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「
か
ら
」
と

「
の
で
」
の
構
文
的
機
能
の
相
異
に
つ
い
て

重

見

一

「
接
続
助
詞
」
と
は

現
代
語
の

「
か
ら
」
と

「
の
で
」
は
、
普
通
共
に
接
続
助
詞
と
し
て
議
論
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
接
続
助
詞
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
ま
た
格
助
詞
と
ど

う
異
な
る
の
か
を
、
自
分
な
り
に
確
認
し
て
お
か
な
い
と
、
こ
の
二
つ
の
語
の

本
当
の
相
異
は
見
え
て
こ
な
い
事
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
接
続

助
詞
に
対
す
る
筆
者
の
従
来
の
理
解

（重
見
ａ
第
二
章
第
四
節
等
）
を
示
す
事

か
ら
論
を
始
め
よ
う
と
思
う
。

Ｔ
判
口
孝
雄
独
一
、
接
続
助
詞
を

「句
と
句
と
を
結
び
合
す
る
も
の
」
と
言

っ

た

（
山
田
４０４
ｐ
）
ｏ
山
田
氏
の
言
う

「句
」
と
は
、
そ
れ
が
単
独
で
実
用

さ

れ

れ
ば
、
「文
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る

（今
は
述
体
句
の
場
合
の
み
を
考

え

る
）
。し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
山
田
氏
の
定
義
に
は
多
少
補
足
す
べ
き
事

が
あ

る

（
以
下
、
所
謂

「順
接
」
の
場
合
の
み
を
問
題
と
す
る
）
。

本
論
と
し
て
問
題
に
す
べ
き
事
の
一
つ
は
、
所
謂
仮
定
条
件
接
続
と
確
定
条

件
接
続
の
相
異
で
あ
る
。

山
田
氏
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
接
続
助
詞
の
資
格
の
問
題
と
し
て
は
深
く
議

論
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
接
続
」
の
意
義
を
考
え
る
点
か
ら
は
重
要

で
あ

２つ
。

行

筆
者
は
、
確
定
条
件
の
場
合
こ
そ
、
真
に

「接
続
」
の
関
係
で
あ
り
、
こ
の

場
合
こ
そ
、
助
詞
は
真
の
接
続
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
と
考
え
る
。
と
言
う
の

は
、
こ
の
確
定
条
件
接
続
の
場
合
の
上
接
文
言
の
述
語
こ
そ
、
真
に

「文
」
の

述
語
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
仮
定
条

件
接
続
の
述
語
は
、
真
の
述
語
と
は
言
い
難
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
真
の
述
語
と
は
ど
う
い
う
事
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
は
、
ま
ず
述
語
の
、
文

（
句
）
に
は
た
す
役
割
の
理
解
か
ら
述
べ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
述
語
は
文
末
に
あ

っ
て
、
そ
の

文
全
体
の
情
報
内
容
の
、
こ
の
世
界
で
の
存
在
の
時
間
的
空
間
的
あ
り
方
を
限

定
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
点
は
す
で
に
幾
度
か
論
じ
て
来
た
事
で
あ
る
が

（重
見
ａ
第

一
章
第
二
節
等
）、　
一
応
要
約
し
よ
う
。

ま
ず
、
情
報
の
時
間
的
空
間
的
あ
り
方
を
限
定
す
る
と
は
ど
う
い
う
事
か
と

言
う
と
、
例
え
ば
、

①
き
れ
い
な
花
が
咲
い
た
。

と
言
う
時
、
こ
れ
は

「き
れ
い
な
花
」
の

「咲
い
た
」
と
い
う
あ
り
方
で
の
、

こ
の
世
界
の
存
在
を
表
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
基
本

的
に
述
語
と
な
る
動
詞

（
形
容
詞
等
に
関
す
る
理
解
は
重
見
ｂ
第
二
章
参
照
）

は
、
物
事
の
こ
の
世
界
で
の
存
在
の
あ
り
方
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、

「咲
い
た
」
と

「散

っ
た
」
を
比
較
し
て
み
る
と
、
「
咲
く
」
と
い
う
時
空

の



占
め
方
と
、
「
散
る
」
と
い
う
時
空
の
占
め
方
は
異
る
。
し
か
し
、
あ
る
事
物

の
こ
の
世
界
で
の

「時
間
的
空
間
的
存
在
を
指
定
す
る
」
機
能
そ
の
も
の
は
共

通
し
て
い
る
。
山
田
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
者
を
各
の
述
語
の

「属
性
」

の
相
異
と
考
え
、
後
者
を
各
の
述
語
の

「陳
述
」
の
共
通
と
し
て
理
解

し
た

（
山
田
６７８
ｐ
）
０

お
よ
そ
右
の
よ
う
な
理
解
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
述
語
は
あ
る
情
報
内
容
の

こ
の
世
界
で
の
時
空
的
定
位
を
行
う
も
の
だ
、
と
言

っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
接
続
助
詞
の
問
題
に
直
接
す
る
述
語
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
例

え
ば
、②

ａ
昨
日
学
校
に
行

っ
た
。

ｂ
昨
日
学
校
に
行

っ
た
気
配
は
な
い
。

の
右
の
二
つ
の

「行

っ
た
」
と
い
う
表
現
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ａ
は

「昨
日

学
校
に
行

っ
た
」
と
い
う
情
報
が
事
実
こ
の
世
界
に
存
在
し
た
、
と
い
う
事
を

表
現
し
て
い
て
、
全
体
の
情
報
内
容
の
、
こ
の
世
界
の
現
実
の
存
在
を
確
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
述
語
を
持
つ
情
報
を
筆
者
は
「存
在
の
情
報
」

と
名
付
け
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ｂ
の

「行

っ
た
」
は
、
こ
の
後
に

「気
配
は

な
い
」
と
い
う
叙
述
が
あ
る
よ
う
に
、
「
事
実
」
と
し
て
行

っ
た
か
ど
う
か
、
つ

ま
り

「昨
日
学
校
に
行

っ
た
」
が
存
在
の
情
報
と
し
て
は
確
定
さ
れ
て
い
な
い

表
現
だ
、
と
い
う
事
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
表
現
は
、
「
昨
日
学
校

に

行

っ
た
」
事
自
体
は
存
在
の
情
報
で
あ
る
と
も
な
い
と
も
言

っ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
発
話
中
の
一
つ
の
話
柄
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
表
現
だ
、

と
い
う
事
に
な
る
。
例
え
ば
、

③
昨
日
学
校
に
行

っ
た
事
が
判
明
し
た
。

の
よ
う
な
場
合
は
、
下
に
続
く
叙
述
に
よ
っ
て
、
表
現
と
し
て
で
は
な
く
、
表

現
内
容
全
体
の
中
で
結
果
と
し
て
存
在
の
情
報
で
あ
り
得
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
単
に
発
話
中
の
一
つ
の
成
分
情
報
で
し
か
な
い
よ

う
な
も
の
を
筆
者
は

「事
柄
の
情
報
」
と
名
付
け
た
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
、
筆
者
は
、
真
の
述
語
と
は
そ
の
述
語
で
括
ら
れ
た

情
報
の
ま
と
ま
り
が

「存
在
の
情
報
」
で
あ
る
事
を
表
現
し
て
い
る
場
合
だ
、

と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
述
語
に
対
す
る
観
点
か
ら
、
所
謂
接
続
助
詞
で
結
合
さ

れ
た
上
下
接
文
言
の
情
報
の
性
格
を
、
確
定
条
件
と
仮
定
条
件
に
お
い
て
考
え

て
み
よ
う
。

Ｏ
ａ
昨
日
学
校
に
行

っ
た
な
ら
彼
に
会
え
た
ろ
う
。

ｂ
昨
日
学
校
に
行

っ
た
の
で
彼
に
会
え
た
ろ
う
。

右
の
ａ
の

「行

っ
た
」
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は

「行

っ
た
と
し
た
ら
」

と
い
う
仮
定
で
あ
る
か
ら
、
事
実
行

っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り

「存

在
の
情
報
」
で
は
な
い
。
こ
の
上
接
の
情
報
は
、
い
わ
ば
下
接
の
情
報
が
存
在

の
情
報
で
あ
り
得
る
た
め
の
、
前
提
条
件
の
情
報
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

表
現
の
外
形
は
述
語
を
も

っ
た

一
つ
の
独
立
し
た
情
報
で
あ
る
が
、
実
質
的
に

は

「事
柄
の
情
報
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ｂ
の

「
行

っ
た
」
と
い
う
述

語
に
括
ら
れ
た
情
報
は
、　
こ
の
世
界
の
事
実
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
の
、
「
存

在
の
情
報
」
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
山
田
氏
の
言
う

「
句
」
が
真
に

「文
」
の
資
格

を
有
す
る
場
合
は
、
そ
の
述
語
に
よ
っ
て
存
在
の
情
報
を
表
現
し
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
従

っ
て
、
真
に

「句
と
句
と
を
結
び
合
す
る
」
場
合
は
、
確
定
条
件

接
続
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
上
下
接
情
報
を

二
つ
の
別
々
の

「文
」
と
し
て
独
立
さ
せ
て
表
現
し
て
も
、
実
質
的
な
表
現
意

義
に
は
ぼ
変
り
が
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
、

０
メ
昨
日
学
校
に
行

っ
た
。
彼
に
会
え
た
ろ
う
。



こ
の
よ
う
な
確
定
条
件
接
続
に
よ
る
情
報
伝
達
の
仕
方
は
、
ま
ず

一
つ
の
存

在
の
情
報
を
伝
え
、
次
に
時
間
を
お
い
て
別
の
存
在
の
情
報
を
送
る
、
と
い
う

表
現
の
仕
方
で
あ
り
、
∩
∪
↓
∩
∪
の
よ
う
に
図
示
し
得
る
表
現
関
係
と
言
え

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
仮
定
条
件
接
続
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
も
し
二
つ
の
文

と
し
て
独
立
さ
せ
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
先
の
Ｏ
ｂ
と
同
じ
に
な

っ
て
、
元
の

仮
定
条
件
接
続
と
し
て
の
文
意
に
反
す
る
事
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
先
述
の

よ
う
に
、
実
質
的
に
は
上
下
接
文
言

一
体
で
、　
一
つ
の
存
在
の
情
報
と
し
て
の

価
値
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

一∩
∪
↓
ヱ

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「
仮
定
」
と

「確
定
」
は
上
接
情
報
の
内
容
的
相
異
で
あ

っ
て
、
接

続
助
詞
の
基
本
的
な

「接
続
」
意
義
そ
の
も
の
は
変
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

一
一

「
修
飾
」
と

「
接
続
」

さ
て
、
山
田
氏
の
定
義
で
問
題
に
な
る
二
つ
め
は
、
古
語
の
場
合
の
、
所
謂

狭
義
係
助
詞
が
接
続
助
詞
に
下
接
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

③
な
か
な
か
思
ひ
出
づ
る
に
つ
け
て
う
た
て
侍
れ
は
こ‐
召
え
聞
え
出
で
ね
。

（岩
波
古
典
大
系
源
氏
五
４０８
ｐ
）

ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
係
助
詞
の
下
接
し
て
い
な
い
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。

的
な
か
な
か
思
ひ
出
づ
る
に
つ
け
て
う
た
て
侍
れ
ば
え
聞
え
出
で
ず
。

こ
れ
は

「
か
え
っ
て
思
い
出
す
に
つ
け
て
い
や
に
な
り
ま
す
の
で
、
過
去
を

申
し
あ
げ
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
れ
は
確
定
条
件
接

続
で
あ
る
か
ら
、
上
下
接
文
言
を
二
つ
の
別
々
の
文
と
し
て
独
立
さ
せ
て
表
現

し
て
も
、
基
本
的
に
は
意
味
が
変
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

的
な
か
な
か
思
ひ
出
づ
る
に
つ
け
て
う
た
て
侍
り
。
（
さ
れ
ば
）
え

聞

え

出
で
ず
。

従

っ
て
、
上
下
接
文
言
の
情
報
は
共
に
存
在
の
情
報
と
し
て
、
∩
∪
↓
∩
∪

の
よ
う
な
、
時
間
的
前
後
を
も

っ
た
別
々
の
情
報
の
伝
達
と
い
う
表
現
と
な

っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
⑤
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
場
合
の
上
下
接
文
言
の
情
報
内

容
の
関
係
は
、
０
の
よ
う
に
二
文
に
分
け
て
表
現
し
た
の
で
は
異
な
る
事
に
な

る
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
場
合
、
源
氏
物
語
中
の
浮
舟
の
発
言
と
し
て

は
、
次
の
よ
う
な
文
脈
上
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
は
、
身
投

げ
し
た
浮
舟
が
僧
都
に
救
わ
れ
た
後
の
、
僧
都
の
妹
尼
の
質
問
に
対
す
る
応
答

で
あ
り
、
尼
が

「
さ
り
と
も
思
し
出
づ
る
事
は
多
か
ら
む
を
、
尽
き
せ
ず
隔
て

給
ふ
こ
そ
心
憂
け
れ
～
」
、
つ
ま
り

「色
々
思
い
出
さ
れ
る
事
は
多
か
ろ
う
に
、

ど
こ
ま
で
も
お
隠
し
に
な
る
の
は
残
念
で
す
」
と
迫
る
に
対
し
て
の
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
「
ば
」
の
下
接
文
言

「
え
聞
え
出
で
ね
」
と
言
う
の
は
、

こ
れ
か
ら
話
す
事
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
拒
否
し
た
の
は
す
で
に
過

去
の
事
で
、
尼
は
、
そ
の
す
で
に
確
定
し
た

「拒
否
」
の
事
実
を
詰
間
の
根
拠

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
⑤
の
浮
舟
の
応
答
も
、
そ
の
下
接
文
言
は

旧
情
報
で
、
独
立
し
た

「文
」
と
し
て
の
発
話
意
義
を
失

っ
て
い
る
事
を
承
知

で
、
上
接
文
言
に
そ
の
旧
情
報
の
事
実
の

「理
由
」
を
新
情
報
と
し
て
伝
え
る

た
め
に
、
い
わ
ば
上
接
文
言
の
発
話
意
義
の

「根
拠
」
と
し
て
付
加
し
た
に
す

ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
⑤
の
上
下
接
文
言
の
関
係
は
、
下
接

文
言
の
旧
情
報
と
し
て
の
結
果
内
容
を
、
上
接
文
言
の
理
由
提
示
の
新
情
報
内

容
で
限
定
し
補
足
す
る
事
に
よ
っ
て
、
「
因
果
命
題
」
と
い
う
、
全
体
と

し
て

の
一
つ
の
発
話
意
義
を
生
じ
て
い
る
関
係
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
上
下
接
文
言
の
関
係
は
、
同
に
お
け
る
よ
う
な
、
真
の
「
接
続
」

関
係
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
先
の
仮
定
条
件
接
続
と
も
異
な
り
、
上
下
接
文

の
よ
う
に
図
示
出
来
る



言
の
関
係
は
、
上
接
文
言
が
下
接
文
言
の
内
容
を

「限
定

・
補
足
」
す
る
が
故

に
、
全
体
と
し
て
の
情
報
価
値
を
生
ず
る
事
に
な
る
点
で
、
例
え
ば
、

③
昨
日
学
校
に
行

っ
た
故
に
彼
に
会
え
た
。

の
ａ
と
ｂ
が

「連
用
修
飾
」
の
関
係
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
０
の
上
下
接
文
言

の
関
係
も
、
「
修
飾
」
関
係
の
一
種
と
言
え
る
の
で
あ

る
。
図
示
す

れ
ば
、

∩
円

‐Ｔ‐
田
同
∪

の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
¨

そ
れ
で
は
、
０
の
場
合
の

「ば
」
は
り
の
場
合
の

「ば
」
と
ど
の
よ
う
に
異

な
る
機
能
を
は
た
し
て
い
る
事
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

別
に
論
じ
た
よ
う
に
（重
見
ｃ
）
、
下
接
し
た
Ｆ
」
そ
」
係
助
詞
の
、
従
来
の
理

解
で
言
え
ば
、　
そ
の
上
接
文
言

「卓
立
」

の
機
能
に
よ

っ
て
、
本
来
の

「接

続
」
機
能
と
し
て
の

「
よ
り
前
の
情
報
↓
よ
り
後
の
情
報
」
と
い
う
表
現
機
能

を
停
止
さ
せ
ら
れ
て
、
た
だ

「～
だ
か
ら
～
だ
」
と
言

っ
た
、
上
下
接
文
言
の

「因
果
関
係
」
と
い
う
内
容
関
係
を
指
示
す
る
だ
け
の
、　
一
種
の
格
助
詞
、
山

田
孝
雄
氏
の
言
う

（
山
田
７９３
ｐ
）
「
接
続
格
」
、
い
わ
ば

「原
因
理
由
格
」
的
表

示
機
能
の
み
を
発
現
す
る
事
に
な

っ
て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
外
見
の
同
様
な

「因
果
」
的
関
係
を
表
示
す

る
所
謂
確
定
条
件
接
続
の
助
詞
も
、
実
質
的
に
は
、
上
下
接
文
言
が
時
間
的
順

序
の
伝
達
と
し
て
理
解
さ
れ
る
事
を
否
定
す
る
、
同
時

一
体
的
な

一
つ
の
情
報

と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
、
「
修
飾
」
的
関
係
を
発
現
し
て
い
る
場
合
も
あ
る

事
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る

と
、
所
謂

「接
続
助
詞
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
、
二
種
類
の
機
能
を
有
し
て
い

る
事
を
知
る
の
で
あ
る

（
以
下
重
見
ａ
第
二
章
第
四
節
参
照
）。

す
な
わ
ち
、　
一
つ
は

「
因
果
関
係
表
示
」
と
言

っ
た
、
上
下
接
文
言
の
内
容

的
関
係
を
表
示
す
る
機
能
で
あ
り
、
筆
者
は

こ
れ
を

「情
報
内
容
表
示
機
能

（論
理
的
意
味
関
係
表
示
機
能
と

と
名
付
け
た
。

も
う

一
方
は
、

真
の

「接

続
」
機
能
と
し
て
の
、
実
質
的
に
二
つ
の
別
々
の
情
報
を
時
間
的
順
序
を
も

っ

て
伝
達
す
る
事
を
表
出
す
る
機
能
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
を

「情
報
構
造
形
成

機
能
」
と
名
付
け
た
。
③
例
の
よ
う
な
場
合
は
、
「
ば
」
が
接
続
助
詞
と
し
て

本
来
有
し
て
い
る
、
「
接
続
」
と
い
う
情
報
構
造
形
成
機
能
を
、
「
」
そ
」
係
助

詞
の
下
接
に
よ
っ
て
停
止
さ
せ
ら
れ

（
そ
の
方
は

「
こ
そ
」
が
担

っ
て
「
修
飾
」

構
造
と
な
り
）
、
「
因
果
関
係
」
と
い
う
情
報
内
容
表
示
機
能
の
み
を
発
現
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

一二

「
か
ら
」
と

「
の
で
」

さ
て
、
い
よ
い
よ
筆
者
の

「
か
ら
」
と

「
の
で
」
に
対
す
る
理
解
を
提
供
す

る
事
に
な
る
が
、
後
で
も
述
べ
る
よ
う
な
、
今
日
の
言
葉
の
性
格
の
変
化
過
程
、

多
様
な
資
料
の
洪
水
の
中
で
、
客
観
的
に
十
分
な

一
般
的
論
拠
を
提
供
す
る
事

は
、
相
当
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
筆
者
は
、
す
で
に
多
く
の
先

学
に
よ

っ
て
言
及
さ
れ
、
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
表
現
形
態
上
の
特
性
の

一
つ

を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
か
ら
の
理
解
を
述
べ
る
事
に
し
た
い
。
そ
の
点
で
の
諸

賢
の
御
批
判
は
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
。

そ
の
特
性
と
い
う
の
は
、
「
～
の
だ

（
の
で
あ
る
と

文
中
で

は
、
「
か
ら
」

が
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
筆
者
の
次

の
よ
う
な
調
査
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

次
の
１
～
４
は
各
ど
ち
ら
の
言
い
方
が
自
然
で
し
ょ
う
か
。

・
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そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な

「
の
だ
」
文
中
で
の
使
用
の
自
然
と
不
自
然
と
が
、

ど
の
よ
う
な

「
か
ら
」
と

「
の
で
」
の
性
格
の
相
異
を
表
明
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
考
え
る
に
お
い
て
は
、
ま
ず

「
の
だ
」
文
の
性
格
を
考
え
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
先
学
の
多
く
の
論
が
あ
り
、
筆

者
も
論
じ
て
来
た

（
重
見
ａ
第

一
章
第
三
節

。
ｃ
）
。
そ
の
間
の
見
解
の
ほ
ぼ

一
致
す
る
所
は
、
「
の
だ
」
文
は
、
そ
の
上
接
叙
述
を

「
の
」
に
よ
っ
て

ま
と

め
、　
一
種
の
名
詞
句
と
し
、
そ
れ
に

「
だ
」
が
下
接
す
る
と
い
う
、　
一
種
の
名

詞
述
語
文
を
形
成
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
「
名
詞
句
」

を
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ば
、

０

の
波
線
部
が
名
詞
句
と
言
わ
れ
る

（正
確
に
は

「
の
」
を
含
む
と
言
う
べ
き
で

あ
る
が
）
わ
け
は
、
こ
の
場
合
の

「行
っ
た
」
は
０
全
体
と
し
て
の
述
語
で
は

な
く
、
波
線
部
の
叙
述
の
形
式
的
述
語
で
あ
り
、
全
体
で
、
一
つ
の
「
事
柄
の
情

報
」
を
表
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
名
詞
句
を

一
般
的
に
考
え

て
み
る
と
、
こ
れ
を
構
成
す
る
、
「き
の
う
」
「
学
校
に
」
「
行

っ
た
」
と
い
う
各

成
分
は
、
そ
れ
等
が
統
合
し
て
同
時

一
体
的
に
一
つ
の
事
柄
の
情
報
を
形
成
し

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
現
実
の
発
話
に
お
け
る
、
ま
ず

「き
の
う
」
と
発
言
し
、

次
に

「学
校
に
」
と
発
言
す
る
、
言
語
に
お
け
る
時
間
的
線
条
性
の
制
約
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
理
解
す
る
に
当

っ
て
は
、
同
時

一
体
的
な

「
一
つ
の
情

報
」
と
し
て
受
信
す
る
事
を
聞
手
に
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
の
各
成
分
の
関
係
は
、
先
の
真
の

「接
続
」
関
係
の
場
合
の
、
「
よ
り
前

の

情
報
↓
よ
り
後
の
情
報
」
と
い
う
、
時
間
的
前
後
性
の
理
解
を
聞
手
に
要
求
す

る
場
合
と
は
、
基
本
的
に
構
文
意
義
を
異
に
す
る
も
の
だ
、
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
名
詞
句
内
の
成
分
関
係
は
、
従

っ
て

「接
続
」
の
関

係
で
は
な
く
、
例
え
ば

「き
の
う
」
が

「学
校
に
行

っ
た
」
の
内
容
を
限
定
補

足
す
る
、
所
謂

「修
飾
」
の
関
係
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
例
え
ば
、

悦

曇

耐

轟

釧

義

晨

毎

剣

。

の
よ
う
に
、
「
か
ら
」
で
結
合
さ
れ
た
上
下
接
文
言
が
、
「
の
だ
」
に
よ
っ
て
、

全
体
と
し
て
の
一
つ
の
名
詞
旬
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
事
は
、
「
か
ら
」
の
上

下
接
文
言
の
関
係
は
、
全
体
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
、
同
時

一
体
的
情
報
と
し
て

理
解
す
べ
き

「修
飾
」
の
関
係
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
場
合
の
上
下
接
文
言
の
関
係
は
、
上
接
文
言
の

「因
」
の
表
現
的

内
容
が
、
下
接
文
言
の

「果
」
の
内
容
を
補
足
限
定
、
つ
ま
り

「修
飾
」
す
る

事
に
よ

っ
て
、
全
体
と
し
て
の

「因
果
関
係
命
題
」
に
お
い
て
、
同
時

一
体
的

な
情
報
意
義
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
よ

う
な
場
合
の

「
か
ら
」
は
、
「
接
続
」
で
は
な
く
、
「
修
飾
」
と
い
う
情
報
構
造



形
成
機
能
を
発
現
し
て
い
る
。
と
い
う
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な

「
か
ら
」
の
性
格
の
理
論
的
帰
結
よ
り
す

る
時
、
逆

に
、

「
の
で
」
が

「
の
だ
」
文
中
に
用
い
ら
れ
に
く
い
理
由
が
推
測
さ
れ
て
来
る
わ

け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
の
で
」
は

「修
飾
〓
関
係
を
構
成
し
に
く
い
の
で
あ

り
、
基
本
的
に
は

「接
続
」
関
係
に
使
用
さ
れ
る
、
と
言
う
事
で
あ
る
。

改
め
て
言
え
ば
、
「
か
ら
」
も

「
の
で
」
も
、
共
に
情
報
内
容
表
示
機
能
と

し
て
は
、
「
因
果
関
係
」
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
か
ら
」
の
方
は
、
先

述
の
接
続
格

。
原
因
理
由
格
と
言
う
べ
き
格
助
詞
に
近
い
性
格
を
有
す
る
の
で

あ
り
、
基
本
的
に
は

「修
飾
」
と
い
う
情
報
構
造
形
成
機
能
を
発
現
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「
の
で
」
は
、
基
本
的
に
は
接
続
助
詞
と

し
て
、
「
接

続
」
と
い
う
情
報
構
造
形
成
機
能
を
発
現
す
る
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
端
的
に
言
え
ば
、
「
か
ら
」
は
よ
り
格
助
詞
的
で
あ
り
、
「
の
で
」
は
よ
り

接
続
助
詞
的
だ
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
先
の
古
語
の
⑤
例
で
言
え
ば
、
０
の
係

助
詞
の
下
接
し
た
よ
う
な
構
文
を

「
か
ら
」
が
担
当
し
、
り
の
係
助
詞
の
下
接

し
な
い
よ
う
な
構
文
を

「
の
で
」
が
担
当
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

２つ
。こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
下
接
文
言
が
旧
情
報
扱
い
で
、
上
接
文
言
の
原
因

理
由
提
示
の
部
分
が
新
情
報
の
意
義
を
有
す
る
よ
う
な
場
合
は

「修
飾
」
構
造

で
あ
り
、
そ
の
場
合
は

「
か
ら
」
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
事
に
な
る
。
同
時
に

こ
の
よ
う
な
情
報
構
造
は

「
の
だ
」
文
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る

か
ら
、
「
か
ら
」
が
用
い
ら
れ
な
が
ら

「
の
だ
」
文
で
な
い
場
合
は
、
落
着

か

な
い
表
現
に
な
り
や
す
い
、
と
言
う
事
に
な
る
。
例
え
ば
尾
方
理
恵
氏
が
、

０
昨
日
私
は
風
邪
だ

っ
た
か
ら
学
校
を
休
ん
だ
。

と
い
う
留
学
生
の
言
い
方
は
誤
用
と
考
え
、

０
昨
日
私
は
風
邪
だ

っ
た
か
ら
学
校
を
休
ん
だ
の

（
の
だ
）
。

を
正
常
な
表
現
と
し
、
そ
の
場
合
は

「昨
日
欠
席
し
た
事
を
相
手
が
知
っ
て
い

て
、

『昨
日
来
な
か
っ
た
ね
』
と
話
し
か
け
た
状
況
が
想
定
さ
れ
る
」
と
言
う

（
尾
方
８４８
ｐ
）
ご
と
く
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な

「
か
ら
」
と

「
の
で
」
の
相
異
は
、
先
学
の
指
摘
す
る

次
の
よ
う
な
点
で
も
確
認
出
来
よ
う
。

一
つ
は
、
「
か
ら
だ

（
か
ら
で
あ
る
こ

と
い
う
言
い
方
は
普
通
で
あ
る
が
、

「
の
で
だ
」
と
い
う
言
い
方
は
普
通
で
は
な
い
、
と
言
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
「
の

で
」
が

「
だ
」
に
連
結
し
に
く
い
理
由
は
他
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
か
ら
だ
」

表
現
、
つ
ま
り
原
因
理
由
部
分
の
み
を
表
現
し
て
、
結
果
部
分
を
省
略
す
る
表

現
が
多
い
事
に
つ
い
て
、
例
え
ば
永
野
賢
氏
は
、
「
か
ら
」
が

「条
件
と

し

て

の
独
立
性
が
強
い
」
（永
野
６８
ｐ
）
と
理
解
す
る
。
し
か
し
筆
者
に
は
、
こ
れ

は
既
述
の
よ
う
に
、
「
か
ら
」
が

「
の
だ
」
文
中
で

「修
飾
」
の
関
係
を
形

成

す
る
故
に
、
下
接
文
言
に
旧
情
報
を
入
れ
る
事
が
出
来
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の

場
合
は
、
下
接
文
言
は
省
略
し
て
も
発
話
意
義
を
失
わ
な
い
か
ら

（
こ
の

「
か

ら
」
の
よ
う
に
）
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
発
話
意
義
の
な
い
情
報
は
省
略

す
る
の
が
、
発
話
の
経
済
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
か
ら
こ
そ
」
と
い
う
言
い
方
は
あ
る
が
、
「
の
で
こ
そ
」
と
い
う
言

い
方
は
な
い
と
い
う
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
フ
」
そ
」
が
今
日

「
と

り
た
て
詞
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
多
少
に
て
も
古
代
の
上
接
文
言

「卓
立
」

の
係
助
詞
性
を
残
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
当
然
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
例

⑤
で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

「
こ
そ
」
は
強
制
的
に

「修
飾
」
関
係
を

創
出
す
る
の
で
あ
り
、
今
日
、
接
続
的
因
果
表
現
の

「
の
で
」
に
対
し
て
、
修

飾
的
因
果
表
現
を
分
担
す
る
事
に
な

っ
た

「
か
ら
」
の
方
と
併
用
さ
れ
る
事
に

な

っ
た
の
は
自
然
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「
か
ら
」
と

「
の
で
」
の
相
異
を
、
更
に
尾
方
氏
の
論
の
問
題



点
を
指
摘
す
る
形
で
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

尾
方
氏
は
、
「
か
ら
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は

「
の
だ
」
文
だ
け
で
は
な

い
と

し
て
、
「
の
だ
」
文
で
な
い
場
合
は
、
「
の
だ
」
文
中
と
逆
に
、
下
接
文
言
の
方

が
全
文
中
の
焦
点
情
報
と
な
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
点
も
ふ
ま
え
る
と
、

結
局

「
か
ら
」
の

「
の
で
」
と
異
な
る
点
は
、
上
下
接
文
言
い
ず
れ
に
焦
点
が

あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
、
そ
の
よ
う
な
情
報
価
値
の

「落
差
」
の
あ
る
事
を

明
示
す
る
機
能
を
有
す
る
点
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
は

疑
間
が
生
ず
る
。
尾
方
氏
の
例
文

（
尾
方
８５‐
ｐ
）
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

氏
は

「鯨
は
魚
か
」
と
い
う
間
に
対
し
て
、

⑩
ａ
鯨
は
ひ
れ
を
持
つ
力、‐
引
魚
で
あ
る
。

ｂ
鯨
は
胎
生
だ
か
ら
魚
で
は
な
い
。

の
よ
う
な
答
え
方
が
あ
り
得
る
と
し
て
、
そ
の
場
合
は
、
「
か
ら
」
の
上
は
「根

拠
」
で
、
下
が

「
主
張
」
に
な
る
か
ら
、
下
接
文
言
が
焦
点
に
な
る
、
と
言
う

の
で
あ
る

（
尾
方
８５‐
ｐ
）
。
し
か
し
、
少
し
く
考
え
て
み
る
と
、
「鯨
は
魚
か
」

と
い
う
間
に
対
す
る
右
の
よ
う
な
答
え
方
は
、
普
通
で
は
な
い
。
筆
者
に
は
、

こ
の
間
に
対
し
て
は

「鯨
は
魚
で
あ
る
」
と
か

「鯨
は
魚
で
は
な
い
」
と
答
え

る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
更
に
、
「
ど
う
し
て
魚
な
の
か
」

と
か

「ど
う
し
て
魚
で
は
な
い
の
か
」
と
再
度
質
問
さ
れ
た
時
、
⑩
の
よ
う
な

解
答
に
な
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場

合
の
⑩
は
、
上
接
文
言
が
焦
点
に
な

っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

更
に
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
尾
方
氏
も
言
う
よ
う
に
、
「
鯨
は
ひ
れ
を
持

つ
力、‐

引
魚
な
川
測
ピ
の
よ
う
に
、
「
の
だ
」
文
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
が
普
通
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「鯨
は
魚
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
い
き

な
り
⑩
の
よ
う
に
答
え
る
の
は
無
理
な
解
答
の
仕
方
で
あ
り
、
も
し
二
種
の
質

問
に
一
度
で
答
え
た
事
に
な
る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
上
下
接
文
言
が

共
に
焦
点
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
上
下
接

文
言
共
に
焦
点
＝
新
情
報
で
あ
る
よ
う
な
答
え
方
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

⑩
ａ′
鯨
は
ひ
れ
を
持
つ
ｄ
ｄ
魚
で
あ
る
。

メ
鯨
は
胎
生
な
り
ｄ
魚
で
は
な
い
。

の
よ
う
に
、
「
の
で
」
で
解
答
さ
れ
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
で
あ
れ
ば
、
上
下
接
文
言
は

「接
続
」
関
係
と
し

て
、
「
よ
り
前
の
情
報
↓
よ
り
後
の
情
報
＝
よ
り
旧
い
情
報
↓
よ
り
新
し
い
情

報
」
と
聞
手
に
理
解
さ
れ
る
事
に
な
り
、
そ
れ
を
同
時
的
に
聞
手
が
理
解
す
る

な
ら
ば
、
「
よ
り
価
値
の
な
い
情
報
＋
よ
り
価
値
の
あ
る
情
報
」
と
な
り
、比
較

的
に
は
、
ま
さ
に
尾
方
氏
の
言
う
よ
う
に
、
下
接
文
言
の
方
が
焦
点
情
報
と
解

さ
れ
る
事
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一二

「修
飾
」
関
係
と
し
て
の

「
か
ら
」
表
現

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
「
か
ら
」
は
修
飾
関
係
を
形
成
す
る
故
に
、
普
通
に
は

上
接
文
言
が
焦
点
に
な
る
事
を
述
べ
て
来
た
。
し
か
し
、
応
答
的
な

「
の
だ
」

文
等
で
な
い
、
単
独
の

「
か
ら
」
使
用
文
に
は
、
尾
方
氏
の
言
う
よ
う
に
、
下

接
文
言
が
焦
点
ら
し
く
思
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
尾
方
氏
の
引
用
例

（尾
方
８５０

ｐ
）
で
考
え
て
み
よ
う
。

ｍ
ａ
ず
っ
と
マ
イ
ペ
ー
ス
で
や
っ
て
来
ま
し
た
洲
引
こ
れ
か
ら
も
続
け
て

い
く
で
し
ょ
う
。

ｂ
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
助
け
て
あ
げ
る
ね
。

こ
れ
等
の
表
現
が
会
話
的
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
文
章
表
現
の
場
合
よ
り
変

化
の
先
取
り
を
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、

回
ゴ
ず

っ
と
～
来
ま
し
た
の
で
～
で
し
ょ
う
。

メ
か
わ
い
そ
う
な
の
で
助
け
て
あ
げ
る
ね
。



の
よ
う
に
、
「
の
で
」
を
使
用
す
る
の
が
不
自
然
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
間

題
も
残
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
別
に
し
て
も
、
述
べ
て
来
た
よ
う

な
筆
者
の
理
解
で
説
明
出
来
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
「
か
ら
」
が

「原
因
理
由
格
」
と
言

っ
た
、
ょ
り
格
助
詞
的
な
性

格
を
有
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
既
述
の
よ
う
に
、
上
接
文
言
が
下

接
文
言
を

「修
飾
」
す
る
情
報
構
造
を
形
成
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
場
合
は
、
比
較
的
に
は
上
接
の
修
飾
部
分
の
方
が
発
話
意
義
の
中
心

（焦

点
）
に
な
る
の
が
普
通
で
あ
る

（重
見
ａ
第

一
章
第

一
節
注
２．
、
ｃ
４
ｐ
等
参

照
）
。
し
か
し
、
⑩
の
よ
う
な
間
に
対
す
る
答
と
し
て
の
発
話
の
場
合
は
、
焦
点

性
は
明
確
に
認
定
出
来
る
が
、
独
立
的
発
話
と
し
て
の
回
の
よ
う
な
場
合
は
、

必
ず
し
も
焦
点
を
明
確
に
判
定
し
得
な
い
事
に
注
意
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
と

言
う
の
も
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に

（重
見
ａ
第

一
章
第
三
節

等
）、　
一
般

に

係
助
詞
は
情
報
構
造
形
成
機
能
を
本
務
と
す
る
に
対
し
て
、
格
助
詞
は
情
報
内

容
表
示
機
能
が
本
務
で
あ

っ
て
、
「
修
飾
」
と
い
う
情
報
構
造
形
成
機
能

は
兼

務
で
あ
り
、
結
果
的
な
機
能
と
も
言
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば

「学

校
可
行

っ
た
」
の
場
合
は
修
飾
関
係
を
形
成
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
「学
校

ｄ
硼
行

っ
た
」
の
よ
う
な
場
合
は
、
「
は
」
係
助
詞
の
力
に
よ

っ
て
、　
一
種

の

接
続
関
係
に
な

っ
て
い
る

（所
謂

「題
述
」
乃
至

「対
比
」
の
表
現
）
の
で
あ

る

（重
見
ａ
第

一
章
第
三
節
）
。

従

っ
て
、
⑩
の
よ
う
に
、
下
接
文
言
の
末
尾

に
モ
グ
リ
テ
ィ
性
の
強
い
表
現
の
あ
る
場
合
は
、
修
飾
関
係
ら
し
い
上
接
文
言

の
焦
点
性
は
認
定
出
来
な
く
な
る
の
で
あ
る
¨
こ
の
よ
う
な
格
助
詞
の
問
題
点

を

「が
」
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。

久
野
障
氏
は
、
「
が
」
に

「総
記
」
と

「中
立
叙
述
」
の
二
つ
の
意
味
機

能

を
指
摘
し
た

（久
野
２７
ｐ
）
０

口
太
郎
が
学
生
で
す
。

の
よ
う
な

「が
」
に
つ
い
て
久
野
氏
は
、
「今
話
題
に
な
っ
て
い
る
人
物
の
中

で
は
、
太
郎
だ
け
が
学
生
で
す
」
の
よ
う
な
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
明
確
に
上
接
文
言
が
焦
点
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を

「総
記
」
と
名

付
け
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
「
学
生
は
誰
で
す
か
」
「
誰
が

学
生
で
す
か
」
と
い
う
間
が
連
想
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
の
だ
」
文
中

の

「
か

ら
」
表
現
の
立
場
と
同
じ
だ
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

０
オ
ヤ
、
太
郎
が
来
ま
し
た
。

の
よ
う
な
場
合
を
久
野
氏
は
、
「
観
察
出
来
る
動
作
状
態
を
表
わ
す
」
と
し
て
、

何
か
の
事
物
に
つ
い
て
、
何
か
が
叙
述
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
の

「が
」
を

「中

立
叙
述
」
と
名
付
け
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
下
接
文
言
は
、
旧
情

報
扱
い
で
は
な
く
、
あ
る
動
作
や
状
態
の
叙
述
と
し
て
、
新
情
報
的
意
義
を
有

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
む
し
ろ
下
接
文
言
に
情
報
の

中
心
が
あ
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
も
、
無
理
か
ら
ぬ
事
と
言
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
「
が
」
に

「総
記
」
と

「中
立
叙
述
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
意
味

機
能
が
本
来
所
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
は
な
く
、
既
述
の
よ
う
に
、
元
来

格
助
詞
の

「修
飾
」
構
造
形
成
機
能
が
、
結
果
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
文

脈
上
色
々
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
の
事
で
あ
る
。
先
の
回
の

「
か
ら
」
に

お
け
る
、

「が
」
の
０
例
に
相
当
す
る
よ
う
な
場
合
も
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す

る
事
が
出
来
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

「
接
続
」
関
係
と
し
て
の

「
の
で
」
表
現

尾
方
理
恵
氏
は
、
「
の
で
」
を

「
の
だ
」
と
同
じ
出
自
と
考
え
、
「
の
で
」
が

上
接
文
言
を
ま
と
め
て
、　
一
旦

「陳
述
」
す
る
よ
う
な
形
態
を
有
す
る
が
故
に
、

上
下
接
文
言
は

「
二
つ
の
事
態
を
並
列
に
、
ゆ
る
や
か
に
因
果
関
係
を
も
つ
も

の
と
し
て
語
る
」
の
で
あ
り
、
「
因
』
と

『果
』
と
の
間
に
ど
ち
ら
か
が
主
で



ど
ち
ら
が
従
と
い
う
落
差
が
つ
く
こ
と
は
な
い
」
と
言
う

（
尾
方
８５７
ｐ
）
０

確
か
に
接
続
関
係
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
基
本
的

に

は
、
別

々
の

「文
」
に
分
離
し
得
る
よ
う
な
情
報
を
、
情
報
内
容
的
関
係
を
つ
け
な
が
ら
、

時
間
の
順
序
を
も

っ
て
伝
達
し
て
ゆ
く
表
現
で
あ
る
か
ら
、
右
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
る
の
も
誤
り
で
は
な
い
。

し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
接
続
」
の
関
係
は
、
そ
の
上
下
接

の

表
現
関
係
に
お
い
て
、
「
よ
り
前
の
情
報
↓
よ
り
後
の
情
報
＝
よ
り
旧
い
情́

報

↓
ょ
り
新
し
い
情
報
」
と
い
う
関
係
と
し
て
、
聞
手
の
受
信
を
要
求
す
る
も
の

で
あ
る
。
従

っ
て
そ
れ
は
、
上
下
接
文
言
を
同
時
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

「
よ
り
価
値
の
な
い
情
報
＋
よ
り
価
値
の
あ
る
情
報
」
と
い
う
理
解
に
な
り
、

比
較
的
に
は
下
接
文
言
の
方
が
、
よ
り
焦
点
的
情
報
と
し
て
解
さ
れ
る
事
に
な

る
の
で
あ
る
。
普
通
接
続
助
詞
的
な
も
の
に
よ
る
上
接
文
言
を

「従
属
」
節
と

言
う
の
は
、
そ
う
い
う
聞
手
の
理
解
を
代
弁
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

Ｚつ
。勿

論
、
こ
の
よ
う
な
情
報
の
価
値
関
係
は
、
「
接
続
」
と
い
う
情
報
伝
達

法

が
自
然
と
感
覚
さ
せ
る
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
法
的
構
造
と
は
言
え

な
い
と
も
言
え
る
。
そ
こ
に
尾
方
氏
の
先
の
よ
う
な
理
解
も
生
れ
て
来
る
も
の

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
南
理
論
と
三
上
理
論

の
問
題

以
上
の
よ
う
に
、
「
か
ら
」
が
よ
り
格
助
詞
的
で
あ
り
、
「
の
で
」
が
よ
り
接

続
助
詞
的
で
あ
る
、
と
い
う
筆
者
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
南
不
二
男
氏
の
重
層

的
構
文
論

（南
ａ
）
と
し
て
の
、
「
か
ら
」
と

「
の
で
」
の
理
解
と
は
逆
だ
、
と

言
う
事
に
な
る
。
つ
ま
り
、
南
氏
の
結
論
よ
り
す
れ
ば
、
「
の
で
」
は
判

断

段

階
に
属
す
る
語
で
あ
り
、
「
か
ら
」
は
そ
れ
よ
り
外
側
の
表
出
段
階
の
成
分

だ

と
言
う
事
に
な
る

（南
ａ
ｌ４
ｐ
）
ｏ
言
い
換
え
れ
ば
、
「
の
で
」
が
よ
り
格
助
詞

的
で
あ
り
、
「
か
ら
」
が
よ
り
接
続
助
詞
的
だ
、
と
言
う
事
に
な
る
。
こ
の
根
拠

に
な

っ
た
の
は
、
氏
の
従
属
節
成
分
の
調
査
結
果

（南
ａ
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
か
ら
」
節
に
は
④
提
示
の

「
は
」
成
分
や
、
⑤

「
お
そ
ら
く

ｏ
た
ぶ
ん
」
の

よ
う
な
陳
述
副
詞
、
◎

「
う

。
よ
う

。
だ
ろ
う
」
の
意
志
や
推
量
の
助
動
詞
が

入
り
得
る
が
、
「
の
だ
」
節
に
は
い
ず
れ
も
入
り
得
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
結
論
に
は
少
し
く
疑
間
が
生
ず
る
。
ま
ず
③
で
あ
る

が
、
ど
の
よ
う
な

「
は
」
を

「提
示
」
と
す
る
か
は
軽
々
に
は
言
え
な
い
と
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
、

回
そ
の
象
劇
鼻
が
長
か
っ
た
り
ｄ
土
地
の
人
は
高
い
所
の
木
の
実
を
取
ら

せ
た
。

の
よ
う
な
表
現
は
、
格
別
不
自
然
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
⑤
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
と
、

的
ｄ
劇
日
栄
養
の
あ
る
も
の
も
食
べ
な
か
っ
た
の
で
や
せ
て
し
ま
っ
た
。

の
よ
う
な
例
を
氏
自
身
掲
げ
る
よ
う
に
、
陳
述
副
詞
の
種
類
に
よ
る
の
で
あ
る
。

「
た
ぶ
ん
」
の
よ
う
な
場
合
で
も
、

⑩
た
ぶ
ん
彼
も
来
る
の
で
に
ぎ
や
か
に
な
る
よ
。

の
よ
う
な
場
合
は
、
格
別
不
自
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。
不
自
然
と
思
わ
れ
る
の

は
、

ｍ
た
ぶ
ん
彼
も
来
る
だ
ろ
う
の
で
～
。

の
よ
う
に
、
所
謂
推
量
系
の
助
動
詞
が
対
応
し
た
時
で
あ
る
。
従

っ
て
、
南
説

の
根
拠
と
し
て
有
効
な
の
は
◎
の
場
合
だ
け
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
話
手
の

「推
量
」
や

「意
志
」
の
表
現
は
、
そ
ダ
リ
テ
ィ
性
の

強
い
助
動
詞
と
考
え
ら
れ
、
今
日
ほ
ぼ
文
末
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
点

で
、
こ
れ
を
上
接
し
得
る

「
か
ら
」
の
方
が
よ
り
接
続
助
詞
的
で
あ
る
と
考
え



る
事
は
、
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
接
続
助
詞
論
に
照
し
て
も
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
次
の
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
の
で
」
の

「順
接
確
定
条
件
接
続
」
と
い
う
性
格

で

あ
る
。
確
か
に

「
う

。
よ
う

ｏ
だ
ろ
う
」
も
、
本
来
の
意
味
は
上
接

動

詞

の

「
不
確
定
性
」
乃
至

「蓋
然
性
」
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、　
一
種
の
客
体
的

意
味
を
有
す
る
と
し
た
筆
者
の
助
動
詞
論

（重
見
ｄ
等
）
よ
り
す
れ
ば
、
い
わ

ば

「
（未
然
の
）
蓋
然
的
情
報
」
と
し
て
、
「
存
在
の
情
報
」
で
あ
り
、
事
実
の

情
報
表
現
で
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
筆
者
の

「
の
で
」
理
解
で
言
え

ば
、
「
の
で
」
の
上
に
こ
の
よ
う
な
助
動
詞
を
含
む
述
語
が
来
る
事
は
不
都

合

で
は
な
い
は
ず
、
と
言
う
事
に
な
ろ
う
。
し
か
し

一
方
で
は
、
「
不
確
定
」
と
は

や
は
り

「確
定
」
し
て
い
な
い
と
言
う
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
の
で
」

の
上

に
こ
れ
等
の
助
動
詞
が
来
に
く
い
の
は
、
「
の
で
」
が
接
続
助
詞
的
で
な

い
か

ら
で
は
な
く
、
「
順
接
確
定
条
件
」
を
提
示
す
る
接
続
助
詞
性
、
言
い
換

え

れ

ば
こ
の
世
界
に

「確
定
」
し
た
存
在
の
情
報
を
上
接
す
る
が
故
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
情
報
内
容
的
に
来
に
く
い
と
い
う
事
で
あ

っ
て
、
文
法
的
な

事
象
で
は
な
い
、
と
言
う
べ
き
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
一
方
で
ま

た

「
か
ら
」
と

「
の
で
」
の
歴
史
的
変
容
過
程
に
照
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
事
で
も
あ
ろ
う
が
、
古
代
の
順
接
確
定
条
件
の

「ば
」
接
続
助
詞
と
同
じ

事
情
と
し
て
も
解
釈
出
来
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
日
の

「
う

。
だ
ろ
う
」

の
祖
語
に
相
当
す
る

「
む

（
ら
む

。
け
む
と

は
、
「
行
か
む
に
」
と
か

「
行
か

訓
劃
」
の
よ
う
に
格
助
詞
や
、
「
行
か
期
馴
馴
」
の
よ
う
に
逆
接
確
定
条

件

の

接
続
助
詞
に
は
上
接
す
る
が
、
「行
か
期
日
」
の
よ
う
に
、
「ば
」
に
上
接
す
る

事
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
南
氏
の

「
か
ら
」
と
「
の
で
」

に
関
す
る
帰
納
的
結
論
は
、
必
ず
し
も
正
当
と
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

南
氏
の
理
解
に
似
た
も
の
に
、
三
上
章
氏
の
、
「
の
で
」
は
軟
式
、
「
か
ら
」

は
硬
式
と
い
う
理
解
が
あ
る

（
三
上
１８７
ｐ
以
下
）
。
つ
ま
り
、
先
の
筆
者

の
論

に
合
わ
せ
て
言
え
ば
、
三
上
氏
の

「軟
式
」
と
は
よ
り
格
助
詞
的
と
言
う
事
で

あ
り
、
「
硬
式
」
と
は
よ
り
接
続
助
詞
的
と
言
う
事
で
あ
る
。
従

っ
て
、
三
上

氏
の

「
か
ら
」
と

「
の
で
」
の
理
解
も
筆
者
と
は
逆
と
い
う
事
に
な
る
わ
け
で

あ
る
。
氏
が
右
の
よ
う
に
考
え
る
論
拠
の
一
つ
は
、
「
の
で
」
の
上
接
活

用
語

が
連
体
形
で
あ
る
に
対
し
、
「
か
ら
」
の
そ
れ
は
終
止
形
だ
と
言
う
事
で
あ
る
。

氏
は
、
終
止
形
に
下
接
す
る
も
の
だ
け
を
真
の
接
続
助
詞
に
認
定
す
る
と
言

っ

て
い
る

（
三
上
１８６
ｐ
）
０
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
上
接
語
の
活
用
形
で
接

続
助

詞
性
を
判
断
す
る
事
自
体
に
筆
者
は
疑
間
を
有
す
る
。
そ
の
一
点
は
、
「
か
ら
」

が
終
止
形
接
続
と
断
定
出
来
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
筆
者

の
生
育
環
境
で
は
、

ｍ
こ
れ
は
高
価
な
か
ら
と
て
も
買
え
な
い
。

の
よ
う
に
、
形
容
動
詞
の
連
体
形
接
続
は
普
通
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
学

生
に
尋
ね
た
所
で
も
、

２‐
人
中
５
人
が
肯
定
し
た
結
果
も
あ
る
。
元
来
格
助
詞

か
ら
変
容
し
た
事
を
考
え
る
と
、
予
想
し
得
る
事
で
あ
る
。
逆
に

「
の
で
」
で

「静
か
だ
の
で
」
と
言
う
者
の
あ
る
事
が
報
告
さ
れ
て
も
い
る
。
更

に
、
「
の

で
」
が
連
体
形
接
続
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
単
純
に
接
続
助
詞
的

で
な
い
と
考
え
る
事
に
は
賛
成
出
来
な
い
。
例
え
ば
古
代
語
で
仮
定
条
件
接
続

の

「と
も
」
は
終
止
形
に
下
接
す
る
が
、
確
定
条
件
接
続
の

「
ど
も
」
は
巳
然

形
に
、
ま
た

「ば
」
は
未
然
形
か
巳
然
形
に
し
か
下
接
し
な
い
の
で
あ
る
。

三
上
氏
の
主
張
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
根
拠
は
、
「
か
ら
」
に
は

「行
き
ま

引
力、―
引
」
「学
校
矧
引
「川
引
」
の
よ
う
に
、
「
で
す

。
ま
す
」
の
丁
寧
の
モ
ダ
リ

テ
ィ
表
現
に
下
接
し
や
す
い
点
の
あ
る
事
で
あ
る

（
三
上
２９‐
ｐ
以
下
）。
こ
れ

は
三
尾
砂
氏
の
調
査
結
果

（
三
尾
２４６
ｐ
以
下
）
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
こ
れ
を
も

っ
て
接
続
助
詞
の
硬
軟
を
論
ず
る
事
に
は
や
は
り
疑
間
が

生
ず
る
。
つ
ま
り
、
多
く
の
先
学
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
の
で
」
は
文
章

語

に
、
「
か
ら
」
は
口
頭
乃
至
会
話
語
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。

こ
の
故
に

「
か
ら
」
が
丁
寧
調
と
関
係
が
深
く
な

っ
て
来
た
点
に
配
慮
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
三
尾
氏
の
戯
曲
と
い
う
会
話
主

体
の
統
計
で
も
、
「
の
で
」
が
丁
寧
調
に
下
接
す
る
割
合
は
そ
れ
ほ
ど
少
く

は

な
い
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
尾
氏
の
資
料
例
と
筆
者
の
例
を
示
そ
う
。

ｍ
あ
の
只
今
書
き
物
を
し
て
居
”
劃
引
ｄ
ｄ
ヾ
く
ぎ
り
が
つ
い
た
ら
、
す

ぐ
に
お
め
に
か
か
り
ま
す
さ
う
で
御
座
い
ま
す
。
（久
米
正
雄

全

集
１０

巻
２６３
ｐ
）

い
こ
れ
か
ら
は
０
医
師
と
荒
井
君
が
お
相
手
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
そ
の
お
つ
も
り
で
い
ら

っ
し
て
下
さ
い
。
（荒
井
良

〈
幼

な

い
生

命
と
健
康
〉
３２
ｐ
）

エハ
　
古
代
語
と
現
代
語

の
接
続
助
詞
の
相
異

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
「
か
ら
」
と

「
の
で
」
の
比
較
に
お
い
て
、
「
よ
り
格
助

詞
的
」
「
よ
り
接
続
助
詞
的
」
の
よ
う
に
、
「
よ
り
」
と
い
う
相
対
的
言
い
方
を

し
て
来
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
を
最
後
に
述
べ
て
み
よ
う
。

今
、
順
接
的
接
続
語
に
限
定
し
て
み
る
と
、
中
古
以
前
の
古
語
と
し
て
は
、

ほ
ぼ

「ば
」
が
思
い
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
勿
論

「
に

。
を

。
で
」
等
も
思

い
出
さ
れ
よ
う
が
、
「
ば
」
と
の
間
に
は
接
続
助
詞
ら
し
さ
の
段
差
が
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の

「ば
」
は
接
続
助
詞
と
し
て
の
中
心
的
意
義
に
お

い
て
、
「仮

定

。
確
定
」
と
い
う

「接
続
」
の
程
度
の
相
異
や
、
「
修
飾

・
接
続
」
の
情

報

構
造
の
相
異
を
、
未
然
形
接
続
と
已
然
形
接
続
、
あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
の
使
用

と
係
助
詞
の
下
接
と
言

っ
た
、
明
確
な
形
態
性
に
お
い
て
表
現
し
分
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
古
語
の
状
況
に
照
す
時
、
現
代
の
接
続
的
語
は
相
当
曖
床
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
接
続
的
役
割
を
す
る
表
現
は
多
様
に
あ
る
が
、
接
続
助
詞
ら
し
い
中

心
的
な
語
を
限
定
す
る
事
が
出
事
な
い
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
「接
続
助
詞
」
と

し
て
の
品
詞
的
独
立
性
を
認
定
し
に
く
い
。
「
な
ら
」
を
接
続
助
詞
と
見

な

い

人
も
多
い
し
、
「
た
ら
」
を
接
続
助
詞
と
認
定
す
る
人
は
い
な

い

で
あ

ろ
う

∩
ら
」
を
独
立
さ
せ
る
の
は
論
外
と
し
て
）
。
「
の
で
」
を

「
の
だ
」
の
連

用

形
的
に
解
す
る
人
も
多
い
。
こ
の
他

「
て

。
と

。
つ
つ
」
等
格
助
詞
と
の
区
別

が
明
確
で
な
い
も
の
も
多
い
。

ま
た
、
当
該
の
接
続
語
の
機
能
の
別
を
、
そ
れ
自
身
あ
る
い
は
上
接
語
の
形

態
的
別
と
し
て
認
定
し
に
く
い
。
例
え
ば
、
「仮
定
」
と

「確
定
」
の
別
を
文

脈
に
よ
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
語
が
多
い
。

ｍ
ａ
よ
く
見
れ
ば
わ
か
る
よ
。

ｂ
よ
く
見
れ
ば
五
円
玉
だ

っ
た
。

②
ａ
よ
く
見
川
引
違
い
が
わ
か
る
よ
。

ｂ
よ
く
見
た
ら
違
い
が
わ
か
っ
た
。

こ
の
他

「
て

。
と
」
等
々
で
あ
る
。
更
に
同
じ
確
定
的
因
果
関
係
表
現
で
も
、

そ
れ
の

「修
飾
」
と

「接
続
」
の
情
報
構
造
の
区
別
を
、
形
態
的
に
表
出
し
分

け
る
方
法
が
十
分
で
な
い
。
本
稿
で
問
題
と
し
た

「
か
ら
」
と
「
の
で
」
の
、
⑩

と
⑩
、
ｍ
と
回
の
関
係
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
で
も
表
現
意
義
が
相
異
し
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
例
も
多
い
。

こ
の
よ
う
な
現
代
語
の
状
況
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
出
来
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
接
続
的
表
現
の
多
様
化
は
、
先
述
の
よ
う
に
接
続
助
詞

自
身
の
多
様
化
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
接
続
助
詞
と
し
て
の
独
立
性
の
喪

失
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
接
続
助
詞
が
そ
れ
と
し
て
本
来
有
す
べ
き
「
接
続
」



と
い
う
情
報
構
造
形
成
機
能
の
喪
失
で
あ
る
。
そ
れ
を
補
う
方
法
は
、
上
下
接

文
言
の
意
味
関
係
、
す
な
わ
ち
情
報
内
容
的
関
係
に
よ

っ
て
、
聞
手
に
結
果
的

に
情
報
構
造
的
判
断
を
ゆ
だ
ね
る
事
で
あ
る
。
先
の
の
の
例
の
よ
う
な
仮
定
と

確
定
の
別
の
よ
う
に
。　
そ
の
点
で
は
、
「
た
ら
」
も

「
な
ら
」
も
、

あ
る
い
は

「
て
」
も

「
と
」
も
助
動
詞

（
乃
至
措
定
詞
）
や
格
助
詞
そ
の
も
の
で
あ

っ
て

よ
い
の
で
あ
る
。
そ
の
接
続
的
情
報
構
造
の
意
義
は
、
上
下
接
文
言
の
情
報
内

容
の
関
係
で
結
果
的
に
聞
手
が
判
断
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
、

情
報
内
容
的
に
上
下
接
文
言
の
情
報
関
係
が
理
解
さ
れ
れ
ば
、
情
報
構
造
的
意

義
は
問
題
に
な
ら
な
く
な

っ
た
の
が
、
今
日
の
接
続
的
表
現
感
覚
、
理
解
感
覚

な
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
古
代
の
接
続
表
現
は

立
体
的
で
あ

っ
た
が
、
今
日
の
そ
れ
は
平
面
的
だ
、
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

注（
１
）

山
口
尭
二
氏
の
接
続
法
研
究
も
山
田
文
法
に
立
脚
し
て
い
る
と
理
解
す
る
。

（
２
）

引
用
文
献
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

尾
方
理
恵

「『
か
ら
』
と

『
の
で
』
の
使
い
分
け
」
〈
国
語
研
究
〉

（松
村
明
先

生
喜
寿
記
念
論
文
集
）

久
野
障

〈
日
本
文
法
研
究
〉

重
見
一
行
ａ
〈助
詞
の
構
文
機
能
研
究
〉
・
ｂ

〈
日
本
語
の
文
法
を
考
え
る
〉

（
一
九
九
六
年
三
月
刊
行
予
定
）
。
ｃ
弓
連
体
な
り
』
文
と
係
結
び
文
と

『
の

だ
』
文
」
高
知
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告

４９
・
ｄ

「助
動
詞
の
『意
味
ヒ

富

山
大
学
教
育
学
部
紀
要
４０

永
野
賢

「再
説

『
か
ら
』
と

『
の
で
』
と
は
ど
う
違
う
か
」
日
本
語
学
７
の
１３

益
岡
隆
志

「条
件
表
現
と
文
の
概
念
レ
ベ
ル
」
〈
日
本
語
の
条
件
表
現
〉

三
尾
砂

〈話
し
こ
と
ば
の
文
法
〉

三
上
章

〈
現
代
語
法
序
説
〉

南
不
二
男
ａ
「現
代
語
の
語
法
」
〈国
文
法
講
座
６
〉
・
ｂ

〈
現
代
日
本
語
の
構

造
〉

山
田
孝
雄

〈
日
本
文
法
学
概
論
〉

そ
の
他
多
く
の
研
究
の
恩
恵
を
受
け
た
。

―
―
兵
庫
教
育
大
学
教
授
―
―


