
一

〈
要
旨
〉

若
者
言
葉
「
エ
モ
い
」〔
形
容
詞
ク
活
用
〕
は
、
現
代
社
会
に
お
け
るSN

S

（Social N
etw

orking Service

）
の
利
用
に
よ
っ
て
世
代
的
に
は
若
者
の
間
で
流
行
し
、
急
速
に
普

及
し
た
。
三
省
堂
辞
書
を
編
む
人
が
選
ぶ
「
今
年
の
新
語
２
０
１
６
」
に
選
ば
れ
、「
日
本
語
で
は
、『
四
角
な
→
四
角
い
』『
黄
色
の
→
黄
色
い
』
と
い
う
よ
う
に
、『
特
別
で
は
な

く
普
通
の
日
本
語
の
一
員
に
な
っ
た
』
と
感
じ
ら
れ
る
場
合
、
形
容
詞
化
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
外
来
語
が
形
容
詞
化
す
る
こ
と
は
大
変
少
な
く
、
１
９
７
０
年
代

末
の
『
ナ
ウ
い
』、
現
在
の
『
エ
ロ
い
』『
グ
ロ
い
』
ぐ
ら
い
し
か
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。『
エ
モ
い
』
は
稀
な
例
と
言
え
ま
す
。『
エ
モ
い
』
は
、
感
動
・
寂
し
さ
・
懐
か
し
さ
な
ど
、

漠
然
と
し
た
い
ろ
い
ろ
な
感
情
表
現
に
使
わ
れ
ま
す
。」
と
の
選
評
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
小
稿
で
は
当
該
語
に
お
け
る
語
構
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
検
証
し
、
母
語
で
あ
る
不
易
の
大
和

言
葉
の
語
彙
と
語
用
を
踏
ま
え
、
史
的
に
変
遷
し
て
も
な
お
、
通
底
す
る
美
的
感
情
や
哲
学
的
文
化
的
な
背
景
も
視
野
に
入
れ
、
位
相
語
で
新
造
語
の
当
該
語
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

語
彙　

語
用　

語
構
成　

位
相
語　

新
造
語

日
本
語
史
か
ら
見
た
語
彙
と
表
現 

─ 

若
者
言
葉
「
エ
モ
い
」
を
中
心
に 

─

Vocabulary and expressions in the history of Japanese language
─

 focusing on teen slang em
oi ─

 

馬
　
場
　
　
　
治
（
人
間
科
学
部
こ
ど
も
学
科
教
授
）

H
ajim

u  B
A

B
A

 (Faculty of H
um

an Sciences, D
epartm

ent of C
hild Study, P

rofessor)

は
じ
め
に

令
和
二
年
秋
、
新
入
生
研
修
の
会
場
で
、
学
生
た
ち
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
撮
っ
た
夕
焼
け
の

写
真
を
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
に
載
せ
て
見
せ
合
い
、「
こ
れ
、
エ
モ
く
な
い
？
」「
う
ん
、
エ
モ
い
よ

ね
！
」
と
会
話
し
て
い
る
の
を
偶
々
耳
に
し
た
。
そ
の
時
「
エ
モ
い
」
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
聞

い
た
筆
者
は
思
わ
ず
、「
エ
モ
い
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
？
」
と
尋
ね
た
。
す
る
と
、「『
映ば

え
』

が
し
て
、
み
ん
な
が
『
い
い
ね
』
と
感
じ
る
時
に
使
い
ま
す
。
意
味
は
、
何
と
な
く
美
し
く
雰
囲

気
の
あ
る
も
の
を
指
し
ま
す
」
と
の
返
事
だ
っ
た
。
ど
う
や
ら
、
多
く
の
若
者
が
心
に
響
く
美
的

な
対
象
に
何
と
な
く
価
値
観
の
共
有
を
見
出
し
、
共
感
し
た
際
に
用
い
ら
れ
る
常
套
語
ら
し
い
。

正
に
、em

otional

〔
形
容
詞
〕
感
情
的
か
つ
広
義
に
用
い
ら
れ
る
俗
語
で
あ
る
。
俗
語
と
い
う
術

語
の
定
義
に
は
「
俗
語
と
は
、
話
し
こ
と
ば
の
中
で
公
の
場
、
改
ま
っ
た
場
な
ど
で
は
使
え
な
い

（
使
い
に
く
い
）、
語
形
・
意
味
・
用
法
・
語
源
・
使
用
者
な
ど
の
点
が
、
荒
い
・
汚
い
・
強
い
・

幼
稚
・
リ
ズ
ミ
カ
ル
・
卑
猥
・
下
品
・
俗
っ
ぽ
い
・
く
だ
け
た
・
侮
っ
た
・
お
お
げ
さ
・
軽
い
・

ふ
ざ
け
た
・
誤
っ
た
な
ど
と
意
識
さ
れ
る
語
や
言
い
回
し
を
指
す
。
多
く
の
場
合
、
改
ま
っ
た
場

で
使
う
同
意
語
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ
る
表
現
を
持
っ
て
い
る
。
主
な
候
補
語
に
若
者
語
・
業
界
用

語
・
隠
語
・
卑
語
・
流
行
語
・
差
別
語
の
大
部
分
あ
る
い
は
一
部
分
が
あ
る
。
ま
た
一
般
語
の
口
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二

頭
語
形
が
あ
る
。」⑴
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
。
い
ま
令
和
四
年
一
月
発
行
の
国
語
辞
典
で
意
味
や

由
来
を
確
認
す
れ
ば
、「
エ
モ
・
い
《
形
》〔
俗
〕
心
が
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
る
感
じ
だ
。『
冬
っ
て 

─ 

よ
ね
』

〔『
エ
モ
な
気
持
ち
』
の
よ
う
に
言
う
〕 

由
来 

ロ
ッ
ク
の
一
種
エ
モ
〔
←
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ハ
ー
ド

コ
ア
〕
の
曲
調
か
ら
、
二
〇
一
〇
年
代
後
半
に
一
般
い
っ
ぱ
ん
に
広
ま
っ
た
。
古
語
の
『
あ
は
れ
な
り
』

の
意
味
に
似
て
い
る
。
派 -

さ
。（
三
省
堂 

国
語
辞
典 

第
八
版
）
と
あ
る
。

右
の
記
述
か
ら
「
エ
モ
い
」
は
、
共
時
的
に
は
社
会
言
語
学
的
な
位
相
（
性
別
・
地
域
・
年
齢
・

職
業
な
ど
の
違
い
に
よ
り
、
用
い
る
言
葉
が
違
う
こ
と
。
ま
た
、
話
者
の
社
会
的
属
性
だ
け
で
な

く
、
場
面
や
相
手
が
違
う
こ
と
に
よ
り
、
用
い
る
言
葉
が
違
う
こ
と
も
含
む
）
に
お
い
て
、
俗
語

>

話
し
言
葉>

若
者
語
の
語
彙
範
疇
や
座
標
で
考
察
す
べ
き
語
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
　
日
本
語
史
か
ら
見
た
若
者
言
葉
「
エ
モ
い
」
の
位
置

「
エ
モ
い
」
の
意
味
は
、
中
古
に
入
っ
て
成
立
し
た
古
語
「
あ
は
れ
な
り
」
と
似
て
い
る
と
の

指
摘
か
ら
辞
典
で
確
認
す
る
と
、
三 〔
形
動
ナ
リ
〕「
強
く
心
に
感
じ
た
状
態
を
形
容
す
る
語
。

き
わ
め
て
多
方
面
に
用
い
ら
れ
る
。」
❶
か
わ
い
い
。
い
と
し
い
。
恋
し
い
。
な
つ
か
し
い
。
❷

感
心
だ
。
じ
ょ
う
ず
だ
。
尊
い
。
❸
あ
り
が
た
い
。
❹
趣
が
あ
る
。
ス
テ
キ
だ
。
オ
モ
シ
ロ
イ
。

❺
す
ま
な
い
。
気
の
毒
だ
。
❻
残
念
だ
。
悲
し
い
。
と
い
っ
た
具
合
（
新
明
解 

古
語
辞
典 

第
三

版
）
で
、
当
時
か
ら
感
情
的
か
つ
広
義
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、

当
時
の
主
な
話
者
は
貴
族
層
だ
か
ら
、
通
時
的
な
位
相
と
し
て
は
俗
語
で
な
く
雅
語
と
言
え
よ

う
。
更
に
、
も
の
に
感
動
し
て
自
然
に
発
す
る
声
に
起
源
を
持
つ
感
動
詞
「
あ
は
れ
」
か
ら
の
派

生
語
だ
か
ら
、
品
詞
の
種
類
が
異
な
る
。
た
だ
、
語
用
で
は
上
代
・
中
古
で
も
そ
の
表
現
領
域
が

か
な
り
広
く
、
対
象
に
向
か
っ
て
主
観
的
に
感
情
を
移
入
し
た
際
に
催
す
、
感
慨
・
人
情
・
情
趣

と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
包
括
す
る
性
質
が
あ
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
対
義
語
「
を
か
し
」
は

対
象
を
客
観
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
い
ま
同
じ
主
旨
の
文
脈
に
お
け
る
両
語
の
使
い
分
け
を

探
る
と
、
吉
田
兼
好
『
徒
然
草
』
第
十
九
段
「
折
節
の
移
り
変
る
こ
そ
、
も
の
ご
と
に
あ
は
れ
な

れ
。
…
…
六み
な

月づ
き

の
比こ
ろ

、
あ
や
し
き
家
に
夕ゆ
う

顔が
ほ

の
白
く
見
え
て
、
蚊か

遣や
り

火び

ふ
す
ぶ
る
も
、
あ
は
れ
な

り
。
六み
な

月づ
き

祓ば
ら
へ、
ま
た
を
か
し
。」（
季
節
の
移
り
変
わ
り
こ
そ
、
何
事
に
つ
け
て
も
味
わ
い
深
い
も

の
だ
。
…
…
六
月
、
み
す
ぼ
ら
し
い
荒
ら
屋
に
夕
顔
の
花
が
白
く
見
え
隠
れ
す
る
陰
で
、
燻い
ぶ

さ
れ

た
蚊
取
り
線
香
の
煙
が
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
て
い
る
の
は
、
趣
深
く
郷
愁
を
誘
う
。
六
月
の
晦
日
に
水

辺
で
氏
神
様
に
汚
れ
た
世
間
を
掃
除
し
て
も
ら
う
夏
越
し
の
祓
え
儀
式
は
、
不
思
議
で
面
白
い
。）

と
い
っ
た
例
文
を
挙
げ
ら
れ
る
。
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
歌
人
・
随
筆
家
で
あ
る
兼
好
の
、
下
級

公
家
か
ら
の
隠
遁
生
活
に
よ
っ
て
季
節
の
移
ろ
い
を
観
察
す
る
焦
点
は
、
卑
近
な
日
常
（
褻ケ

）
と

神
聖
な
祭
祀
（
晴ハ
レ

）
と
で
相
違
し
、
そ
れ
が
両
語
の
使
い
分
け
に
反
映
さ
れ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
ロ
ッ
ク
の
一
種
エ
モ
（
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ハ
ー
ド
コ
ア
）
の
曲
調
を
由
来
と
す
る
説
を
確

認
す
る
と
、「『
エ
モ
い
』
と
い
う
表
現
の
起
源
は
、
お
お
む
ね
１
９
９
０
年
代
～
２
０
０
０
年
代

の
音
楽
シ
ー
ン
に
あ
る
と
い
え
る
。
当
時
は
『
エ
モ
』（em

o

）
と
呼
ば
れ
る
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
に
連

な
る
曲
風
で
あ
る
こ
と
を
『
エ
モ
い
』
と
表
現
し
て
い
た
。
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
『
エ
モ
』
は
、

ハ
ー
ド
コ
ア
パ
ン
ク
系
の
演
奏
と
メ
ロ
デ
ィ
ア
ス
か
つ
感
情
を
ぶ
つ
け
る
よ
う
な
曲
・
詩
世
界
に
よ

っ
て
主
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。」（W

eblio 

辞
書>

実
用
日
本
語
表
現
辞
典
）

と
い
っ
た
記
述
を
見
出
せ
る
。
１
９
９
０
年
代
は
、
デ
ジ
タ
ル
情
報
を
記
録
し
た
Ｃ
Ｄ
（Com

pact 

D
isc

）
の
売
上
げ
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
で
あ
る
。
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
へ
の
移
行
期
で
も
あ
る
。

こ
の
新
造
語
の
意
味
や
語
用
に
つ
い
て
は
、「『
エ
モ
い
』
と
は
、『
感
動
的
だ
・
感
情
が
揺
さ

ぶ
ら
れ
る
・
心
が
動
か
さ
れ
る
・
情
緒
を
感
じ
る
・
趣
が
あ
る
・
グ
ッ
と
く
る
』
と
い
う
よ
う
な

説
明
の
難
し
い
感
情
を
表
現
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
言
い
方
で
あ
る
。
若
者
言
葉
で
あ
り
、
基

本
的
に
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
表
現
で
あ
る
。『
エ
モ
い
』
は
英
語
の em

otional

（
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
）

に
由
来
す
る
省
略
表
現
で
あ
る
。
語
尾
に
『
い
』
が
付
く
こ
と
で
形
容
詞
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、

『
超
エ
モ
い
』
の
よ
う
な
叙
述
、『
エ
モ
い
シ
チ
ュ
』
の
よ
う
な
修
飾
、『
エ
モ
か
っ
た
』
の
よ
う
な

活
用
を
可
能
に
し
て
い
る
。」（W

eblio 

辞
書>

新
語
時
事
用
語
辞
典
）
と
い
っ
た
解
説
が
あ
る
。

ロ
ッ
ク
の
英
語
歌
詞
と
旋
律
が
流
行
に
敏
感
な
若
者
の
ス
ラ
ン
グ
で
「
エ
モ
」
と
総
称
さ
れ
、
語

用
の
場
面
が
広
が
り
、
使
用
の
頻
度
が
高
ま
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
由
来
は
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

中
世
の
兼
好
は
、
い
か
に
も
和
風
の
歳
時
や
環
境
か
ら
の
複
合
的
な
刺
激
を
身
体
感
覚
で
把
握

し
言
語
化
し
た
が
、
現
代
の
若
者
は
、
和
洋
折
衷
が
浸
透
し
た
文
化
的
な
環
境
で
、
文
明
の
利
器

た
る
電
子
媒
体
に
よ
る
映
像
や
音
声
を
身
体
感
覚
で
同
期
さ
せ
て
言
語
化
し
た
。
日
本
語
史
か
ら

見
た
風
情
の
受
容
、
及
び
相
対
化
し
た
事
象
を
言
葉
で
評
価
す
る
過
程
で
の
感
情
表
現
の
相
違
が

読
み
取
れ
る
。
当
時
当
所
に
お
け
る
対
象
に
催
し
た
割
り
切
れ
な
い
曖
昧
な
感
興
は
、「
あ
は
れ
な

り
」「
エ
モ
い
」
と
表
現
す
れ
ば
、
取
り
敢
え
ず
日
本
語
を
話
し
て
意
思
疎
通
を
す
る
言
語
共
同
体

の
構
成
員
で
あ
る
読
者
や
仲
間
に
空
気
と
し
て
伝
わ
り
、
共
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
ろ
う
。

小
稿
で
は
、
歴
史
や
文
化
の
流
れ
か
ら
見
た
動
態
的
な
言
語
事
象
を
扱
う
の
で
、「
由
緒
正
し

い
日
本
語
か
、
乱
れ
た
日
本
語
か
」
と
い
っ
た
規
範
や
秩
序
に
照
ら
し
た
価
値
判
断
は
行
わ
な
い
。
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三

二
　「
エ
モ
い
」
の
語
構
成
と
語
用
論

形
容
詞
「
エ
モ
い
」
の
語
構
成
は
、
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
の
省
略
形
エ
モ
（
語
幹
）
＋
活
用
語
尾

「
い
」
で
三
音
節
あ
る
。〈
要
旨
〉
に
挙
げ
た
「
エ
ロ
い
」「
グ
ロ
い
」
と
同
系
統
の
語
彙
で
あ
る
。

活
用
形
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
主
部
が
共
通
の
例
文
も
挙
げ
て
対
応
さ
せ
る
。

未
然

連
用

終
止

連
体

仮
定

命
令

─
─
か
ろ

─
─
か
っ

─
─
く　

─
─
い

─
─
い

─
─
け
れ

×

例 

夕
暮
れ
に
海
辺
を
散
策
す
る
若
者
が
郷
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
愁
を
誘
う
景
色
を
眺
め
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
。

未
然　

水
平
線
に
沈
む
夕
日
は
、
エ
モ
か
ろ
う
。
＊
推
量
の

助
動
詞「
う
」
に
連
な
っ
て
言
い
切
る
。

連
用　

水
平
線
に
沈
む
夕
日
は
、
エ
モ
か
っ
た
。
＊
過
去
の

助
動
詞「
た
」
に
連
な
っ
て
言
い
切
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

エ
モ
く
な
る
。
＊
自
動
詞　

五
段
活
用「
な
る
」
に
連
な
っ
て
言
い
切
る
。

終
止　

水
平
線
に
沈
む
夕
日
は
、
エ
モ
い
。
＊
直
後
に
終
止
の
句
点
が
入
っ
て
言
い
切
る
。

連
体　

水
平
線
に
沈
む
夕
日
は
、
エ
モ
い
こ
と
が
あ
る
。
＊
形
式
名
詞「
こ
と
」
等
に
連
な
る
。

仮
定　

水
平
線
に
沈
む
夕
日
が
エ
モ
け
れ
ば
、
写
メ
る
。
＊
仮
定
の　

接
続
助
詞「
ば
」
に
連
な
る
。

語
幹　

水
平
線
に
沈
む
夕
日
が
エ
モ
。
＊
語
幹
で
言
い
切
り
、
感
嘆
や
余
韻
を
言
外
に
表
す
。

い
ま
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
を
語
幹
と
す
る
「
ナ
ウ
い
」
を
例
に
語
構
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
っ
て

み
る
と
、「
日
本
語
に
移
入
さ
れ
た
外
国
語
、
す
な
わ
ち
外
来
語
は
、
日
本
語
の
音
韻
体
系
の
許

容
範
囲
内
で
発
音
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
語
化
し
日
本
語
と
し
て
使
わ
れ
る

の
で
あ
る
。」「
表
記
は
片
仮
名
を
も
っ
ぱ
ら
用
い
る
が
、
片
仮
名
自
身
も
日
本
語
の
音
韻
体
系
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
造
語
法
も
、『
オ
ー
プ
ン
す
る
、
ダ
ブ
る
、
ナ
ウ
い
』
等
、
日
本
語
の

方
式
に
頼
っ
て
い
る
。」⑵
と
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
。
但
し
、
語
幹
ナ
ウ
は
省
略
形
で
は
な
い
。

カ
タ
カ
ナ
外
来
語
を
誘
い
込
ん
だ
形
容
詞
と
し
て「
英
語now

を
形
容
詞
化
さ
せ
た『
ナ
ウ
い
』は
、

現
代
的
な
感
覚
で
新
し
い
意
を
担
っ
て
、
一
九
八
〇
年
代
の
流
行
語
と
な
り
ま
し
た
。
中
島
梓

『
に
ん
げ
ん
動
物
園
』
に
見
る
『
深
田
祐
介
さ
ん
の
は
、
ナ
ウ
い
女
性
ば
っ
か
し
。』（
六
三
）
な

ど
で
す
。
そ
し
て
、
現
在
、
い
っ
そ
う
多
く
の
人
々
の
必
須
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の

now

は
、
形
容
詞
化
以
前
に
、
形
容
動
詞
化
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
連
体
形

『
ナ
ウ
な
話
』『
ナ
ウ
な
事
例
』
な
ど
と
言
っ
て
い
る
生な
ま

の
声
が
耳
底
に
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

て
な
り
ま
せ
ん
。
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
カ
タ
カ
ナ
外
来
語
は
形
容
動
詞
と
し
て
活
用
語
化
し

ま
す
。『
モ
ダ
ン
な
服
装
』『
ス
マ
ー
ト
な
体
つ
き
』
な
ど
で
す
。『
ナ
ウ
い
』
が
直
ち
に
成
立
し

た
と
は
、
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
の
で
す
。
実
際
、
そ
の
と
お
り
で
、『
ナ
ウ
（
な
）』
は
、

一
九
七
〇
年
代
の
流
行
語
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。」⑶
と
の
探
究
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
じ
語
構
成
で
美
醜
を
評
価
す
る
形
容
詞
「
エ
ロ
い
」「
グ
ロ
い
」
は
、erotic

（
愛
欲
的
）・

grotesque

（
怪
奇
的
）
を
省
略
し
た
名
詞
の
エ
ロ
・
グ
ロ
を
語
幹
と
し
て
い
る
。
昭
和
初
期
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
低
俗
で
退
廃
的
な
風
潮
や
文
化
現
象
は
エ
ロ･

グ
ロ･

ナ
ン
セ
ン
ス
と
呼
ば
れ
、

三
語
が
一
セ
ッ
ト
で
流
行
語
と
な
っ
て
い
た
。
革
新
的
だ
が
、
反
社
会
的
な
傾
向
も
強
か
っ
た
。

な
ぜ
省
略
形
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
英
語
と
日
本
語
で
も
現
代
は
一
般
に
省
略
（
語
）
の
形

成
お
よ
び
使
用
が
多
く
、
そ
の
要
因
と
し
て
は
「
時
間
短
縮
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
短
縮
・
情
報
の
高
密

度
化
」「
使
い
こ
な
し
感
」
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
り
、
社
会
学
的
に
分
析
し
て
「
時
代
の
流
れ
が

速
す
ぎ
る
た
め
に
、
世
代
差
に
よ
る
社
会
の
分
断
も
激
し
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
程
度
を
表

わ
す
指
標
と
し
て
省
略
（
語
）
の
多
用
が
認
め
ら
れ
る
」⑷
と
い
う
。
右
の
例
文
で
は
在
来
の
形
容

動
詞
「
き
れ
い
」「
す
て
き
」
で
も
言
い
換
え
可
能
だ
が
、
形
容
詞
「
エ
モ
い
」
を
使
う
話
者
（
集

団
）
が
若
者
だ
と
区
別
す
る
指
標
（
も
ち
ろ
ん
一
旦
言
葉
を
知
っ
て
し
ま
え
ば
、

若
者
を
装
っ
た
老
人
で
も
使
用
可
能
だ
が
）
と
な
っ
て
い
る
。「
使
い
こ
な
し

感
」
と
は
、
日
常
会
話
やSN

S

で
頻
用
す
る
俗
語
で
標
準
的
な
日
本
語
の
よ
う
な
堅
苦
し
さ
の
な

い
、
気
の
置
け
な
い
同
年
代
の
仲
間
へ
の
く
だ
け
た
表
現
だ
か
ら
こ
そ
だ
。
現
代
の
若
者
に
好
ま

れ
る
要
件
が
「
楽
で
早
い
」
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
即
時
の
通
信
に
優
れ
るSN

S

と
の
親
和
性
も
高

く
、
短
く
テ
ン
ポ
の
よ
い
「
三
音
節
・
省
略
形
」
で
あ
る
こ
と
に
も
納
得
が
ゆ
く
。
そ
れ
ぞ
れ
意

味
の
異
な
る
「
エ
モ
い
」「
エ
ロ
い
」「
グ
ロ
い
」
だ
が
、
二
音
節
目
が
音
素/o/

と
な
っ
て
お
り
、

高
低
ア
ク
セ
ン
ト
の
起
伏
式
も
低
高
低
の
中
高
型
で
共
通
す
る
点
は
注
意
さ
れ
る
。

三
　
感
情
形
容
詞
の
体
系
か
ら
見
た
「
エ
モ
い
」

こ
こ
で
は
、
感
情
形
容
詞
の
体
系
か
ら
「
エ
モ
い
」
を
俯
瞰
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
形
容
詞
は
、

属
性
形
容
詞
（
客
観
的
な
性
質･

状
態

の
表
現
を
な
す
も
の
）
と
感
情
形
容
詞
（
主
観
的
な
感
覚･

感
情

の
表
現
を
な
す
も
の
）
の
二
つ
に
区
別
し
、
分
類
基
準

と
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、「
感
情
や
感
覚
を
表
わ
す
形
容
詞
が
述
語
に
な
る

場
合
、
そ
の
感
情･

感
覚
の
主
体
を
表
わ
す
主
語
に
な
る
の
は
、
感
情
や
感
覚
を
も
ち
う
る
有
情

の
も
の
、
主
と
し
て
人
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。」（
主
語
の
制
限
）、「
感
情
や
感
覚
に

は
、
対
象
の
存
在
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
感
覚
の
対
象
は
現
前
す
る
外
的
な
刺
激
で
あ
る
の
が

普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
感
情
は
現
前
す
る
対
象
だ
け
で
な
く
、
遠
い
所
の
で
き
ご
と
の
想
像
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四

や
、
過
去
の
こ
と
の
記
憶
や
、
未
来
の
予
想
な
ど
、
そ
の
対
象
に
な
る
も
の
は
広
汎
で
あ
る
。」

（
対
象
語
）
と
の
考
究
が
あ
る
⑸
。
人
間
が
持
っ
て
い
る
基
本
的
な
四
つ
の
感
情
は
喜
怒
哀
楽
に
分

類
さ
れ
る
。
各
感
情
に
対
応
す
る
基
礎
語
は
Ａ
「
う
れ
し
い
」、
Ｂ
「
い
ま
い
ま
し
い
」、
Ｃ
「
か

な
し
い
」、
Ｄ
「
た
の
し
い
」
で
あ
る
。
本
能
的
な
心
的
属
性
の
快
（
正
）
と
不
快
（
負
）
に
大

別
す
れ
ば
、
前
者
が
Ａ
と
Ｄ
、
後
者
が
Ｂ
と
Ｃ
と
な
る
。「
う
れ
し
い
」
は
「
か
な
し
い
」
と
は

対
義
語
、「
た
の
し
い
」
と
は
類
義
語
の
関
係
に
あ
る
。
語
用
と
意
味
に
関
し
て
は
、「
う
れ
し
い
」

は
、
あ
る
い
い
で
き
ご
と
が
あ
っ
た
と
き
に
使
う
。「
た
の
し
い
」
は
、
自
分
も
そ
れ
に
参
加
し

て
、
心
が
明
る
く
な
る
と
き
に
使
う
。
と
の
区
別
が
あ
る
。
ま
た
「
い
ま
い
ま
し
い
」
は
、
腹
だ

た
し
く
て
、
し
ゃ
く
に
さ
わ
る
感
じ
だ
。「
か
な
し
い
」
は
、
心
が
痛
み
、
泣
き
た
く
な
る
気
持

ち
（
に
さ
せ
る
よ
う
す
）
だ
、
と
い
っ
た
解
説
文
（
前
出
の
国
語
辞
典
）
が
目
安
と
な
る
。
い
ま

目
安
に
即
し
て
、
大
学
生
の
若
者
を
想
定
し
た
一
人
称
代
名
詞
「
私わ
た
し」
を
共
通
の
主
語
と
し
た
学

生
生
活
に
あ
り
が
ち
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
例
文
を
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。

Ａ　

私
は
、
受
験
勉
強
の
末
に
第
一
志
望
の
難
関
大
学
に
合
格
で
き
て
、
う
れ
し
い
（
嬉
し
い
）。

Ｂ　

私
は
、
部
活
の
練
習
方
法
に
難
癖
を
つ
け
る
嫌
味
な
奴や
つ

が
、
い
ま
い
ま
し
い
（
忌
々
し
い
）。

Ｃ　

私
は
、
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
で
好
き
な
彼
女
と
喧
嘩
別
れ
し
て
し
ま
い
、
か
な
し
い
（
悲
し
い
）。

Ｄ　

私
は
、
大
学
の
音
楽
仲
間
と
吹
奏
楽
の
サ
ー
ク
ル
活
動
が
で
き
て
、
た
の
し
い
（
楽
し
い
）。

対
象
語
に
つ
い
て
、
Ａ
は
自
分
の
才
能
や
努
力
が
及
ぶ
か
及
ば
ぬ
か
の
目
標
が
存
在
す
る
事

象
、
Ｂ
は
敵
対
的
な
相
手
が
存
在
す
る
事
象
、
Ｃ
は
男
女
交
際
の
相
手
が
存
在
す
る
事
象
、
Ｄ
は

友
好
的
な
相
手
が
存
在
す
る
事
象
で
あ
る
。
Ａ
の
「
受
験
勉
強
の
末
に
」
の
表
現
を
「
家
族
か
ら

応
援
さ
れ
て
」
等
に
す
れ
ば
、
相
手
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
相
手
の
種
類
は
話
し
手
の
内う
ち

と

外そ
と

に
分
か
れ
、
外
だ
と
Ｂ
の
「
奴
」
の
よ
う
な
罵
り
表
現
に
も
な
る
。
ま
た
、
言
い
切
る
文
末
の

述
語
か
ら
名
詞
の
修
飾
へ
言
い
換
え
る
と
、「
う
れ
し
い
合
格
」「
い
ま
い
ま
し
い
野
郎
」「
か
な

し
い
喧
嘩
別
れ
」「
た
の
し
い
サ
ー
ク
ル
活
動
」
と
な
る
。
名
詞
を
修
飾
す
る
際
に
「
～
い
」
の

形
に
な
る
の
で
「
イ
形
容
詞
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
つ
ま
り
、
単
独
で
話
し
手
の
主
観
的
な
感
情
を

表
す
述
語
と
な
っ
た
り
、
語
順
交
替
で
連
体
修
飾
と
な
っ
た
り
で
き
る
。「
夕
日
は
、
エ
モ
い
」

と
「
エ
モ
い
夕
日
」
も
成
立
す
る
の
で
、「
イ
形
容
詞
」
の
性
質
は
通
底
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

遡
っ
て
、
大
野
晋
編
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』（
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
23
年
10
月
）
で
古
語
の

意
味
用
法
も
確
認
し
て
お
く
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
例
文
は
適
し
た
一
つ
を
選
び
絞
っ
た

（
な
お
、
筆
者
が
日
本
語
史
か
ら
の
観
点
や
意
味
の
弁
別
に
重
要
だ
と
考
え
た
箇
所
に
は

傍
線
を
引
き
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
〔
口
語
訳
〕
を
補
足
し
た
）。

Ａ　

う
れ･

し
【
嬉
し
】
形
シ
ク

解
説 

ウ
ラ
（
心
）
イ
シ
（
良
し
）
の
約
（uraisi

→ure-si

）。
欠
乏
し
て
い
た
も
の
が
補
わ
れ

満
た
さ
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
願
望
し
て
い
た
こ
と
が
か
な
っ
た
と
き
、
反
射
的
に
感
得
さ
れ

る
は
れ
ば
れ
と
し
た
感
情
。
気
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
、
よ
い
ほ
う
に
結
着
し
た
り
、
失
せ
も

の
が
見
つ
か
っ
た
り
と
い
う
と
き
な
ど
に
、
瞬
間
的
に
、
す
っ
き
り
と
晴
れ
る
気
持
ち
よ
い
さ
ま
。

ま
た
、
好
む
も
の
を
得
ら
れ
た
と
き
の
幸
福
感
を
い
う
。
類
義
語
タ
ノ
シ
（
楽
し
）
は
欲
望
が
果

た
さ
れ
て
持
続
的
に
満
足
を
感
じ
る
さ
ま
。

語
釈 

反
射
的
に
気
持
ち
が
は
れ
ば
れ
と
す
る
さ
ま
。
気
が
晴
れ
て
心
地
よ
い
。
▼
「
新
し
き
年

の
始
め
に
思
ふ
ど
ち
い
群
れ
て
居
れ
ば
う
れ
し
く
〔
宇
礼
之
久
〕
も
あ
る
か
」〈
万
葉 

四
二
八
四
〉。

〔
新
し
い　

年
の
初
め
に　

仲
間
た
ち
で　

集
ま
っ
て
い
る
と　

う
れ
し
い
ね
〕

Ｂ　

い
ま
い
ま･

し
【
忌
ま
忌
ま
し
】
形
シ
ク

解
説 

動
詞
イ
ム
（
忌
む
、
マ
四
）
の
派
生
語
。
死
の
穢
れ
に
触
れ
て
い
る
、
不
吉
で
あ
る
、
ま
た
、

そ
れ
ら
に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
と
感
じ
る
さ
ま
。
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
生
じ
る
何
か
不
吉
な
こ

と
を
避
け
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
い
う
。
中
世
以
降
に
は
、
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
に
対
す
る
嫌
悪
の
情
も
表
す
よ
う
に
な
っ
た
。

語
釈 

③
し
ゃ
く
に
障
る
さ
ま
。
い
や
な
感
じ
だ
。
▼
「
あ
な
い
ま
い
ま
し
。
打
手
の
大
将
軍
の
矢

ひ
と
つ
だ
に
も
射
ず
し
て
、
に
げ
の
ぼ
り
給
ふ
う
た
て
し
さ
よ
」〈
平
家 

五･

五
節
之
沙
汰
〉。〔
ま

あ
い
や
ら
し
い
。
討
手
の
大
将
軍
が
、
矢
一
筋
さ
え
も
射
な
い
で
、
都
へ
逃
げ
帰
っ
て
し
ま
わ
れ

た
な
ん
て
、
情
け
な
い
こ
と
〕

Ｃ　

か
な
し
【
悲
し･

哀
し･

愛
し
】
形
シ
ク

解
説 

カ
ナ
シ
は
、
…
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
意
を
添
え
る
接
尾
語
カ
ヌ
と
同
根
。
愛
着
す
る
も

の
を
、
死
や
別
れ
な
ど
で
喪
失
す
る
と
き
の
な
す
す
べ
の
な
い
気
持
ち
。
別
れ
る
相
手
に
対
し

て
、
何
の
有
効
な
働
き
か
け
も
し
え
な
い
と
き
の
無
力
の
自
覚
に
発
す
る
感
情
。
ま
た
、
子
供
や

恋
人
を
喪
失
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
れ
を
底
流
と
し
て
、
こ
れ
以
上
の
愛
情
表
現
は
不
能

だ
と
い
う
自
分
の
無
力
を
感
じ
て
、
い
っ
そ
う
そ
の
対
象
を
せ
つ
な
く
大
切
に
い
と
お
し
む
気
持

ち
を
い
う
。
自
然
の
風
景
や
物
事
の
あ
ま
り
の
み
ご
と
さ･

あ
り
が
た
さ
な
ど
に
、
自
分
の
無
力

が
痛
感
さ
れ
る
ば
か
り
に
せ
つ
に
心
打
た
れ
る
気
持
ち
を
も
い
う
。

語
釈 

①
悲
し
い
。
せ
つ
な
い
。
現
代
の
「
か
な
し
い
」
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
▼
「
世
の
中

は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
〔
加
奈
之
可
利
〕
け
り
」〈
万
葉 
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五

七
九
三
〉。〔
世
の
中
は　

空
し
い
も
の
だ
と　

思
い
知
っ
た
今
こ
そ　

い
よ
い
よ
益
　々

悲
し
く

思
わ
れ
る
こ
と
で
す
〕
※
「
会
者
定
離
」「
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」
と
い
っ
た
仏
教
思
想
の
影
響
。

Ｄ　

た
の
し
【
楽
し
】
形
シ
ク

解
説 
欲
望
が
満
ち
足
り
て
心
地
よ
い
感
覚
を
も
つ
さ
ま
。
上
代
で
は
、
遊
興
の
場
や
酒
食
を
伴

う
歓
楽
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
飲
食
が
思
う
ま
ま
十
分
に
足
り
て
心
地
よ
い
こ
と

を
い
う
。
後
に
物
質
的
に
充
足
し
て
い
る
こ
と
を
基
に
、(

物
質
に
保
証
さ
れ
て)

安
楽
で
あ
る
、

安
定
し
て
い
る
、
何
不
自
由
な
い
、
と
い
う
意
味
に
転
じ
た
。
タ
ノ
シ
は
古
く
は
も
っ
ぱ
ら
和
歌

に
用
い
ら
れ
、
そ
の
後
も
散
文
で
は
和
漢
混
交
文
に
用
い
ら
れ
、
平
安
女
流
文
学
に
は
ほ
と
ん
ど

用
例
が
な
い
。

語
釈 

①
満
ち
足
り
て
心
地
よ
い
。
歓
楽
の
気
分
を
い
う
。
宴
席
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

▼
「
毎
年
と
し

の
は
に
春
の
来
ら
ば
斯
く
し
こ
そ
梅
を
挿
頭
かざ
し
て
楽
し
く
〔
多
努
之
久
〕
飲
ま
め
」〈
万

葉 

八
三
三
〉。〔
年
ご
と
に　

春
が
来
た
な
ら　

こ
う
や
っ
て　

梅
を
髪
に
挿
し
て　

楽
し
く
遊
び

飲
み
ま
し
ょ
う
〕

例
文
Ａ
Ｃ
Ｄ
は
現
代
語
で
は
四
音
節
だ
が
、
古
語
で
は
三
音
節
で
あ
る
。
や
は
り
瞬
間
的
な
情

動
の
発
露
に
は
三
音
節
の
韻
律
が
適
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
万
葉
歌
な
の
で
作
者
は

題
詞
や
左
注
か
ら
知
ら
れ
る
。
Ａ
は
大
膳
大
夫
道
祖
王
、
Ｃ
は
太
宰
帥
大
伴
卿
（
大
伴
宿
禰
旅

人
）、
Ｄ
は
大
令
史
野
氏
宿
奈
麻
呂
、
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
貴
族･

官
僚･
歌
人
と
い
っ
た
位
相
で

あ
り
、
和
歌
は
社
会
的
な
評
価
基
準
と
な
る
メ
デ
ィ
ア
か
つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
も

あ
っ
た
。
現
代
の
若
者
がSN

S

で
会
話
す
る
こ
と
は
、
画
像
と
文
字
で
意
思
疎
通
を
図
る
と
い
う

手
段
こ
そ
異
な
る
が
、
ス
マ
ホ
と
い
う
情
報
端
末
を
所
有
し
物
質
的
に
充
足
し
て
い
る
位
相
を
前

提
に
、
集
団
や
趣
味
を
同
じ
く
す
る
仲
間
同
士
が
束
の
間
の
充
足
感
や
幸
福
感
を
催
す
場
面
で
の

情
動
を
宴
的
即
興
的
に
共
有
す
る
と
い
う
点
で
は
通
底
し
て
い
よ
う
。
ち
な
み
に
、
短
歌
は
五･

七･

五
と
い
う
音
数
律
を
も
つ
が
、「
エ
モ
く
な
い
？
」「
う
ん
エ
モ
い
！
」「
こ
れ
、
エ
モ
く
な
い
？
」

「
う
ん
、
エ
モ
い
よ
ね
！
」
と
い
っ
た
会
話
で
の
短
句
も
五
音
節
ま
た
は
七
音
節
で
あ
る
。

Ｂ
は
嫌
悪
と
立
腹
、
Ｃ
は
喪
失
と
不
幸
と
い
っ
た
対
極
に
あ
る
感
情
で
あ
り
、
カ
タ
カ
ナ
語
幹

の
形
容
詞
を
求
め
る
な
ら
、「
ウ
ザ
い
」「
キ
モ
い
」「
ヤ
バ
い
」
系
の
曖
昧
表
現
だ
が
、
古
語
に

は
抗
い
難
い
厳
し
い
現
実
体
験
が
伴
っ
て
い
る
。「
エ
モ
い
」
は
快
（
正
）
で
の
語
用
が
優
勢
の

よ
う
だ
が
、「
彼
女
と
喧
嘩
別
れ
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
ず
っ
と
落
ち
込
ん
で
い
て
エ
モ
い
（
悲

し
い
・
辛
い
・
切
な
い
）
気
持
ち
に
な
っ
た
」
と
い
っ
た
不
快
（
負
）
で
の
語
用
も
可
能
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
エ
モ
い
」
は
「
怒
」
を
除
く
「
喜
哀
楽
」
の
範
疇
で
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
で
あ
る
。

四
　「
エ
モ
い
」
と
表
現
さ
れ
る
対
象
と
共
有
す
る
美
的
感
情

「
エ
モ
い
」
が
包
含
す
る
感
情
の
核
心
は
懐
古
や
郷
愁
で
あ
る
。
若
者
の
知
見
や
体
験
に
基
づ

く
感
傷
や
情
緒
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
を
代
表
的
な
例
文
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
⑹
。
な
お
、
筆
者

が
時
間
表
現
に
は
傍
線
、「
エ
モ
い
」
感
情
を
催
す
契
機
と
な
っ
た
対
象
に
は
波
線
を
引
く
。

例
文
1 

人
生
初
め
て
の
山
登
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
当
日
も
乗
り
気
で
は
な
く
、
重
い
足
取

り
で
始
ま
っ
た
登
山
で
あ
っ
た
が
、
頂
上
に
到
着
し
て
目
に
し
た
景
色
は
、
絶
景
で
あ
っ
た
。
な

ん
と
も
言
え
な
い
気
持
ち
に
心
が
動
か
さ
れ
、
こ
の
景
色
は
エ
モ
い
と
思
っ
た
。

例
文
2 

放
課
後
の
校
舎
、
だ
れ
も
い
な
い
教
室
で
写
真
を
撮
る
と
窓
か
ら
見
え
る
夕
暮
れ
と
普

段
と
は
一
味
違
う
教
室
の
も
の
寂
し
さ
に
エ
モ
い
と
感
じ
た
。

例
文
3 

夏
休
み
の
長
期
休
暇
に
実
家
に
帰
省
し
た
際
に
、
久
し
ぶ
り
に
自
分
が
学
生
だ
っ
た
頃

の
ア
ル
バ
ム
を
見
返
し
て
い
る
と
旧
友
と
の
エ
モ
い
写
真
が
で
て
き
た
。

例
文
4 

い
い
曲
が
な
い
か
と
様
々
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
曲
を
聴
い
て
い
る
と
エ
モ
い
曲
を
見
つ

け
た
。

例
文
5 

大
人
に
な
っ
て
か
ら
昔
に
友
人
と
遊
ん
だ
後
よ
く
通
る
道
を
自
転
車
で
通
っ
た
時
に
、

あ
の
頃
の
情
景
を
思
い
出
し
て
い
た
。
あ
た
り
の
匂
い
は
ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
漂
わ
せ
、
エ
モ
く

感
じ
た
。

右
は
、
い
ず
れ
も
個
人
的
で
主
体
的
な
感
情
の
発
露
で
あ
る
。
時
間
的
に
は
、
現
在
の
非
日
常

だ
と
雄
大
な
山
岳
風
景
、
過
去
の
日
常
だ
と
懐
か
し
い
学
生
時
代
の
思
い
出
の
品
や
情
景
を
対
象

と
し
て
お
り
、
可
愛
く
見
栄
え
の
す
る
カ
ラ
フ
ル
な
ス
イ
ー
ツ
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
は
選
ば
れ

て
い
な
い
。
奇
を
衒
う
こ
と
な
く
、
レ
ト
ロ
な
ア
ナ
ロ
グ
文
化
の
範
疇
で
あ
る
。
ま
た
、
前
節
の

例
文
Ａ
「
思
ふ
ど
ち
〔
仲
間
た
ち
〕」
に
相
当
す
る
他
者
「
旧
友
」「
友
人
」
も
見
ら
れ
る
。
偶
然

に
し
ろ
、
意
図
的
に
し
ろ
、
見
出
し
た
対
象
に
つ
い
て
連
帯
感
を
抱
き
た
い
他
者
へ
承
認
欲
求
に

よ
っ
て
「
エ
モ
く
な
い
？
」
と
発
信
し
、「
う
ん
エ
モ
い
！
」
と
承
認
の
返
信
を
も
ら
え
れ
ば
、

共
感
が
成
立
し
、
自
己
肯
定
感
も
生
ま
れ
よ
う
。「
エ
モ
い
」
対
象
を
見
出
す
美
的
感
情
に
加
え
、

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
で
き
る「
分
か
っ
て
く
れ
、
認
め
て
く
れ
る
」相
手
の
存
在
が
必
要
な
の
で
あ
る
。　

美
的
感
情
と
は
「
美
意
識
に
お
け
る
感
情
。
人
が
対
象
に
美
的
に
反
応
し
た
時
、
美
的
直
観
に

よ
っ
て
そ
れ
を
観
照
す
る
の
に
対
し
、
内
発
的
に
触
発
さ
れ
て
起
こ
る
心
の
動
き
」
で
あ
り
、
元
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六

と
な
る
美
意
識
と
は
「
美
に
関
す
る
意
識
。
美
し
さ
を
創
造
・
受
容
す
る
心
の
働
き
。
ま
た
、
何

を
も
っ
て
美
し
い
か
を
き
め
る
基
準
や
考
え
」（
小
学
館 

精
選
版 

日
本
国
語
大
辞
典
）
で
あ
る
。

「
美
ビ　
　
　
　

う
つ
く 
し
い
」
と
い
う
概
念
を
漢
字
か
ら
探
る
と
、《
形
》
❶
う
ま
い
（
甘
）。
❷
色
や
形
、
声
な

ど
が
き
れ
い
な
さ
ま
。
❸
り
っ
ぱ
な
。
よ 

い
。（
三
省
堂 

全
訳 

漢
辞
海 

第
四
版
）
で
あ
る
。
最

古
の
部
首
別
漢
字
字
典
で
あ
る
後
漢･

許
慎
『
説
文
解
字
』
に
よ
れ
ば
、「
羊
」+

「
大
」
の
二
字

で
構
成
さ
れ
る
「
会
意
文
字
」
で
あ
り
、
神
事
の
際
に
犠
牲
と
さ
れ
た
動
物
で
あ
る
「
大
き
な
羊
」

が
字
源
な
の
だ
が
、
嘱
目
の
具
体
物
に
対
す
る
評
語
と
し
て
の
語
用
が
広
が
り
、
姿
形･

色
彩･

音
調
な
ど
が
整
っ
て
い
て
快
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
を
「
美
」
と
い
う
抽
象
概
念
で
把
握
す
る
頻
度

が
高
ま
る
と
、
由
来
は
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
国
語
「
美
し
い
」
の
類
語
は
「
き
れ
い
」
だ
が
、

日
常
会
話
レ
ベ
ル
の
話
し
言
葉
で
の
使
用
頻
度
が
高
い
。「
汚
濁
の
な
い
清
潔
な
さ
ま
」
の
意
味

で
「
き
れ
い
な
水
」
と
語
用
す
る
よ
う
に
、「
美
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
「
エ
モ
い
」
と
は
相
違
す

る
の
で
、
同
じ
く
瞬
発
力
の
高
い
三
音
節
で
あ
っ
て
も
言
い
換
え
難
い
の
だ
ろ
う
。
で
は
、「
人

間
に
と
っ
て
『
美
』
と
は
何
か
」
と
哲
学
的
な
問
い
を
発
す
る
と
、
ま
ず
人
間
に
と
っ
て
理
想
的

な
普
遍
妥
当
の
最
高
価
値
た
る
「
真
善
美
」（
認
識･

倫
理･
審
美
）
の
一
つ
で
あ
る
。
次
に
「
美
」

は
人
間
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
認
知
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
夕
焼
け
や
夕
日
を
見
て
情
動
し
、「
エ

モ
い
」
と
表
現
す
る
根
本
に
は
「
美
し
い
」
と
感
じ
る
心
が
存
在
す
る
。
そ
の
「
美
し
さ
」
は
懐

古
や
郷
愁
を
誘
い
、
温
も
り
や
切
な
さ
が
綯
い
交
ぜ
と
な
っ
た
複
雑
な
感
情
を
即
時
の
主
体
的
な

意
志
に
よ
り
イ
形
容
詞
「
エ
モ
い
」
で
言
い
切
れ
ば
、「
俺
は
夕
日
を
見
て
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た

ん
だ
」
と
の
事
象
表
明
と
な
り
、
仲
間
の
承
認
と
共
感
が
得
ら
れ
る
。
古
今
東
西
の
言
語
は
異
な

れ
ど
、「
美
」
に
触
発
さ
れ
た
感
情
の
発
露
と
表
現
に
至
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
通
底
し
て
い
る
。

近
世
国
学
者
の
本
居
宣
長
は
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
で
「
さ
て
物
語
は
、
物
の
あ
は
れ
を
し

る
を
、
む
ね
と
は
し
た
る
に
、
そ
の
す
ぢ
に
い
た
り
て
は
、
儒
仏
の
敎ヘ
に
は
、
そ
む
け
る
事
も
お

ほ
き
ぞ
か
し
、
そ
は
ま
づ
人
の
情コ
コ
ロの

、
物
に
感
ず
る
事
に
は
、
善
惡
邪
正
さ
ま
〴
〵
あ
る
中
に
、

こ
と
わ
り
に
た
が
へ
る
事
に
は
、
感
ず
ま
じ
き
わ
ざ
な
れ
ど
も
、
情コ
コ
ロは

、
我
な
が
ら
わ
が
心
に
も

ま
か
せ
ぬ
こ
と
あ
り
て
、
お
の
づ
か
ら
し
の
び
が
た
き
ふ
し
有
て
、
感
ず
る
こ
と
あ
る
も
の
也
。」⑺

と
評
論
し
た
。
現
代
の
若
者
は
「
あ
は
れ
」
と
は
言
わ
な
い
が
、
自
然
や
人
事
を
体
験
し
、
琴
線

に
触
れ
た
場
面
で
直
観
的
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
、「
エ
モ
い
」
と
感
じ
る
仕
組
み
も
同
じ
で
は
な

か
ろ
う
か
。
脳
内
に
は
過
去
の
体
験
（
直
接
的
か
間
接
的
か
自
分

事
か
他
人
事
か
は
問
わ
ず
）
で
知
覚
し
印
象
に
残
っ
た
記
憶
が
潜
在

し
て
お
り
、
そ
の
記
憶
が
例
文
の
よ
う
な
現
前
の
対
象
の
刺
激
に
よ
っ
て
再
生
さ
れ
る
。
Ｚ
世
代

の
若
者
に
と
っ
て
、
そ
の
抑
え
き
れ
ぬ
気
持
ち
を
瞬
間
的
に
言
語
化
す
る
際
に
「
エ
モ
い
」
は
、

改
ま
っ
て「
美
し
い
」と
言
わ
ず
と
も
、
し
っ
く
り
と
き
て
最
適
な
の
だ
ろ
う
。
各
自
の「
エ
モ
い
」

に
纏
わ
る
物ス
ト
ー
リ
ー語や
文
コ
ン
テ
ク
ス
ト
脈
は
千
差
万
別
だ
が
、
後フ
ォ
ロ
ー
ワ
ー

続
組
が
脳
内
検
索
の
情
報
処
理
に
よ
り
「
エ
モ
い
」

価
値
観
を
共
有
す
れ
ば
、
精
神
的
な
充
足
感
も
齎
さ
れ
る
と
考
え
る
。

五
　
今
後
の
課
題
と
展
望

若
者
言
葉
「
エ
モ
い
」
は
、
包
括
的
で
使
い
勝
手
が
よ
い
と
い
っ
た
長
所
が
あ
る
。
だ
が
反
面
、

そ
れ
は
短
所
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
情
の
機
微
を
弁
え
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
る
必

要
に
迫
ら
れ
た
場
合
に
大
ま
か
過
ぎ
る
か
ら
だ
。
何
故
ど
の
よ
う
に
「
エ
モ
い
」
の
か
、
詳
し
く

説
明
で
き
る
だ
け
の
語
彙
力
や
文
章
力
は
培
っ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
清
少
納
言
が『
枕

草
子
』
第
一
段
で
「
秋
は
夕ゆ
ふ

暮ぐ
れ

。
夕
日
花
や
か
に
さ
し
て
山
ぎ
は
い
と
近
く
な
り
た
る
に
、
烏か
ら
すの

ね
ど
こ
ろ
へ
行
く
と
て
、
三
つ
四
つ
二
つ
な
ど
、
飛
び
行ゆ

く
さ
へ
あ
は
れ
な
り
。
ま
し
て
雁か
り

な
ど

の
つ
ら
ね
た
る
が
、
い
と
小
さ
く
見
ゆ
る
、
い
と
を
か
し
。
日
入い

り
果
て
て
、
風
の
音お
と

、
虫
の
音ね

な
ど
。」
と
情
景
描
写
し
た
よ
う
に
、
夕
焼
け
を
「
エ
モ
い
」
と
感
じ
る
視
覚
や
聴
覚
に
訴
え
掛
け

る
景
物
の
構
成
要
素
を
列
挙
し
、「
黄た
そ

昏が
れ

時ど
き

の
茜あ
か
ね
い
ろ色や
松し
ょ
う
ら
い籟」
等
と
総
合
評
価
で
き
れ
ば
、
親
密
な

情
趣
の
交
歓
や
意
思
の
疎
通
が
可
能
と
な
り
、
知
己
と
の
絆
も
一
層
深
ま
る
だ
ろ
う
。

　

　

 

注⑴  

米
川
明
彦
編
『
日
本
俗
語
大
辞
典
』（
東
京
堂
出
版 

平
成
15
年
11
月
）
の
俗
語
概
説
。

⑵  

日
本
語
教
育
指
導
参
考
書
16

｢

外
来
語
の
形
成
と
そ
の
教
育｣

（
国
立
国
語
研
究
所
、
平
成
2
年
3

月
）　

Ⅰ 

は
じ
め
に

⑶  

中
村
幸
弘
『
日
本
語
の
形
容
詞
た
ち
』（
右
文
書
院
、
令
和
3
年
5
月
）
ア
プ
ロ
ー
チ
85
。

⑷  
堀
田
隆
一hellog

～
英
語
史
ブ
ロ
グ #3329.

な
ぜ
現
代
は
省
略
（
語
）
が
多
い
の
か
？

 
2018-06-08 http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/2018-06-08-1.htm

l 

参
照
。

⑸  

国
立
国
語
研
究
所
『
形
容
詞
の
意
味･

用
法
の
記
述
的
研
究
』（
秀
英
出
版
、
昭
和
47
年
3
月
）
第
１
部　

形

容
詞
の
意
味
の
諸
側
面　

１
．
感
情
形
容
詞
と
属
性
形
容
詞

⑹  

言
葉
の
手
帳
ホ
ー
ム>

流
行
語>

「
エ
モ
い
」
の
使
い
方
や
意
味
、
例
文
や
類
義
語
を
徹
底
解
説
！

２
０
２
１
年
６
月
６
日 https://w

w
w

.tutitatu.com
/ 

参
照
。

⑺  

大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
四
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
44
年
10
月
）
198
頁
。
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