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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
―
―

十

日

田

光

浩

Ｉ
　
は
じ
め
に

古
代
語
の
形
容
詞
述
語
文
の
構
造
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
属
性
形
容
詞

・
感
情
形
容
詞
な
ど
、
形
容
詞
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
相
違
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
お
お
ま
か
な
異
な
り
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
個
別
の
語
に
よ
っ
て
細
か
な
違
い
が
み
ら
れ
る
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。
こ
こ
で
は
い
感
情
形
容
詞
述
語
の
文
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
用
意
と
し
て
、
そ
れ
と
し
て
異
論
の
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う

「
う
れ

し
」
を
対
象
と
し
て
そ
の
表
現
に
必
要
な
関
係
要
素
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
、
範
疇
の
典
型
と
考
え
ら
れ
る
語

に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
、
感
情
形
容
詞
述
語
構
文
の
す
が
た
を
捉
え
る
た
め
の
近
道
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

Ⅱ
　
感
情
形
容
詞

「
う
れ
し
」

の
成
分
の
種
類
に
つ
い
て

中
古
の
和
文
形
容
詞
述
語
の
文
構
造
に
つ
い
て
論
及
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
現
代
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
格
助
詞

に
よ
り
明
示
さ
れ
る
論
理
関
係
よ
り
も
、
係
結
び
に
よ
る
断
続
関
係
が
卓
越
す
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
と
り
わ
け
和
文
の
場
合
に
は
句
と
句

感
情
形
容
詞
述
語
の
関
係
成
分
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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九
〇

の
連
接
関
係
が
、
緊
密
で
は
な
く
、　
一
義
的
に
解
釈
で
き
な
い
場
合
も
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
形
容
詞
の
場
合
に
は
、
終
止
法
の
例

よ
り
も
、
連
用
法
や
連
体
法
な
ど
の
例
が
実
質
的
に
は
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
文
の
終
上
に
あ
る
程
度
関
わ
る
部
分
に
用
い
ら
れ
た

場
合
で
も
、
「
う
れ
し
と
見
給
ふ
。」
「
う
れ
し
く
思
ふ
。」

の
よ
う
な
知
覚

・
思
考
動
詞
句
に
よ

つ
て
終
止
を
完
了
す
る
例
が
多
い
こ
と
な
ど
の

理
由
か
ら
、
実
際
の
形
容
詞
述
語
の
関
係
成
分
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
が
抽
出
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
甚
だ
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
述
べ
る
形
容
詞
の
関
係
成
分
は
、
従
来
の
文
の
成
分
の
定
義
よ
り
も
か
な
り
緩
や
か
な
基
準

で
考
え
て

い

る
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
構
造
上
形
容
詞
に
後
続
す
る

「
思
ふ
」
「
お
ぼ
す
」
「
み
る
」
な
ど
動
詞
述
語
句
の
直
接
的
な
関
係
成
分
と
み
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
て
、
感
情
形
容
詞
と
は
、
単
に
意
味
の
う
え
か
ら
関
係
性
を
指
摘
し
得
る
に
留
ま
る
よ
う
な
要
素
や
、
論
理
の
展
開
上
、
間
接

的
に
の
み
形
容
詞
表
現
の
発
現
に
関
与
す
る
要
素
な
ど
も
見
出
だ
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
古
の
和
文
に
は
、
和
歌
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

成
分
間
の
関
係
に
二
義
性
を
帯
び
る
場
合
や
、
物
語
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
会
話

。
心
中
詞

・
地
な
ど
の
文
体
が
融
合
し
て
文
を
形
成
す
る
場

合
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
例
も
含
め
て

「
う
れ
し
」
を
中
心
に
そ
れ
と
他
の
要
素
が
ど
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
分
析

し
得
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。
し
た
が

っ
て
、
た
と
え
成
分
間
の
関
係
が
多
様
に
分
析
ざ
れ
る
と
し
て
も
、
説
明
を
及

ぼ
さ
な
か

っ
た
関
係
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
予
め
断
わ

っ
て
お
き
た
い
。

１
　
〔感
情
主
体
）
と

｛感
情
誘
発
句
）

感
情
形
容
詞
の
関
係
成
分
に
は
、
従
来
か
ら
述
べ
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
、
現
在
を
表
す

い
い
き
り
断
定
表
現
の
場
合
に
人
称
制
限
を
も
つ

「
感
情
の
主
体
」
と
、
い
わ
ゆ
る

「
感
情
の
対
象
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
中
古
和
文
の
用
例
を
詳
し
く
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
他
に

も
、
そ
の
感
情
の
成
立
に
密
接
に
関
与
す
る
い
く
つ
か
の
成
分
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
以
下
、
『源
氏
物
語
』
『枕
草
子
』
な
ど

中
古
和
文
の
例
文
を
も
と
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
。



Ａ

【
中
納
言

（薫
）
は
】
、
穴
姫
君
ガ
）
独
り
臥
し
た
ま

へ
る
を
】
、
【
心
し
け
る
に
や
、
と
】
う
れ
し
く
て
、
心
と
き
め
き
し
た
ま
ふ
に
、

や
う
や
う
、
あ
ら
ざ
り
け
り
と
見
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∧
源
氏
　
あ
げ
ま
き
∨

例
文
は
、
薫
が
手
引
き
を
得
て
宇
治
の
姫
君
達
の
寝
所
に
忍
び
込
む
場
面
で
あ
る
が
、
今
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
形
容
詞

「
う
れ
し
」
を
中
心

に
、
そ
の
感
情
成
立
に
与
る
成
分
を
求
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
「
う
れ
し
」

が
表
現
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
に
必
要
な
、　
い
く
つ
か
の
要
素

が
現
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
、
「
う
れ
し
」
と
感
じ
る
感
情
の
主
体
は
、
「中
納
言
は
」
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、

「
独
り
臥
し
た
ま
へ
る
を
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
「
う
れ
し
」

と
い
う
感
情
を
誘
発
し
、　
あ
る
い
は
そ
の
契
機
と
な
る
事
態
を
示
し

て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
例
文
で
は
、
「
う
れ
し
」

に
着
目
す
れ
ば
、　
そ
の
感
情
の
主
体
を
表
現
す
る
句
と
感
情
を
誘
発
す
る
事
態
を
示

す
句
が
、
関
係
成
分
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、　
そ
れ
ら
の
関
係
成
分
は
、
「
う
れ
し
」
に
続
い
て

表
現
さ
れ
た
動
詞
述
語
句

「
心
と
き
め
き
し
た
ま
ふ
に
」
に
も
収
叙
す
る
要
素
で
あ
る
と
し
て
も
、
同
時
に
そ
れ
ら
の
成
分
が

「
う
れ
し
」
の

発
現
に
関
係
す
る
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
否
定
し
が
た
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。　
こ
こ
で
は
仮
に
、
「中
納
言
は
」

の
よ
う
な
部
分
を

（感
情

主
体
｝
、
「
独
り
臥
し
た
ま
へ
る
を
」
の
よ
う
な
部
分
を

（感
情
誘
発
句
）
と
呼
ん
で
お
く
。
こ
れ
ら
は
、
従
来
か
ら
感
情
主
体
と
感
情
の
対
象

と
し
て
考
察
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
感
情
誘
発
句
に
は
、
「
う
れ
し
き
御
声
か
な

（源
氏
物
語
　
あ
さ
が
ほ
と

「
う
れ
し
き

を
り

（同
　
た
け
川
と

「観
音
の
御
験
う
れ
し

（同
　
て
な
ら
ひ
と

な
ど
の
よ
う
に
、
体
言
の
形
式
を
と
る
場
合
や
、　
後
の
例
文
Ｎ
で
述
べ

る
よ
う
に
、
独
立
文
の
形
式
を
と
る
場
合
な
ど
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
を
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
感
情
誘
発
語
、
感
情
誘
発

文
と
呼
ん
で
、
感
情
誘
発
句
の
バ
リ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、
感
情
誘
発
句

（文

・
語
）
に
つ
い
て
は
、
次
例
Ｂ
の
よ
う
に
、
地
の
文
と
会
話
文
が
融
合
し
た
文
の
場
合
、
会
話
中
の
形
容
詞
に
後

続
す
る
感
情
誘
発
語

【
仰
せ
言
】
が
、
先
行
す
る
地
の
部
分
に
み
ら
れ
る

【
「
～
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
】
を
内
容
的
に
受
け
て
い
る
例
も
散
見

さ
れ
る
。

感
情
形
容
詞
述
語
の
関
係
成
分
に
つ
い
て
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九
二

Ｂ
源
氏

【
「
あ
や
し
き
こ
と
な
れ
ど
、
幼
き
御
後
見
に
思
す
べ
く
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
ん
や
。
２
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、
】
（僧
都
）
「
国
ｄ
列
劇

し
か
る
べ
き

【
仰
せ
言
】
な
る
を
―
」
と
す
く
よ
か
に
言
ひ
て
、
∧
源
氏
物
語
　
若
紫
∨

こ
こ
で
は
、
「
う
れ
し
」
の
関
係
要
素
を
求
め
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
上
、　
こ
の
よ
う
な
例
を
、
感
情
誘
発
句
と
感
情
誘
発
語
を
ふ
た
つ
な

が
ら
有
す
る
文
と
し
て
捉
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
（感
情
誘
発
句
）
の
形
式
は
多
様
で
あ
る
が
、
Ｂ
の
例

に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
条
件
句

∧
―
バ
∨
の
形
式
が
多
く
見
出
だ
さ
れ
る
。

２

｛感
情
内
容
句
）

こ
の
他
に
、
先
の
例
文
Ａ
で
は
、
「
心
し
け
る
に
や
、
と
」

の
よ
う
な
部
分
に
つ
い
て
も
そ
の
関
係
成
分
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
源
氏
物
語
中
に
用
い
ら
れ
た

「
う
れ
し
」
が
同
様
の
句
を
伴

っ
て
い
る
類
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
併
せ
て
、　
一
六

例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｃ
親

（明
石
入
道
）
た
ち
も
、
【
か
か
る
御
迎
へ
に
て
上
る
幸
ひ
は
、
年
ご
ろ
寝
て
も
覚
め
て
も
願
ひ
わ
た
り
し
心
ざ
し
の
か
な
ふ
と
】
、
い

日
列
劇
ｕ
引
測
日
、
あ
ひ
見
で
過
ぐ
さ
む
い
ぶ
せ
さ
の
、
た
へ
が
た
う
悲
し
け
れ
ば
、
∧
源
氏
物
語
　
松
風
∨

Ｄ
中
の
官
は
げ
に
い
と
さ
か
り
に
て
、
う
つ
く
し
げ
な
る
に
は
ひ
ま
さ
り
た
ま
へ
り
。
御
髪
な
ど
す
ま
し
つ
く
ろ
は
せ
て
見
た
て
ま
つ
り
た

ま
ふ
に
、　
世
の
も
の
思
ひ
忘
る
る
心
地
し
て
、　
め
で
た
け
れ
ば
、　
人
知
れ
ず
、
【
近
お
と
り
し
て
は
思
は
ず
や
あ
ら
む
と
】
、　
頼
も
し
く

う
れ
し
く
て
、
今
は
ま
た
見
譲
る
人
も
な
く
て
、
親
心
に
か
し
づ
き
た
て
て
見
き
こ
え
た
ま
ふ
。
　
　
∧
源
氏
物
語
　
あ
げ
ま
き
∨



Ｃ

・
Ｄ
の
【
】
部
分
は
い
ず
れ
も
、
感
情
形
容
詞

「
う
れ
し
」
に
対
し
て
、
∧
ウ
ン
シ
∨
と
感
じ
た
そ
の
未
分
化
な
感
情
の
内
容
に
つ
い
て
、

一
層
詳
し
く
分
析
的
に
説
明
す
る
句
と
な

っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
、
引
用
句

「
～
と
」
を
そ
の
基
本
形
式
と

し
て
お
り
、
そ
の
句
中
に
は
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て

「
心
し
け
る
に
や
」
の
よ
う
に
情
意
的
色
彩
の
濃
い
心
中
詞
の
表
現
が
み
ら
れ
る
場
合

が
多
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
成
分
を
仮
に

｛感
情
内
容
句
）
と
呼
ん
で
お
く
。
感
情
内
容
句
は
、
他
の
感
情
形
容
詞
述
語
文
に
も
散

見
さ
れ
る
が
、
主
に
情
態
的
意
味
で
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
に
は
現
れ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
感
情
内
容
句
は
、
感
情
形
容
詞
の
範
疇
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
比
較
的
、
感
情
形
容
詞
述
語
に
よ
る
終
止
文
が
多
く
み
ら
れ
る

『枕

草
子
』
か
ら
、
他
の
感
情
形
容
詞
の
類
例
を
二
、
三
挙
げ
て
お
く
。

Ｅ
に
く
き
も
の
　
～
き
し
め
く
車
に
の
り
て
あ
り
く
者
。
【
耳
も
き
か
ぬ
に
や
あ
ら
ん
と
】
い
と
に
く
し
。　
　
∧
枕
草
子
　
一
一八
段
∨

Ｆ
あ
さ
ま
し
と
わ
ら
ひ
さ
わ
ぎ
て
、　
几
帳
ひ
き
な
ほ
し
隠
る
れ
ば
、

い
と
く
ち
を
し
。

頭
の
弁
に
ぞ
お
は
し
け
る
、
【
教
え
奉
ら
じ
と
し
つ
る
も
の
を
と
】

∧
枕
草
子
　
四
九
段
∨

Ｇ

「
空
さ
む
み
花
に
ま
が
へ
て
ち
る
雪
に
」
と
、
わ
な
な
く
わ
な
な
く
書
き
て
と
ら
せ
て

【
い
か
に
思
ふ
ら
ん
と
】
わ
び
し
。

∧
枕
草
子
　
一
〇
六
段
∨

Ｈ

（斎
院

ハ
）
か
れ
に
た
て
ま
つ
り
て
お
は
し
ま
す
ら
む
も
め
で
た
く
、
け
だ
か
く
、
【
い
か
で
さ
る
下
衆
な
ど
の
近
く
さ
ぶ
ら
ふ
に
か
「

と
ぞ
】
対
ｄ
ｄ
ｕ
割
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∧
枕
草
子
　
一
〓
〓
一段
∨

感
情
形
容
詞
述
語
の
関
係
成
分
に
つ
い
て
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一
九
四

こ
の
よ
う
に
、
「
お
も
ふ
」
「
お
ぼ
ゆ
」
な
ど
の
動
詞
述
語
が
み
ら
れ
な
い
感
情
形
容
詞
の
終
止
法
に
よ
る
文
中
に
も
現
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
も
、
こ
の
要
素
は
、
十
分
に
感
情
形
容
詞
の
関
係
成
分
と
し
て
の
資
格
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

３
　
〔状
況
説
明
句
｝

ま
た
、
感
情
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
誘
発
事
態
が
あ
れ
ば
、　
必
ず
当
該
の
感
情
が
誘
発
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
「赤
い

靴
」
「
小
さ
な
か
ば
ち
ゃ
」
「
広
い
公
園
」
の
よ
う
な
、
色
彩
や
空
間
次
元
な
ど
を
表
す
形
容
詞
と
比
較
す
る
時
、
そ
の
属
性
の
主
体
と
な
る
そ

れ
ぞ
れ
の

「
靴
」
「
か
ば
ち
ゃ
」
「
公
園
」
な
ど
に
接
し
た
場
合
に

（存
在
を
認
識
し
た
場
合
に
）
、　
そ
れ
ら
の
色

。
お
お
き
さ

。
ひ
ろ
さ
な
ど

に
つ
い
て
述
べ
る
場
合
は
、
お
お
む
ね
変
る
こ
と
な
く

「
赤
い
」
「
小
さ
い
」
「
広
い
」
な
ど
の
表
現
が
半
ば
恒
常
的
に
誘
発
さ
れ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
感
情
形
容
詞
の
場
合
に
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば

「
客
が
来
た
」
と
い
う
誘
発
事

態
に
対
し
て
、
感
情
主
体
が

「
ち
ょ
う
ど
無
柳
を
か
こ
っ
て
い
た
」

場
合
に
は
、
「
う
れ
し
い
」

と
い
う
感
情
が
誘
発
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、

「仕
事
が
詰

っ
て
い
て
忙
し
い
」
場
合
に
は
、
「
わ
ず
ら
わ
し
い
」
な
ど
の
感
情
の
誘
発
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
「悲
し
く
て
や
り
切
れ
な
い

孤
独
を
感
じ
て
い
た
」
場
合
に
は
、
同
じ

「
う
れ
し
い
」
で
あ

っ
て
も
、
よ
り
強
く
そ
の
感
情
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

客
が
友
達
の
場
合
と
気
の
お
け
る
人
の
場
合
で
も
誘
発
さ
れ
る
感
情
は
異
な

っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
千
差
万
別
の
感
情
の
成
立
が
予
想

さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、　
感
情
形
容
詞
が
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、　
色
彩
形
容
詞
や
次
元
形
容
詞
な
ど
の
よ
う
な
、　
よ
り
客
観
性

・
恒
常
性

の
高
い
概
念
に
対
応
す
る
語
と
は
異
な
っ
て
、
主
観
性

・
流
動
性
が
高
く
な
り
、
そ
れ
だ
け
に
誘
発
事
態
が
成
立
す
る
に
あ
た

っ
て
前
提
的
に

用
意
さ
れ
た
、
場
面
を
限
定
す
る
要
素
を
必
要
と
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

Ｉ
う
れ
し
き
も
の
　
～
遠
き
所
は
さ
ら
な
り
、
【
お
な
じ
都
の
う
ち
な
が
ら
も
隔
た
り
て
、
身
に
や
む
ご
と
な
く
思
ふ
人
の
な
や
む

を
聞
き



て
、
い
か
に
い
か
に
と
、
お
ぼ
つ
か
な
き
こ
と
を
な
げ
く
に
】
、
【
お
こ
た
り
た
る
由
聞
く
も
】
、
い
と
う
れ
し
。

∧
枕
草
子
　
一
一七
六
段
∨

例
文
で
は
、
「
お
な
じ
都
の
う
ち
な
が
ら
も
隔
た
り
て
、
身
に
や
む
ご
と
な
く
思
ふ
人
の
な
や
む
を
聞
き
て
、　
い
か
に
い
か
に
と
、　
お
ぼ
つ
か

な
き
こ
と
を
な
げ
く
に
」
に
よ

っ
て
前
提
的
な
状
況
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
状
況
下
で

「
お
こ
た
り
た
る
由
聞
く
も
」
と
い
う

感
情
の
誘
発
事
態
に
接
し
て
、
「
い
と
ヶ
れ
し
」

と
い
う
感
情
が
発
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
部
分
は
、

構
文
上
、
直
接
感
情

形
容
詞
と
係
り
受
け
関
係
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
感
情
誘
発
句
を
介
し
て
形
容
詞
と
間
接
的
に
関
係
を
結
ぶ
文
相
当
の
要
素

で
あ
る
の
で
、

「
成
分
」
と
し
て
捉
え
な
い
こ
と
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
の
前
提
状
況
が
誘
発
さ
れ
る
感
情
の
あ
り
方
を
左
右
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ

こ
で
は

「関
係
要
素
」
と
い
う
程
度
の
意
味
に
お
い
て
、
「成
分
」
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。

Ｊ
人
間
か
ぬ
間
に

（小
君
フ
）
呼
び
寄
せ
た
ま
ひ
て
、
（薫
）
「
あ
こ
が
亡
せ
に
し
い
も
う
と
の
顔
は
お
ぼ
ゆ
や
。
今
は
世
に
亡
き
人
と
思
ひ

は
て
に
し
を
、
い
と
た
し
か
に
こ
そ
も
の
し
た
ま
ふ
な
れ
。～
」
と
、
ま
だ
き
に
い
と
口
固
め
た
ま
ふ
を
、
【
幼
き
心
地
に
も
、】
【
は
ら
か

ら
は
多
か
れ
ど
、
こ
の
君

（姉
）
の
容
貌
を
ば
似
る
も
の
な
し
と
思
ひ
し
み
た
り
し
に
、
亡
せ
た
ま
ひ
に
け
り
と
聞
き
て
、
い
と
悲
し
と

思
ひ
わ
た
る
に
】
、
只
薫
ガ
）
か
く
の
た
ま
へ
ば
】
、
う
れ
し
き
に
も
涙
の
落
つ
る
を
、
恥
づ
か
し
と
思
ひ
て
、
「を
、
を
」
と
荒
ら
か
に
聞

こ
え
ゐ
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∧
源
氏
物
語
　
夢
の
う
き
橋
∨

例
文
は
、
薫
が
小
君
を
浮
舟

へ
の
使
者
と
し
て
遺
わ
す
場
面
で
あ
る
。
小
君
が

「
う
れ
し
」

と
い
う
感
情
を
抱
く
の
は
、
「
姉
が
亡
く
な

っ
た

と
聞
い
て
、
ひ
ど
く
悲
し
い
と
思
い
続
け
て
い
た
」
と
い
う
前
提
的
に
用
意
さ
れ
た
状
況
下
で
、
薫
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
そ
の
生
存
の
情
報
に

よ
り
誘
発
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
嬉
し
さ
も
ひ
と
し
お
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に

「
は
ら
か
ら
は
多
か
れ
ど
、
こ
の
君
の

感
情
形
容
詞
述
語
の
関
係
成
分
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五



一
九
六

容
貌
を
ば
似
る
も
の
な
し
と
思
ひ
し
み
た
り
し
に
亡
せ
に
け
り
と
聞
き
て
、
い
と
悲
し
と
思
ひ
わ
た
る
に
」
の
よ
う
な
感
情
が
誘
発
さ
れ
る
た

め
の
前
提
状
況
を
説
明
す
る
部
分
を
、
こ
こ
で
は

（状
況
説
明
句
）
と
呼
ん
で
お
く
。
以
下
、
先
に
述
べ
た
例
と
同
様
に
、
分
析
す
る
と

「
か

く
の
た
ま
へ
ば
」
が
感
情
誘
発
句
に
な
り
、
「
か
く
」
は
、
内
容
的
に

「
今
は
世
に
亡
き
人
と
思
ひ
は
て
に
し
を
、
い
と
た
し
か
に
こ
そ
も
の

し
た
ま
ふ
な
れ
。」
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
の

｛状
況
説
明
句
）
は
、
そ
の
内
部
構
造
に
目
を
向
け
る
と
感
情
形
容
詞

「悲
し
」
を
中
心
と
し
て
、
さ
ら
に
同
様
の
分
析
が
可

能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「悲
し
」
は
、
「
は
ら
か
ら
は
多
か
れ
ど
、
こ
の
君
の
容
貌
を
ば
似
る
も
の
な
し
と
思
ひ
し
み
た
り
し
に
」
を

｛状
況

説
明
句
）
と
し
て
そ
の
状
況
下
に
お
い
て
感
情
誘
発
句

「
亡
せ
た
ま
ひ
に
け
り
と
聞
き
て
」
が
発
現
さ
れ
、
そ
の
結
果

「
い
と
悲
し
と
思
ひ
わ

た
る
」
と
い
う
感
情
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
例
文
は
、
次
の
よ
う
に
二
重
の
文
構
造
に
分
析
さ
れ
る
。

状
況
説
明
句

（
（状
況
説
明
句
）
＋
（感
情
誘
発
句
）
＝
感
情
形
容
詞
｝
十
〔感
情
誘
発
句
｝
＝
｛感
情
形
容
詞
）

状
況
説
明
句
の
形
式
は
多
様
で
あ
る
が
、
基
本
的
な
も
の
と
し
て
は
例
文
Ｉ

。
Ｊ
の
よ
う
な
∧
―

二
∨
形
式
の
他
に
、
∧
―
ヲ
∨
の
形
式
も

多
く
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

Ｈ

（花
散
里
）
「
つ
き
づ
ま
し
く
う
し
ろ
む
人

（夕
霧
）
な
ど
も
、
事
多
か
ら
で
、
つ
れ
づ
れ
に
は
べ
る
を
】
（後
見
ヲ
頼

マ
ン
ル
コ
ト
ハ
）

列
測
ｕ
力、―
引
Ｎ
剖
こ―
川
口
潤
目
」
と
の
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∧
源
氏
物
語
　
玉
か
づ
ら
∨

４
　
｛―
心
地
二
（モ
こ

こ
の
他
、
さ
ら
に
、
検
討
を
進
め
る
と
、
例
文
Ｊ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

「
幼
き
心
地
に
も
」
と
同
様
の
要
素
が
感
情
形
容
詞

「
う
れ
し
」
と



共
起
す
る
例
文
を
い
く
つ
か
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

Ｋ
さ
て
、
五
六
日
あ
り
て
こ
の
子
率
て
参
れ
り
。
こ
ま
や
か
に
を
か
し
と
は
な
け
れ
ど
、
な
ま
め
き
た
る
さ
ま
し
て
あ
て
人
と
見
え
た
り
。

召
し
入
れ
て
、
い
と
な
つ
か
し
く
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。
【
童
心
地
に
】
い
と
め
で
た
く
う
れ
し
と
思
ふ
。

∧
源
氏
物
語
　
は
ヽ
き
木
∨

Ｌ
斎
宮
は
、
【
若
き
御
心
地
に
】
、
不
定
な
り
つ
る
御
出
立
の
い
か
く
定
ま
り
ゆ
く
を
、
う
れ
し
と
の
み
思
し
た
り
。

∧
源
氏
物
語
　
さ
か
木
∨

Ｍ
こ
の
御
方

（浮
舟
）
も
、
【
い
と
心
細
く
な
ら
は
ぬ
心
地
に
】
（母
中
将
ノ
君
卜
）
た
ち
離
れ
ん
を
思

へ
ど
、
い
ま
め
か
し
く
を
か
し
く
見

ゆ
る
あ
た
り
、に
、
し
ば
し
も
見
馴
れ
た
て
ま
つ
ら
む
と
思
へ
ば
、
さ
す
が
に
う
れ
し
く
も
お
ぼ
え
け
り
。∧

源
氏
物
語
　
あ
づ
ま
屋
∨

形
容
詞

「
う
れ
し
」
を
含
む
文
中
に
共
起
す
る
こ
の
よ
う
な
要
素
は
、
コ
里
心
地
に
」
「
若
き
御
心
地
に
」
「
い
と
心
細
く
な
ら
は
ぬ
心
地
に
」

な
ど
、
「
～
心
地
二

（
モ
ご

と
い
う
表
現
形
式
を
そ
の
典
型
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
Ｌ

ｏ
Ｍ
が
、
感
情
主
体

「
斎
官
は
」
Ｆ
」
の
御
方
も
」
を

明
示
し
た
う
え
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
感
情
主
体
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
存
在
意
義
を
認
め
る
べ
き

で
は
な

い
。
む
し

ろ
、
｛感
情
主
体
）
成
分
に
お
い
て
説
明
し
得
な
い
主
体
の
お
か
れ
た
立
場
や
精
神
状
態
を
表
現
し
、
「
～
の
立
場
に
あ
る
／
～
の
精
神
状
態
に

あ
る
」
と
い
う
主
体
の
属
性
を
表
現
す
る
要
素
と
な

っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
要
素
に
つ
い
て
、

｛状
況
説

明
句
｝
の
場
合
と
同
様
に

「関
係
要
素
」
と
い
う
意
味
で

「
成
分
」
と
呼
ん
で
お
く
。
源
氏
物
語
の

「
う
れ
し
」
で
は
、
上
記
の
も
の
も
含
め

感
情
形
容
詞
述
語
の
関
係
成
分
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七



一
九
八

て
、　
一
〇
例
が
こ
の
要
素
を
有
す
る
用
例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
感
情
形
容
詞

「
う
れ
し
」
に
は
、
（感
情
主
体
｝

｛感
情
誘
発
句
｝
｛感
情
内
容
句
）
｛状
況
説
明
句
〕

｛―
心
地

二

（
モ
）
）
な
ど
の

関
係
要
素
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、　
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
、
必
ず
し
も

「
う
れ
し
」
を
含
む
文
中
に
す
べ
て
現
れ
る

と
は
限
ら
な
い
。
文
章
中
に
溶
解
し
、
表
現
上
特
定
し
が
た
い
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
次
例
の
よ
う
に
、
前
後
の
文
中
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
少
な
く
な
い
。

Ｎ

【
九
月
十
日
の
は
ど
な
れ
ば
、
野
山
の
け
し
き
も
思
ひ
や
ら
る
る
に
、
時
雨
め
き
て
か
き
く
ら
し
、
空
の
む
ら
雲
お
そ

ろ
し
げ
な
る
夕

暮
、
宮

（匂
官
）
い
と
ど
静
心
な
く
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
い
か
に
せ
む
と
、
御
心
ひ
と
つ
を
出

で
た
ち
か
ね
た
ま
ふ
。】
【
（薫

ハ
）
を

り
推
し
は
か
り
て
参
り
た
ま
へ
り
。
「
ふ
る
の
山
里
い
か
な
ら
む
」
と
、
お
ど
ろ
か
し
き
こ
え
た
ま
ふ
ピ

い
と
う
れ
し
と
思
し
て
、
も

ろ
と
も
に
誘
ひ
た
ま
へ
ば
、
例
の
、
ひ
と
つ
御
車
に
て
お
は
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∧
源
氏
物
語
　
あ
げ
ま
き
∨

匂
官
が
、
宇
治
を
訪
れ
る
こ
と
を
決
心
し
か
ね
て
い
る
と
い
う
状
況
説
明
が
あ
り
、
そ
こ
に
薫
が
折
よ
く
や

っ
て
き
て
宇
治
訪
間
を
誘
う
、
と

い
う
誘
発
事
態
が
生
起
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て

「
い
と
う
れ
し
」
と
い
う
感
情
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は

（状
況
説

明
句
）
｛感
情
誘
発
句
）
の
い
ず
れ
も
が

「
う
れ
し
」
を
含
む
文
に
先
行
す
る
文
中
に
現
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
｛感
情
誘
発
句
｝
は
二
つ
の
文

に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

「
う
れ
し
」
を
含
む
文
中
に
、
こ
れ
ら
の
関
係
成
分
が
み
ら
れ
ず
、
先
行

（稀

に
後
行
）
す
る
文
章
中
に
そ
れ
ら
の
成
分
が
現
れ
る
場
合
も
多
い
。

こ
の
他
に
も
、
関
係
成
分
と
し
て
考
察
す
べ
き
も
の
や
、
｛状
況
説
明
句
）
の
よ
う
に
、　
そ
の
範
囲
が
広
く
、　
限
定
に
困
難
が
っ
き
ま
と
う

も
の
、
ま
た
、
個
々
の
例
に
つ
い
て
は
、
関
係
成
分
と
し
て
の
資
格
が
曖
味
な
も
の
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
適
宜
よ
り
典
型

的
な
例
に
立
ち
返

っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。



Ⅲ
　
感
情
形
容
詞

「
う
れ
し
」

の
各
成
分
の
出
現
状
況

こ
こ
で
は
、
上
述
の
よ
う
な
分
析
方
法
を
も
と
に
、
平
安
和
文
に
み
ら
れ
る
感
情
形
容
詞

「
う
れ
し
」
の
関
係
成
分
の
出
現
状
況
に
つ
い
て

若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。
扱
う
用
例
は
、
『源
氏
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
全
集

一
―
六
）
に
み
ら
れ
る

「
う
れ
し
」
全
用
例

（二

一
三
例
）

で
あ
る
。

先
に
み
た
よ
う
な
分
析
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』

に
み
ら
れ
る

「
う
れ
し
」

の
関
係
成
分
を
抽
出
し
、
そ
の
出
現
状
況
を
調
査

し
た
も
の
が
表
１
１
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
∧
～
う
れ
し
と
＋
思
ふ
∨
な
ど
、
格
助
詞

「
と
」
に
よ

っ
て
引
用
を
受
け
る
例
は

「
う
れ

し
」
が
心
中
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
、
∧
う
れ
し
く

（う
）
＋
思
ふ
∨
な
ど
連
用
法
に
よ
る
構
文
の
場
合
は
、
微
妙
で
は
あ
る
が

地
の
文
の
例
と
し
て
判
断
し
た
。
（表
１
１
参
照
）

こ
こ
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
｛感
情
誘
発
句
｝
は
、
他
の
成
分
よ
り
も
卓
越
し
て
文
中
に
表
現
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
「
う
れ
し
」
に

と

っ
て
は
、
非
常
に
重
要
な
成
分
で
あ
る
と
い
え
る
。
続
い
て
、
（状
況
説
明
句
）
、
（感
情
主
体
）
が
多
く
表
現
さ
れ
て
お
り
、
〔感
情
内
容

句
）
と

｛―
心
地

二
（
モ
と

の
出
現
頻
度
は
そ
れ
は
ど
高
く
な
い
。

次
に
会
話

。
心
中
詞

。
地
な
ど
の
各
文
体
上
に

「
う
れ
し
」
が
現
れ
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
関
係
成
分
を
文
中
に
伴
う
か
と
い
う
観
点
か

ら
、
各
成
分
の
出
現
状
況
に
つ
い
て
目
を
向
け
る
と
狭
い
範
囲
の
調
査
で
は
あ
る
が
、
幾
つ
か
の
言
及
す
べ
き
点
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。

表
１
１
の
問
題
と
な
る
点
が
理
解
さ
れ
や
す
く
な
る
よ
う
に
各
成
分
の
出
現
状
況
を
会
話

。
心
中
詞

・
地

（消
息

・
和
歌
に
つ
い
て
は
用
例
が

僅
少
で
あ
る
の
で
扱
わ
な
い
）
の
別
に
簡
単
な
表
を
作
成
し
た
も
の
が
表
１
２
で
あ
る
。
（表
１
２
参
照
）

こ
こ
で
は
、
表
１
１
右
端
の
各
関

係
成
分
毎
に
調
査
し
た
文
体
別
使
用
度
数
を
各
文
体
別
の
総
使
用
度
数

（会
話
７０

．
心
中
詞
４６

・
地
９０
）
で
除
し
た
数
値
が
５０
％
以
上
の
も
の

◎
、

４９
％
―
・５
％
〇
、

・４
％
２
５
％
△
、
５
％
未
満
ｘ
と
し
て
表
示
し
た
。

感
情
形
容
詞
述
語
の
関
係
成
分
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九



計 1

状 況 説 明 句

感 情 内 容 句 116
・６

一
０

一
１

二
〇
〇

（感
情
誘
発
句
）
に
つ
い
て
は
、
「
う
れ
し
」
が
会
話

。
心
中
詞

・
地
の
い
ず
れ
の
文
脈
に
現
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
高
い
確
率
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
成
分
は
、
「
う
れ
し
」
が
出
現
す
る
文
体
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
基
本
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
若
干
、
出
現
率
は
落
ち
る
も
の
の
、
｛状
況
説
明
句
）
に
つ
い
て
も
、　
同
様
に
各
々
の
文
体
間
で
は
、　
大
差
は
み
ら
れ
な

い
よ
う
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が
、
｛感
情
主
体
）
（感
情
内
容
句
〕
（―
心
地

二
（
モ
と

に
つ
い
て
は
、
「
う
れ
し
」
が
地
の
文
に
現
れ
た
場
合
に
は
あ

る
程
度
の
分
布
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
心
中
詞
で
は
、
｛感
情
内
容
句
）
（―
心
地

二
（
モ
と

が
現
れ
に
く
く
、
会
話
文
で
は

（感
情
主
体
｝

一 心 地  二 (モ )

総使用度数 213

会話 70  消息 5

和歌 2

和 歌

数値は使用度数

心中詞 46  地 90

感 情 誘 発

文

謳
”

会 話

消 息 0

心中詞 7

地

和  歌 0

会 話

消 息 3

↑、中詞

地

和  歌 2

会 話 21

消 息

心中詞 4

地

和 歌 0

会 話

消 息 1

心中詞 7

地

和 歌 0

感 情 主 体

会 話 2

消 息 0

心中詞

地

和  歌 0

会 話 0

0

心中詞 0

地

和 歌

会 話

0

2

地 7

0



も
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
と
い
う
傾
向
を
指
摘
し
う
る
。
こ
の
よ
う
な
各
関
係
成
分
の
出
現
頻
度
が
、
必
ず
し
も
各
文
体
の
構
文
上
の
重
要
度
に

対
応
す
る
と
は
言
い
難
い
が
、
お
お
む
ね
感
情
主
体
以
下
の
成
分
に
つ
い
て
は
各
文
体
に
よ
っ
て
必
要
度
が
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
う
れ
し
」

の
出
現
箇
所
が
会
話
↓
心
中
詞
↓
地

へ
と
推
移
す
る
に
伴
っ
て
、
多
く
の
関
係
成
分
が
文
中
に
明
示
さ
れ
る
傾
向
は
強

く
な
っ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
構
造
の
あ
り
か
た
を
、
こ
こ
か
ら
あ
る
程
度
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
そ

う
で
あ
る
。

ま
た
、
各
成
分
の
配
列
順
序
は
、
実
際
に
は
か
な
り
自
由
で
あ
り
膠
着
語
で
あ
る
日
本
語
の
場
合
、
決
定
的
な
構
文
情
報
と
は
な
ら
な
い
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
扱

っ
た

『
源
氏
物
語
』
の

「
う
れ
し
」
を
含
む
文

の
場
合
に
は
、
会
話

・
心
中
詞

・
地
な
ど
文
脈
の
相
違
に
応
じ
て
若
干
の
異
な

り
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
あ
る
程
度
の
配
列
規
則
が
考

え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

（感
情
主
体
｝
＋
｛―
心
地

二
（
モ
と
十
｛状
況
説
明
句
｝
＋
（感
情
誘
発
句
｝
＋

｛感
情
内
容
句
〕
＝
（う
れ
し
＋
（思
考
動
詞
類
こ

こ
の
う
ち
、
｛感
情
内
容
句
）
は
、　
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、　
地
の
文
に

の
み
現
れ
て
お
り
、

〔感
情
主
体
〕
は

（感
情
誘
発
句
）
と
形
容
詞
と
の
間
に

現
れ
る
こ
と
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
例
文
Ｌ

・
Ｍ
な
ど
は
、　
一
部

の
要
素
を
欠
く
も
の
の
、
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
文
型
の
例
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

感
情
形
容
詞
述
語
の
関
係
成
分
に
つ
い
て

二
〇

一

※感情誘発文・語については省略

※消息・和歌については省略

表-2

感 情 誘 発 句

状 況 説 明 句

感 情 内 容 句

一 心 地 二 (モ )

会話 r、 山 嘉 地

◎ ◎ ◎

○ ○ ○

感  情  主  体 × ○ ○

× X ○

× X △



二
〇
二

お
わ
り
に

お
そ
ら
く

「
う
れ
し
」
は
、
古
代
感
情
形
容
詞
の
プ

ロ
ト
タ
イ
プ
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
最
も
近
い
語
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
こ
の
語
は
、
感
情
形
容
詞
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
か
り
を
秘
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
そ
の
文
構
造
に
つ
い
て
は
、
未
だ
明
ら
か
で
は
な
く
、
論
考
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
狭
い
範
囲
の

例
に
と
ら
わ
れ
て
、
各
々
の
成
分
の
概
念
説
明
に
終
始
し
た
が
、
今
後
は
、
他
の
感
情
形
容
詞
述
語
文
と
の
比
較
を
加
え
て
、
よ
り
深
い
分
析

を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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