
口
語
體
の
時
制
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  
  

  
  

 

市 

川 
 

浩 

 
平
成
二
十
五
年
十
月
七
日 

（
月
） 

 
 

文
語
の
苑
上
架
原
稿
の
校
正
を
擔
當
し
て
數
年
と
な
り
ぬ
。
時
に
大
家
の
玉
稿
に
妄
校
を
施
す
の

僭
越
を
敢
て
し
、
恐
縮
の
限
り
な
り
。 

こ
の
間
熟
々
惟
み
る
に
、
現
代
口
語
體
が
文
語
と
の
構
造
的
乖
離
を
加
速
し
つ
ゝ
あ
る
を
感
ず
。

一
例
を
擧
ぐ
る
に
、
文
語
に
て
は
、
先
づ
漢
文
訓
み
下
し
文
の
場
合
、
時
制
を
殆
ど
問
題
に
せ
ず
、

和
文
の
場
合
は
、
謂
は
ゆ
る
過
去
又
は
完
了
の
助
動
詞
豐
富
な
る
も
、
こ
れ
ら
多
く
は
時
制
と
い
ふ

よ
り
、
む
し
ろ
感
情
を
内
包
し
、
感
嘆
詞
と
も
い
ふ
べ
き
に
て
、
こ
の
文
語
を
基
礎
と
す
る
口
語
體

は
、
論
理
優
先
を
貫
き
、
感
情
を
排
し
、
助
動
詞
を
大
幅
に
省
略
す
。
而
し
て
時
制
は
な
ほ
主
要
の

問
題
と
は
な
ら
ず
、
口
語
體
完
成
に
與
り
て
力
の
あ
り
た
る
森
鴎
外
も
「
澀
江
抽
齋
」
の
冒
頭
に
て 

（
前
略
）
定
府

ぢ
や
う
ふ

の
醫
官
で
當
時
近
習
詰
に
な
つ
て
ゐ
た
。
し
か
し
…
…
信
順

の
ぶ
ゆ
き

の

館
や
か
た

に
出
仕
す
る

こ
と
に
な
つ
て
ゐ
た
。
父
允 た

だ

成 し
げ

が
致
仕
し
て
、
…
…
父
を
失
つ
て
か
ら
四
年
に
な
つ
て
ゐ
る
。

三
度
目
の
妻
岡
西
氏
徳
と
…
…
二
男
優 や

す

善 よ
し

と
が
家
族
で
、
五
人
暮
し
で
あ
る
。
主
人
が
三
十
七
、

…
…
二
男
が
七
つ
で
あ
る
。

邸
や
し
き

は
神
田
辨
慶
橋
に
あ
つ
た
。
知
行
は
三
百
石
で
あ
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
記
し
、
「
ゐ
た
」
と
「
ゐ
る
」
或
い
は
「
あ
つ
た
」
と
「
あ
る
」
と
を
同
一
時
點
の
記
述
と
し
て

併
せ
用
ゐ
る
は
、
極
く
普
通
な
り
き
。
然
る
に
近
時
時
制
に
嚴
密
の
英
文
法
に
刺
戟
を
受
け
、
こ
れ

を
忠
實
に
飜
譯
せ
む
と
す
る
の
風
純
國
語
口
語
文
に
滲
透
し
つ
ゝ
あ
り
。
も
し
こ
の
風
を
ば
文
語
に

及
ぼ
さ
む
と
し
て
、
助
動
詞
の
使
用
を
助
長
せ
ば
、
そ
の
意
味
さ
へ
變
ず
る
に
至
る
べ
し
。 

文
語
に
於
け
る
敬
語
は
亦
文
意
を
正
確
と
す
る
も
、
口
語
體
へ
の
移
行
に
は
問
題
多
し
。
文
語
の

「
侍
り
」「
候
」
な
ど
の
叮
嚀
語
は
用
言
の
連
用
形
に
接
續
す
。
然
る
に
口
語
體
の
叮
嚀
語
の
場
合
、

同
じ
用
言
に
て
も
、
形
容
動
詞
は
そ
の
語
幹
に
「
で
す
」
が
接
續
し
、
動
詞
は
そ
の
連
用
形
に
「
ま

す
」
が
接
續
す
。
獨
り
形
容
詞
に
は
や
ゝ
重
き
「
御
座
い
ま
す
」
以
外
の
叮
嚀
語
の
接
續
な
き
ゆ
ゑ

口
語
文
法
は
そ
の
終
止
形
に
「
で
す
」
の
接
續
を
薦
め
、
今
や
定
著
せ
む
と
す
。
然
れ
ど
も
未
然
形

「
美
し
い
で
せ
う
」
に
は
自
然
の
語
感
あ
る
も
、
そ
の
他
は
連
用
形
「
美
し
い
で
し
た
」
は
論
外
と

す
る
も
、
終
止
形
の
「
美
し
い
で
す
」
、「
美
し
か
つ
た
で
す
」
に
は
な
ほ
不
自
然
を
感
ず
。
此
處
は
、

「
美
し
い
景
色
で
す
（
で
し
た
）
」
、「
美
し
く
輝
い
て
ゐ
ま
す
（
ま
し
た
）
」
な
ど
と
形
容
の
内
容
を

具
體
化
す
る
語
へ
の
「
で
す
」
、「
ま
す
」
の
接
續
を
工
夫
す
べ
き
に
、
安
易
に
終
止
形
へ
の
接
續
に

固
執
し
て
「
美
し
い
（
し
か
つ
た
）
の
で
す
」
を
提
唱
す
る
向
き
あ
り
。
さ
れ
ど
「
の
」
を
插
入
せ

ば
意
外
、
反
省
、
氣
附
き
等
の
意
味
加
ふ
べ
け
れ
ば
、
常
に
は
適
用
す
る
を
得
ず
。 

形
容
動
詞
は
使
用
頻
度
特
に
そ
の
連
體
形
に
高
し
。
そ
の
語
尾
「
た
る
」
は
文
語
、
口
語
に
共
通

す
る
も
、
他
方
「
な
る
」
は
、
口
語
に
て
「
な
」
一
音
と
な
る
た
め
、
文
語
に
て
も
重
く
感
ぜ
ら
る
。

語
幹
に
格
助
詞
「
の
」
を
添
ふ
る
も
一
案
に
し
て
、
明
治
大
正
期
の
文
語
に
用
例
多
し
。 

 
 

こ
の
形
容
動
詞
日
本
語
特
有
の
品
詞
な
れ
ば
英
文
法
に
馴
染
ま
ぬ
所
あ
り
。
近
頃
、
副
詞
は
專
ら

假
名
書
き
に
す
べ
し
と
て
、
或
る
人
「
げ
ん
み
つ
に
」
と
假
名
表
記
す
。
英
文
法
に
て
はstrictly

を
副
詞
と
す
。
然
れ
ど
も
國
語
の
「
嚴
密
に
」
は
形
容
動
詞
連
用
形
に
し
て
副
詞
に
非
ず
。
心
す
べ

き
に
非
ず
や
。 


