
）

．
森
本
順
子
『
話
し
手
の
主
観
を
表
す
副
詞
に
つ
い
て
」
（
平
6
、
く
ろ
し
お
出
版
）

九


