
取
り
立
て
助
詞

｢も
｣
を
契
機
と
す
る

同
列
性
解
釈
と
譲
歩
性
解
釈

一

取
り
立
て
に
お
け
る
前
景
含
立
と
背
景
含
立

W
its
on
and
Sperb
er
()979)
に
よ
れ
ば
'
発
話
の
表
出
命
題
は
'
文

法
構
造
を
基
に
し
て
特
定
さ
れ
う
る
含
立

(entailm
ent)
を
も
ち
'
そ

こ
に
含
ま
れ
る
統
語
的
な
構
成
素
を
論
理
変
額
や
代
用
形
に
置
き
換
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
'

一
つ
の
発
話
に
対
し
て
も
'
階
層
的
順
序
を
持
つ
幾
通

り
か
の
含
立
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
.
例
え
ば
､

吊に
つ
い
て
は
､

(江-1)

少
な
-
と
も

何
a～
Oの
よ
う
な
含
立
が
得
ら
れ

る

｡

吊
花
子
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
｡

ê
a
誰
か
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
こ
と

b

花
子
が
誰
か
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
こ
と

C

花
子
が
太
郎
に
何
か
し
て
い
る
こ
と

d

花
子
が
何
か
し
て
い
る
こ
と

e

何
か
が
起
き
て
い
る
こ
と

も
ち
ろ
ん
､
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
含
立
の
す
べ
て
が
､
発
話
理

解
に
お
い
て
同
等
に
境
能
す
る
わ
け
で
は
な
い
.
そ
こ
で
W
its
on
and

S
p
e-
be-
は
､
｢前
景
含
立

(f
oreg
r
ound
eコtai-ョ
ent)｣
と

｢背
景
含
立

(backg
r
ound
entaitm
ent)｣
を
区
別
す
る
｡前
景
含
立
は
､
発
話
の
中

高

本

健

治

心
的
情
報
へ
す
な
わ
ち
焦
点
を
明
確
化
す
る
働
き
を
も
ち
､

一
方
､
背
景

含
立
は
､
発
話
理
解
を
有
効
に
す
る
た
め
の
文
脈
を
決
定
す
る
働
き
を
も

(注2)

つ

｡

背
景
含
立
に
含
ま
れ
る
変
項
が
'
焦
点
の
あ
り
か
を
示
す
｡

例
え
ば
'

3の
発
話
に
つ
い
て

伺
aが
背
景
含
立
で
あ
る
と
見
な
さ
れ

ヽ
ヽ

る
場
合
'
聞
き
手
は
､
｢誰
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
の
か
｣
と
い
う

l

点
に
関
心
を
向
け
て
発
話
を
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
'

伺
bが
背

伯

景
含
立
の
場
合
は
､
｢花
子
が
掛
か
手
紙
を
書
い
て
い
る
の
か
｣
と
付い
う

f

点
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
｡

C
～
e
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
焦
点
要
素
を
欠
い
た
命
題
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
､
ど
の

よ
う
な
情
報
を
背
景
に
付
け
加
え
る
べ
き
か
を
示
す
の
が
､
前
景
含
立
の

働
き
で
あ
る
｡
何

の

a
と
b
の
魁
合
せ
で
は

｢花
子
｣
が
焦
点
と
な
る
｡

川
a
誰
か
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
こ
と

(背
景
含
立
)

b

花
子
が
何
か
し
て
い
る
こ
と

(前
景
含
立
)

こ
の
よ
う
に
､
前
景
含
立
と
背
景
含
立
と
を
区
別
す
る
こ
と
で
､
焦
点

の
あ
り
か
を
明
確
化
し
て
示
す
こ
と
を

｢取
り
立
て

(ヨ
ark
in
g
ま
た
は

(注3)

f
ocusin
g
)
｣
と
呼
ぶ

｡

言
語
に
直
接
関
わ
ら
な
い
タ
イ
プ
の

｢取
り
立

て
｣
も
あ
る
だ
ろ
う
が
'
こ
こ
で
は
'
言
語
の
具
現
形
式
に
反
映
さ
れ
た

取
り
立
て
だ
け
を
問
題
に
し
ょ
う
と
思
う
｡
そ
の
た
め
'
前
景
含
立
は
必



ず
音
詩
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
を
課
す
｡

そ
れ
に
対
し
て
'
背
景
含
立
に
相
当
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
'
必
ず
し
も

同

一
発
話
内
に
言
語
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い
な
-
て
も
よ
い
｡
実
際
'
前
景

含
立
だ
け
を
表
現
し
た
発
話
は
少
な
-
な
い
し
､
背
景
的
な
情
報
は
'
し

ば
し
ば
表
現
と
し
て
顕
現
し
な
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
は
'
文
脈
の

中
に
何
ら
か
の
背
景
情
報
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

取
り
立
て
は
'

1
定
の
依
存
関
係
や
比
重
関
係
を
も
つ
情
報
構
造
の
特

性
を
'
発
話
の
音
譜
形
式
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
そ

の
よ
う
な
発
話
は
'
次
の
三
つ
の
性
質
を
持
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
｡

細
孔
取
り
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
と
'
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
タ
イ
プ
の
取
り
立
て
な
の
か
を
聞
き
手
に
知
ら
せ
る
｡

b

焦
点
を
明
確
化
す
る
前
景
含
立
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
'
そ

の
特
定
の
し
か
た
を
聞
き
手
に
知
ら
せ
る
｡

C

前
景
含
立
と

-
緒
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
背
景
情
報
が
何
で
あ
る

r
か
に
つ
い
て
､
そ
の
特
定
の
し
か
た
を
聞
き
手
に
知
ら
せ
る
｡

こ
の
う
ち
'

8
ほ
､
取
り
立
て
の
指
標
と
な
る
言
語
形
式
の
問
題
で
あ

る
｡
例
え
ば
､
前
景
含
立
を
背
景
含
立
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
は
､
分
裂

文
を
用
い
た
り

(何
の
場
合
)
､
一
定
の
語
集
的
な
手
段
を
用
い
た
り

(脚

の
場
合
)
､
焦
点
情
報
を
示
す
構
成
素
を

一
定
の
韻
律
特
徴
に
よ
っ
て
卓

(珪1)

立
し
た
り

(M
の
場
合

)

す
る
方
法
が
採
ら
れ
る
｡

S
aが
背
景
含
立
の

場
合
は
'
次
の
よ
う
に
な
る
｡

弼
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
の
は
花
子
だ
｡

㈹

あ
の
花
子
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ

M

花
子
が
太
郎
に
手
舵
を
書
い
て
い
る
｡
(傍
点
部
卓
立
)

二

取
り
立
て
助
詞

｢も
｣
を
見
る
観
点

(珪

･b)

助
詞

｢も
｣
は
'
そ
れ
を
含
む

1
群
の
助

詞

と
と
も
に
､
こ
の
よ
う
な

取
り
立
て
の
指
標
の
一
つ
と
な
る
｡
そ
こ
で
､
寺
村

(
一
九
八
一
)
以
来

使
用
さ
れ
て
い
る

｢取
り
立
て
助
詞
｣
と
い
う
品
詞
名
称
を
本
稿
で
も
用

い
る
こ
と
に
す
る
｡
奥
津

(
一
九
七
四
)'
沼
田

(
一
九
八
六
)
の
よ
う
に

｢と
り
た
て
詞
｣
と
い
う
品
詞
名
称
を
用
い
る
向
き
も
あ
る
が
'
品
詞
分

類
は
統
常
構
造
に
お
け
る
振
る
舞
い
を
第

一
次
基
準
に
し
て
行
わ
れ
る
べ

(#)l)

き
で
あ
る
し
､
助
詞
だ
け
が
取
り
立
て
の
墳
能
を
持
つ
わ
け
で
も
な
-

'

ま
た
'
情
報
構
造
の
あ
り
か
た
を
統
語
構
造
に
反
映
し
な
い
取
り
立
て
も

ぁ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
､
｢取
り
立
て
｣
は
､
品
詞
分
頬
の
第
二
次
基
準

l

と
し
て
の
み
'
つ
ま
り
､
統
語
的
な
品
詞
名
称
に
対
す
る
修
飾
子
と
し
て

舶

の
み
使
用
し
た
い
｡
そ
こ
で
,
品
詞
名
称
と
し
て
は
二

助
詞
｣
の
下
位
分

l

塀
で
あ
る
こ
と
が
明
確
な

｢取
り
立
て
助
詞
｣
の
方
を
選
択
す
る
｡

先
に
'

㈹
b･
C
で
述
べ
た
こ
と
と
重
な
る
が
､
ど
の
よ
う
な
取
り
立

て
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
'
個
々
の
発
話
に
つ
い
て
具
体
的
に
解
釈
す
る

た
め
に
は
'
｢何
を
何
か
ら
な
ぜ
取
り
立
て
た
の
か
｣
と
い
う
間
に
答
え

る
必
要
が
あ
る
｡
つ
ま
り
､
取
り
立
て
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と

は
次
の
三
点
で
あ
る
｡

M

a

何
を
-
･･･そ
の
発
話
の
前
景
含
立

(焦
点
)
は
何
か

b

何
か
ら
-
-
意
図
さ
れ
た
背
景
情
報

(文
脈
)
は
何
か

C

な
ぜ
-
-
ど
の
よ
う
な
文
脈
効
果
が
見
込
ま
れ
て
い
た
の
か

こ
の
う
ち

a
は
､
取
り
立
て
の
焦
点

(
フ
ォ
ー
カ
ス
)
と
作
用
域

(
ス

コ
ー
プ
)
の
問
題
と
し
て
'
沼
田

(
一
九
八
六
)
'
益
岡

(
一
九
九
°
)､



沼
田
･
徐

(
1
九
九
五
)
な
ど
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
｡
例
え
ば

｢も
｣
の

場
合
､
｢も
｣
が
置
か
れ
て
い
る
統
語
的
位
置
は
'
焦
点
要
素
の
終
了
位
置

を
決
定
す
る
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
が
多
い
｡
し
か
し
､
開
始
位
置
に

つ
い
て
の
手
が
か
り
は

｢も
｣
自
体
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
な
い
L
t
ま

た
'
必
ず
し
も

｢も
｣
の
統
語
的
位
置
が
そ
の
終
了
位
置
と

一
致
す
る
わ

け
で
も
な
い
｡
そ
の
場
合
､
｢も
｣
の
統
語
的
位
置
は
'
焦
点
や
作
用
域
に

つ
い
て
の
大
ま
か
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
｡
焦

点
や
作
用
域
と
な
る
表
現
範
囲
は
'
｢も
｣
の
統
語
的
位
置
を
手
が
か
り

忙
し
な
が
ら
も
'
最
終
的
に
は

｢何
を
何
か
ら
な
ぜ
取
り
立
て
た
の
か
｣

と
い
う
こ
と
を
文
脈
に
応
じ
て
推
論
し
た
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
解
釈
的
自

覚
で
あ
る
と
言
う
他
は
な
-
'
文
脈
を
離
れ
て
こ
れ
を
定
式
化
す
る
こ
と

は
擾
め
て
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡

し
た
が
っ
て
'
叫
で
は
､
b
の
間
が
t

a
の
間
よ
り
も
重
要
で
あ
る
｡

ま
た
､
当
然
'
次
に
見
る
よ
う
に
'

C
の
間
に
対
す
る
答
を
出
す
た
め
に

も
'
そ
の
前
線
と
し
て
､
ど
の
よ
う
な
文
脈
が
解
釈
過
程
で
利
用
さ
れ
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
｡
聞
き
手
は

｢も
｣

を
英
故
と
し
て
'
ど
の
よ
う
な
文
脈
を
解
釈
過
程
に
持
ち
込
む
こ
と
に
な

る
の
か
｡
こ
の
間
に
答
え
る
こ
と
が
'
本
稿
の
中
心
課
題
で
あ
る
｡

三

発
話
解
釈
に
お
け
る
文
脈
効
果
と
関
連
性

㈹
Cで
問
題
に
し
た

｢文
脈
効
果

(contextuate
ffect)｣
と
い
う
用

語
の
概
念
規
定
は
､

Sperb
e
r
aJtd
W
its
o
n
(198
6)
に
従
う
｡
発
券
に
明

示
さ
れ
た
内
容
は
､
次
の
場
合
に
文
脈
効
果
を
も
つ
｡

M
a

既
に
存
在
す
る
想
定
を
強
化
す
る
場
合

b

既
に
存
在
す
る
想
定
を
排
除
し
'
却
下
す
る
場
合

C

既
に
存
在
す
る
想
定
に
､
新
た
な
想
定
を
付
け
加
え
る
場
合

つ
ま
り
､
文
脈
効
果
に
は
こ
の
三
タ
イ
プ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

C
の

｢新
た
な
想
定
｣
は
'
文
脈
含
意

(contextua
t

im
plication
)
､
も

し
-
は
推
意

(im
plicature)
と
呼
ば
れ

､
発
話
に
明
示
さ
れ
た
内
容

(表
意
ex
p-icature)
だ
け
か
ら
も
得
ら
れ
ず
､
ま
た
､
聞
き
手
が
利
用

可
能
な
文
脈
だ
け
か
ら
も
得
ら
れ
な
い
が
､
表
意
を
文
脈
の
中
で
処
理
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
得
ら
れ
る
想
定
で
あ
る
｡

こ
の
三
種
の
文
脈
効
果
は
t
Sp
erb
er
and
W
its
o
n
()986)
の
言
う

｢関
連
性

(relevance)
｣
の
達
成
に
不
可
欠
で
あ
る
｡

関
連
性
は
'
文
脈

効
果
と
処
理
労
力
と
い
う
二
つ
の
観
点
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
相
対
的
な

概
念
で
あ
り
'
文
脈
効
果
が
大
き
い
ほ
ど
関
連
性
は
大
き
-
'
ま
た
､
処

理
労
力
が
多
い
ほ
ど
関
連
性
は
小
さ
-
な
る
｡
関
連
性
理
論
の
主
張
は
'

す
べ
て
の
意
図
明
示
的

(o
stensiv
e
)
な
伝
達
は
､
自
ら
最
適
関
連
性

(o
p
tim
al
re
le
vance)
の
見
込
み
を
伝
え
る
t
と
い
う
も
の
で
あ
り
'

こ
れ
が

｢関
連
性
の
原
理
｣
と
呼
ば
れ
る
｡
つ
ま
り
､
ど
の
発
話
も
'
最

少
の
正
当
な
処
理
労
力
に
よ
っ
て
､
適
当
な
文
脈
効
果
が
得
ら
れ
る
よ
う

に
解
釈
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
'
し
か
も
､
そ
の
際
'
最
も
利
用
し
や

す
い
文
脈
を
用
い
て
処
理
さ
れ
る
､
と
い
う
見
方
で
あ
る
｡
関
連
性
理
論

は
'
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
､
次
の
二
つ
の
帰
結
を
導
-
｡

㈹

a

最
適
関
連
性
と
の
整
合
性
を
有
す
る
と
い
う
基
準
を
最
初
に
満

足
し
た
解
釈
が
'
そ
の
基
準
を
満
足
す
る
唯

一
の
解
釈
で
あ
り
､

そ
れ
が
聞
き
手
が
選
択
す
べ
き
解
釈
で
あ
る
｡

b

同
じ
想
定
を
得
る
の
に
'
よ
り
多
-
の
処
理
労
力
を
必
要
と
す

45



る
解
釈
か
ら
は
､
そ
う
で
な
い
解
釈
に
比
べ
て
'
特
別
労
力
を
代

償
す
る
だ
け
の
文
脈
効
果
が
得
ら
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡

乱
は
､
解
釈
の
効
率
性

(efficiency)
に
関
わ
り
'
b
は
､
解
釈
の
有

効
性

(s
u
ffic
ien
cy
)
に
関
わ
る
と
私
は
見
る
｡
解
釈
の
せ
め
ぎ
あ
い
は
'

し
ば
し
ば
効
率
性
と
有
効
性
と
の
対
立
で
あ
る
O
効
率
性
を
重
視
し
て
解

釈
の
優
先
度
が
決
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
､
有
効
性
を
重
視
し
て
解
釈

の
優
先
度
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
取
り
立
て
助
詞

｢も
｣
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
｡

関
連
性
理
論
の
枠
阻
み
で
は
'
意
図
さ
れ
た
解
釈
は
'
文
脈
'
表
意
'

文
脈
効
果
の
意
図
さ
れ
た
結
び
つ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
取
り
立
て
助

詞

｢も
｣
が
､
こ
の
三
者
の
結
び
つ
き
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の

か
｡
言
い
換
え
れ
ば
'
｢も
｣
を
用
い
た
取
り
立
て
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
'
話
し
手
は
'
聞
き
手
の
解
釈
を
ど
の
よ
う
に
方
向
づ
け
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
｡
取
り
立
て
助
詞

｢も
｣
の
働
き
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
'

こ
の
間
に
答
え
る
こ
と
だ
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
こ
の
間
を
分
解
し
て

示
し
た
の
が
､
先
に
回
に
挙
げ
た
三
つ
の
問
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

四

｢も
｣
の
有
無
が
表
意
解
釈
に
与
え
る
影
響

取
り
立
て
助
詞

｢も
｣
は
､
取
り
立
て
の
指
標
と
し
て
､
発
話
中
の
焦

点
要
素
を
マ
ー
ク
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
前
景
含
立
と
背
景
含
立
と
の
区

別
を
知
ら
せ
る
｡
た
だ
し
､
背
景
含
立
は
表
現
と
し
て
顧
現
し
て
い
な
い

場
合
も
あ
り
､
こ
の
場
合
は
'
文
脈
に
背
景
情
報
が
求
め
ら
れ
る
｡
｢も
｣

を
実
額
と
し
た
解
釈
で
は
'
背
景
含
立

(背
景
情
報
)
と
前
景
含
立
と
が

一
定
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
よ
う
な
解
釈
処
理
を
行
う
こ
と
が
聞
き
手
に
要

請
さ
れ
る
｡
そ
こ
で
､
ま
ず
'
｢も
｣
が
発
話
の
表
意
解
釈
を
ど
の
よ
う
に

制
約
し
'
方
向
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
､
敷
術
拡
張
に
よ
る
表
意
の
復

元
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
お
こ
う
｡

S
A
｢バ
イ
ト
が
あ
る
ん
で
こ
れ
で
帰
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
｣

B

｢あ
'
俺
も
､
お
先
に
失
礼
し
ま
す
｣

C

｢僕
も
･･････｣

(B
1
45
)

C
の
発
話
は
､
次
の
よ
う
な
内
容
を
聞
き
手
に
伝
え
る
は
ず
で
あ
る
｡

㈹
Cは
自
分
も
先
に
失
礼
し
て
帰
る
と
表
明
し
て
い
る

C
の
発
話
に
顔
現
し
て
い
る
言
語
表
現
は

｢僕
も
｣
だ
け
だ
が
､
こ
の
断

片
的
な
発
話
か
ら
､
聞
き
手
は

㈹の
よ
う
な
表
意
を
誤
り
な
-
復
元
し
て

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
'
次
の
よ
う
に
､
C
の
発
話
か
ら

｢も
｣
を
除
去
す
る
と
'

表
意
の
復
元
は
と
た
ん
に
危
う
-
な
り
､
言
葉
に
詰
ま
っ
た
感
じ
に
な
る
｡

㈹
C
｢僕
-
-
｣

次
の
例
も
同
様
で
あ
る

(増
子
と
し

｢お
も
い
で
の
ア
ル
バ
ム
｣)
｡

84

a

①
お
ふ
ね
も
見
た
よ

②
砂
山
引

b

①
お
ふ
ね
も
見
た
よ

②
砂
山
を

乱
の
②
に
つ
い
て
は

｢話
し
手
は
砂
山
も
見
た
と
述
べ
て
い
る
｣
と
い
う

表
意
が
容
易
に
復
元
で
き
る
が
､
｢も
｣
を
除
去
し
た
b
の
②
に
対
し
て

｢砂
山
を
見
た
｣
と
い
う
表
意
復
元
を
行
う
の
は
､
か
な
り
抵
抗
が
あ
る
｡

次
の
例
は
も
う
少
し
複
雑
で
､
相
手
の
発
話
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た

か
と
い
う
こ
と
と
､
｢も
｣
の
有
無
と
が
関
係
し
て
い
る
例
で
あ
る
｡

㈹
(買
っ
て
き
た
ば
か
り
の
,､､
キ
サ
ー
と
果
物
を
取
り
出
し
て
)

A

｢と
も
か
く
す
ぐ
ジ

ュ
ー
ス
作
る
ん
だ
か
ら
-
-
飲
み
た
い
で
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し
ょ
･-
‥
ね
､
こ
れ
洗
わ
な
い
と
･-
-
｣

B

｢果
物
引
ね
｣

(C
-
響

B
は
､
A
の
発
話
の

｢こ
れ
｣
が
､､､
キ
サ
ー
を
指
示
し
て
い
る
と
理
解
し

て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
B
の
発
話
に
対
し
て
､
次
の
よ
う
な
表
意
が
解

釈
さ
れ
る
｡

㈹

(
､､､
キ
サ
ー
を
洗
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
と
同
様
に
)
果
物
を
洗

わ
な
い
と
い
け
な
い

と
こ
ろ
が
､
B
の
発
話
か
ら

｢も
｣
を
除
去
し
て
次
の

㈹ま
た
は

㈹の

よ
う
に
し
て
み
る
｡

S
B
｢果
物
ね
｣

㈹
B
｢果
物
を
ね
｣

す
る
と
今
度
は
'
A
の
発
話
の

｢こ
れ
｣
が
果
物
を
指
示
し
て
い
る
の
だ

と
へ
B
は
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
t
B
の
発
話
に
対
す
る
表
意
解
釈

も
次
の
よ
う
に
変
化
す
る
｡

㈹
洗
わ
な
い
と
い
け
な
い
も
の
は
果
物
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
述
語
が
顕
現
し
て
い
な
-
て
も
へ
｢も
｣
が
あ
る
場
合
に

は
'
表
意
を
完
成
す
る
た
め
の
解
釈
は
円
滑
に
行
わ
れ
る
.
と
い
う
こ
と

は
､
｢も
｣
の
有
無
が
､
発
話
の
表
意
解
釈
に
対
し
て
か
な
り
大
き
な
影
響

を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

五

｢も
｣
の
有
無
が
文
脈
効
果
に
与
え
る
影
響

次
に
'
｢も
｣
の
有
無
に
よ
る
文
脈
効
果
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
し
て

み
た
い
｡
次
の
よ
う
な
簡
単
な
会
話
を
観
察
し
て
み
ょ
う
｡

00
A
｢太
郎
は
ど
の
学
科
が
得
意
で
す
か
｣

B

｢太
郎
は
数
学
が
得
意
で
す
｣

C

｢太
郎
は
英
語
が
得
意
で
す
｣

C
の
発
話
に
は
､
文
脈
効
果
の
上
で
大
き
-
異
な
っ
た
二
通
り
の
解
釈
が

可
能
で
あ
る
｡
次
の
通
り
で
あ
る
｡

伽
a
太
郎
は
数
学
が
得
意
で
あ
り
'
そ
の
う
え
､
英
語
が
得
意
だ
｡

b

太
郎
が
得
意
な
の
は
数
学
で
は
な
い
｡
実
は
英
語
が
得
意
だ
｡

乱
は

｢太
郎
は
数
学
が
得
意
だ
｣
と
い
う
想
定
を
東
認
し
て
い
る
が
､
b

は
こ
の
想
定
を
否
認
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
C
の
発
話
が
次
の
よ
う
に

｢も
｣
を
使
用
し
た
発
話
で
あ
っ
た
場
合
､
も
は
や
否
認
と
い
う
解
釈
の

可
能
性
は
き
わ
め
て
小
さ
く
な
る
｡

物
C
｢太
郎
は
英
語
引
得
意
で
す
｣

こ
の
と
き
､
C
の
発
話
は
､
B
の
発
話
内
容
を
東
認
し
っ
つ
､
そ
れ
に

新
た
な
想
定
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
な
る
｡
榊
で
も

脚で
も
､
C
の
発
話

が
p]の
発
話
と
詩
集
統
語
形
式
の
塀
似
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
り

な
い
｡
ま
た
'
同
じ
間

(A
の
発
話
)
に
対
す
る
答
で
あ
る
と
い
う
点
で

も
'
共
通
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
'
｢も
｣
の
有
無
に
よ
っ
て
'

尭
帯
解
釈
に
差
が
出
て
-
る
の
で
あ
る
｡

続
い
て
'
次
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

榊
A
｢ブ
ラ
ジ
ル
支
店
勤
務
は
太
郎
が
い
い
と
思
う
ん
だ
が
｣

B

｢太
郎
は
結
婚
し
て
い
ま
せ
ん
｣

こ
れ
だ
け
で
は
t
B
の
発
話
は
､
太
郎
の
海
外
支
店
勤
務
に
賛
成
し
て
い

る
の
か
へ
そ
れ
と
も
反
対
し
て
い
る
の
か
唆
味
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
聞

き
手
で
あ
る
A
が
､
次
の
い
ず
れ
か

l
方
を
強
-
想
定
す
る
場
合
に
は
､

こ
の
唆
昧
性
は
文
脈
推
論
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
る
｡
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糾d
海
外
支
店
勤
務
は
独
身
者
の
方
が
よ
い

b

海
外
支
店
勤
務
は
妻
帯
者
や
家
庭
持
ち
の
方
が
よ
い

し
か
し
'

伽が
示
し
て
い
る
の
は
'
彼
ら
が
属
し
て
い
る
会
社
に
特
有
の

想
定
で
あ
り
'
同
じ
会
社
で
も
職
種
や
職
階
に
よ
っ
て
､

a
で
あ
る
こ
と

も
b
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
点
で
､

一
般
的
な
想
定
と
は
言
え
な
い
｡

そ
れ
に
対
し
て
'
B
の
発
話
に
次
の
よ
う
な
発
話
を
続
け
る
と
､
文
脈

効
果
に
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
変
化
が
見
ら
れ
る
｡

餌
B
｢①
太
郎
は
結
姫
し
て
い
ま
せ
ん
｡
②
英
語
引
得
意
で
す
｣

餌
B
｢①
太
郎
は
結
婚
し
て
い
ま
せ
ん
｡
②
英
語
も~
苦
手
で
す
｣

は
た
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
勤
務
に
英
語
が
ど
の
程
度
役
に
立
つ
か
の
か
と

い
う
こ
と
は
別
問
題
と
し
て
､
次
の
よ
う
な
推
論
規
則
を
想
定
す
る
こ
と

は
､
か
な
り

一
般
性
が
高
そ
う
で
あ
る
｡

S
d

英
語
が
得
意
な
人
は
､
海
外
勤
務
に
向
い
て
い
る
｡

b

英
語
が
苦
手
な
人
は
'
海
外
勤
務
に
向
い
て
い
な
い
｡

し
た
が
っ
て
'

餌は
太
郎
が
海
外
支
社
勤
務
の
適
任
者
で
あ
る
と
い
う
結

論
を
聞
き
手
に
伝
え
る
こ
と
に
な
り
'
そ
れ
に
よ
っ
て
B
は
A
の
提
案
に

賛
成
し
た
こ
と
に
な
る
｡

一
方
'

餌は
そ
れ
と
は
逆
の
結
論
と
効
果
を
聞

き
手
に
伝
え
る
｡

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
'
結
論
の
内
容
自
体
は
正
反
対
と
な
る
も
の
の
'

餌･
鮒
の
ど
ち
ら
も
'
そ
れ
ぞ
れ
の
①
と
②
と
が
同
じ
結
論
を
共
有
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
②
か
ら
推
論
さ
れ
た
結
論
が
'
さ
か
の
ぼ

っ

て
①
の
結
論
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

餌･
餌
の
②
に
使
用

さ
れ
た

｢も
｣
は
､
こ
の
よ
う
な
推
論
関
係
を
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
そ
の
証
拠
に
､
次
の
よ
う
に

｢も
｣
を
除
去
し
て
し

ま
う
と
､
①
と
②
が
同
じ
結
論
を
共
有
す
る
と
い
う
推
論
関
係

(後
に
述

ベ
る

｢同
列
性
解
釈
｣
の
1
魯
)
が
､
あ
ま
り
保
証
さ
れ
な
-
な
っ
て
し

ま

A
ノ
｡㈱

B
｢①
太
郎
は
結
婚
し
て
い
ま
せ
ん
｡
②
英
語
が
得
意
で
す
｣

鯛･p]｢①
太
郎
は
結
婚
し
て
い
ま
せ
ん
｡
②
英
語
が
苦
手
で
す
｣

こ
の
よ
う
な
観
察
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
'
何
ら
か
の
概
念
的
意
味

が

｢も
｣
に
言
語
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い
る
と
見
る
よ
り
も
'
発
話
処
理
に

(牲
-)

対
す
る

一
定
の
制
約
を
示
す
手
続
き
的
意

味

が
言
語
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い

る
の
だ
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
る
'
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

言
い
換
え
れ
ば
'
話
し
手
は

｢も
｣
を
用
い
る
こ
と
で
､
発
話
解
釈
の

た
め
の
一
定
の
処
理
手
続
き
を
発
帯
の
中
に
埋
め
込
ん
だ
の
だ
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
｡
｢も
｣
が
コ
ー
ド
解
読
さ
れ
た
段
階
で
'
そ
の
一
定
の
処

理
手
続
き
が
展
開
さ
れ
､
聞
き
手
の
解
釈
過
程
に
方
向
づ
け
な
行
う
｡
こ

f

う
し
て
聞
き
手
は
､
話
し
手
が
意
図
し
た
手
続
き
に
従
っ
て
へ
関
連
性
を

娼

有
す
る
解
釈
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
･,

t

六

｢も
｣
に
よ
る
文
脈
の
規
制
と
拡
張

発
話
解
釈
に
決
定
的
な
影
響
力
を
も
つ
の
が
文
脈
で
あ
る
こ
と
は
前
述

し
た
｡
｢も
｣
を
用
い
た
取
り
立
て
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
話
し
手
は
､

い
か
な
る
方
向
に
文
脈
を
規
制

･
拡
張
し
へ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
い
か
な

る
文
脈
効
果
を
達
成
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
か
｡
こ
の
こ
と
を
調
べ
る
た

め
に
､
ま
ず
'
｢も
｣
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
発
話
解
釈
の

た
め
の
文
脈
が
'
ど
の
よ
う
に
規
制
さ
れ
た
り
拡
張
さ
れ
た
り
す
る
か
な

見
よ
う
｡
榊

の
発
話
は
､

恥を
論
理
的
に
含
立
す
る
｡



帥
お
や
'
道
子
も
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
｡

郎
道
子
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る

し
か
し
'

銅か
ら
は
､
次
の
よ
う
な
情
報
も
得
ら
れ
る
｡

的
道
子
以
外
の
誰
か
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る

こ
の

鋤は
'
背
景
含
立

(
｢誰
か
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
｣)
か

ら
'

即の
発
話
含
立
を
除
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
簡
単
に
導
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
｡
し
た
が
っ
て
､

鋼は
､
限
定
付
き
の
新
た
な
背
景
含
立
と
し

て
'
｢道
子
以
外
の
誰
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
の
か
｣
と
い
う
方

向
に
聞
き
手
の
関
心
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
間
に
対
す
る
答
は
､

多
-
の
場
合
､
先
行
発
話
に
明
示
さ
れ
て
い
た
り
'
発
話
環
境
か
ら
直
接

得
ら
れ
た
り
､
記
憶
か
ら
呼
び
出
し
可
能
で
あ

っ
た
り
す
る
こ
と
だ
ろ
う
｡

も
し
答
が
特
定
で
き
た
な
ら
ば
､
推
論
が

一
歩
先
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
｡
ま
た
'
場
合
に
よ
っ
て
は
'
答
が
出
せ
な
い
で

｢道
子
以
外
の
誰

(注
8)

か
｣
と
い
う
よ
う
に
不
定
の
ま
ま
で
残
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､

そ
の
場
合
で
も
'

鋼の
よ
う
な
'
限
定
付
き
の
新
た
な
背
景
含
立
が
発
話

解
釈
に
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
｡
こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
｡

I
方
､
銅
の
発
話
に
つ
い
て
は
'
驚
き
と
い
う
命
題
態
度
を
伴

っ
て
表

出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
､
｢お
や
｣
と
い
う
表
現
か
ら
わ
か
る
｡
な

ぜ
驚
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
個
別
的
事
情
は
特
定
で
き
な
い
と
し
て
も
､

榊
の
発
話
か
ら
は
'
次
の

銅の
よ
う
な
想
定
が
得
ら
れ
る
.

脚
話
し
手
は
道
子
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
と
は
思

っ
て
い
な

か
っ
た

こ
れ
は
､
前
景
含
立

(
｢道
子
が
何
か
を
し
て
い
る
｣)
と
背
景
含
立

(｢誰

か
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
｣
)
と
が
､
発
話
時
よ
り
前
の
段
階
で

は
'
話
し
手
の
文
脈
想
定
の
中
で
'
十
分
に
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
と

(蔑
9
)

い
う
内
容
で
あ
る

｡

し
た
が

っ
て
､

鯛自
体
は
､
前
景
含
立
と
背
景
含
立

か
ら
簡
単
に
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
な
ぜ

銅の
よ
う
な
予
断
を
も

っ

て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
'
当
然
､

一
歩
先
に
進
め
た
推
論
が

必
要
に
な
る
が
'
こ
の
推
論
は
'
ど
の
よ
う
な
驚
き
で
あ

っ
た
か
と
い
う
'

命
題
態
度
の
解
釈
に
直
接
的
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
｡

的や
鯛の
よ
う
な
想
定
は
､
鋤
の
発
話
の

｢も
｣
を
契
磯
と
し
て
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
だ
と
見
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
'
｢も
｣
は
'
こ
の
発
話
の
処
理

に
必
要
な
背
景
情
報
を
特
定
す
る
た
め
の
手
続
き
を
聞
き
手
に
知
ら
せ
る

働
き
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
聞
き
手
は
'
そ
の
手
続
き
に
沿
っ
た
解

釈
を
行
う
よ
う
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

七

同
列
性
の
取
り
立
て
と
譲
歩
性
の
取
り
立
て

さ
て
'
｢も
｣
を
実
機
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
前
節
の
想
定

㈲･
鍋は
､

発
話
含
立

郎と
の
間
に
､
次
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
｡

糾
a

道
子
以
外
の
誰
か
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る

･･･-
細

い

(そ
れ
と
同
様
に
)

b

道
子
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る

･･･-
糾

う

(そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
)

C

許
し
手
は
道
子
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
と
は
思
っ
て
い

な
か
っ
た

･･････脚

田
野
村

(
t
九
九

l
)
は
'

a
を

｢よ
こ
の
含
み
｣､

C
を

｢た
て
の
含

み
｣
と
呼
ん
で
区
別
し
た
｡
｢よ
こ
の
含
み
｣
は

｢別
の
事
物
の
存
在
｣
の

｢暗
示
｣
で
あ
り
'
｢た
て
の
含
み
｣
は

｢そ
の
文
脈
に
お
い
て
'
述
語
と

49

二



は
結
び
付
き
に
-
い
も
の
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
｣
で
あ
る
｡
そ
の
上
で
､

田
野
村
は
'
｢も
｣
の
用
法
は
'
｢よ
こ
の
含
み
だ
け
を
も
つ
も
の
｣､
｢両

方
の
含
み
を
持
つ
も
の
｣'
｢た
て
の
含
み
だ
け
を
持
つ
も
の
｣
の
三
通
り

に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
､
し
か
も
'
こ
の
三
者
は

｢連
続
的
｣
で

(打IG)

あ
る
と
し
て
い
る

｡

鯛

の
想
定

a
は
､
発
話
の
含
立
b
に
対
し
て
'
｢
a
と
同
様
に
b
｣
と
い

う
同
列
的
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
｡
(
方
'
想
定

C
は
､
b
に
対
し
て
'
｢
C

(注
_1)

に
も
関
わ
ら
ず
b
｣
と
い
う
譲
歩
的
な
関
係
を
取
り
結
ぶ

｡

こ
の
よ
う
に
'

｢も
｣
に
よ
る
取
り
立
て
は
､
｢同
列
性
｣
｢譲
歩
性
｣
と
い
う
二
つ
の
軸

に
ょ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
同
列
性
に
基
づ
い
た
取
り
立
て
は
'

あ
る
想
定
を
､
そ
れ
と
同
列
性
を
有
す
る
他
の
想
定
か
ら
区
別
し
て
前
景

化
す
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
譲
歩
性
に
基
づ
い
た
取
り
立
て
は
'
あ
る
想

定
を
'
そ
れ
と
譲
歩
性
を
有
す
る
他
の
想
定
か
ら
区
別
し
て
前
景
化
す
る
｡

｢同
列
性
｣
｢譲
歩
性
｣
に
つ
い
て
は
､
次
の
よ
う
に
概
念
規
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
｡

細

孔

互
い
に
区
別
さ
れ
る
複
数
の
想
定
が
'
あ
る

7
定
の
同
じ
文
脈

の
中
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
相
同
的
な
文
脈
効
果
を
達

成
す
る
と
き
､
こ
れ
ら
の
想
定
間
に
認
め
ら
れ
る
相
互
関
係
を

｢同
列
性

(p
ara
Ee-ism
)
｣
と
呼
ぶ
｡

b

互
い
に
区
別
さ
れ
る
複
数
の
想
定
が
､
あ
る
一
定
の
同
じ
文
脈

の
中
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
背
反
的
な
文
脈
効
果
を
達

成
す
る
と
き
'
こ
れ
ら
の
想
定
間
に
認
め
ら
れ
る
相
互
関
係
を

｢譲
歩
性

(c
oncession
)
｣
と
呼
ぶ
｡

な
お
'
以
下
で
は
便
宜
的
に
､
取
り
立
て
を
同
列
性
の
軸
で
処
理
す
る

解
釈
を

｢同
列
性
解
釈
｣､
譲
歩
性
の
軸
で
処
理
す
る
解
釈
を

｢譲
歩
性
解

釈
｣
と
呼
び
分
け
る
こ
と
に
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
発
話
榊
に
対
し
て
t
的

a
の
よ
う
な
想
定
を
行
う
の
が

｢同
列
性
解
釈
｣
で
あ
り
'
糾

C

の
よ
う

な
想
定
を
行
う
の
が

｢譲
歩
性
解
釈
｣
で
あ
る
｡

同
列
性
解
釈
に
し
ろ
'
譲
歩
性
解
釈
に
し
ろ
'
発
話
含
立
'
前
景
含
立
'

背
景
含
立
か
ら
計
算
可
能
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
｡

｢も
｣
に
は
'
そ
の
計
算
の
仕
方
が
手
続
き
的
意
味
と
し
て
言
語
コ
ー
ド

化
さ
れ
て
お
り
､
｢も
｣
が
コ
ー
ド
解
読
さ
れ
た
段
階
で
､
そ
の
一
定
の
処

理
手
続
き
が
聞
き
手
の
解
釈
過
程
に
展
開
さ
れ
'
聞
き
手
の
解
釈
処
理
を

l
定
の
方
向
に
動
磯
づ
け
る
と
見
ら
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
聞
き
手
は
､
話

し
手
が
意
図
し
た
手
続
き
に
従
っ
て
､
関
連
性
の
あ
る
解
釈
を
獲
得
で
き

る
わ
け
で
あ
る
｡

50

八

同
列
性
解
釈
と
譲
歩
性
解
釈
の
事
例

こ
の
節
で
は
'
い
-
つ
か
の
発
話
事
例
に
即
し
て
'
｢も
｣
を
実
機
と
し

て
も
た
ら
さ
れ
る
同
列
性
解
釈
と
譲
歩
性
解
釈
の
実
際
を
検
討
し
た
い
｡

【事
例
-
】

㈹

隣
の
ク
ラ
ス
の
美
樹
ち
ゃ
ん
'
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
遺
産
で
旭
町
の

建
売
買

っ
た
の
よ
｡
い
い
な
あ
｡
わ
た
し
引
自
分
の
都
農
ほ
し
い
｡

(A
I
5
)

傍
線
部
の

｢も
｣
に
つ
い
て
､
前
景
含
立
を
含
む
命
題
は
'
次
の
よ
う

に
解
釈
さ
れ
る
｡

-
抑

わ
た
し
が
自
分
の
部
鼻
を
与
え
て
も
ら
う
こ
と



こ
れ
に
対
す
る
同
列
性
解
釈
は
､
先
行
発
話
の
内
容
か
ら
次
の
よ
う
に
想

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

㈹

隣
の
ク
ラ
ス
の
美
樹
ち
ゃ
ん
が
自
分
の
部
屋
を
与
え
て
も
ら
っ
た

の
と
同
様
に

ま
た
へ
譲
歩
性
解
釈
は
､
次
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

鯛

私
は
ま
だ
自
分
の
部
屋
を
与
え
て
も
ら
っ
て
い
な
い
け
れ
ど

【事
例
2
】

㈹
A
｢手
紙
つ
い
た
?
｣

Fq
｢う
ん
､
わ
た
し
引
ま
た
書
-
ね
｣

(C
-
a
)

B
の
発
話
の

｢も
｣
に
つ
い
て
､
前
景
含
立
を
含
む
命
題
は

'
次
の
よ

う
に
解
釈
さ
れ
る
｡

㈱
わ
.た
し
が
近
い
う
ち
に
A
に
手
紙
を
書
-
こ
と

こ
の
と
き
､
同
列
性
解
釈
は

㈹の
よ
う
に
､
譲
歩
性
解
釈
は

脚の
よ
う
に

得
ら
れ
る
｡

㈹
Aが
わ
た
し
に
手
紙
を
書
き
送
っ
て
-
れ
た
の
と
同
様
に

㈹
わ
た
し
は
ま
だ
A
に
返
事
の
手
紙
を
書
い
て
い
な
い
の
だ
け
ど

【事
例
3
】

㈹
A
｢お
ば
さ
ん
'
こ
れ
母
か
ら
｣
(と
手
土
産
を
渡
す
)

B

｢あ
ら
'
ど
う
も
｡
あ
の
人
も
来
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
ね
ぇ
｣

(c
I
86
)

B
の
発
話
の

｢も
｣
に
つ
い
て
､
前
景
含
立
を
含
む
命
題
は

'
個の
よ

う
に
解
釈
さ
れ
へ
ま
た
'
同
列
性
解
釈
は
㈹
の
よ
う
に
､
譲
歩
性
解
釈
は

㈹
の
よ
う
に
得
ら
れ
る
｡

(Aや(細 (柏

A
の
母
親
が
B
の
家
に
来
る
こ
と

A
が
B
の
家
に
来
る
の
と

一
緒
に

A
の
母
親
は
実
際
に
は
B
の
家
に
来
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど

【事
例
4
】

㈹
A

｢君
ん
ち
'
お
母
さ
ん
引
働
い
て
る
の
｣

B

｢仕
方
な
い
だ
ろ
'
お
と
う
が
戦
死
し
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
か
ら
｣

(D
-
9
)

A
の
発
話
に
つ
い
て
'
前
景
含
立
を
含
む
命
題
は
'

㈹の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
る
｡

㈹
Eqの
母
親
が
働
い
て
い
る
こ
と

A
は
'
発
話
時
に
お
い
て
は
､
B
の
父
親
が
戦
死
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら

一

な
い
｡
そ
こ
で
'
同
列
性
解
釈
と
し
て
は
鋤
の
よ
う
な
想
定
が
､
譲
歩
性

5

解
釈
と
し
て
は

机の
よ
う
な
想
定
が
得
ら
れ
る
｡

l

榊

B
の
父
親
が
働
い
て
い
る
の
に
加
え
て

㈹
ふ
つ
う
の
母
親
は
家
に
い
て
働
か
な
い
も
の
な
の
に

【事
例
5
】

印
今
日
は
'
特
別
の
見
学
日
と
い
う
こ
と
で
社
長
を
は
じ
め
重
役
の

方
々
引
お
み
え
に
な
り
ま
す
｡
広
告
も
出
し
ま
し
た
か
ら
見
学
者
も

一
層
多
い
と
思
い
ま
す
｡

(A
-
71)

｢も
｣
が
三
箇
所
使
用
さ
れ
て
い
る
｡
い
ま
'
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

､
前

景
含
立
を
含
む
命
題
は
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
｡

脚
a

重
役
た
ち
が
来
る
こ
と

b

広
告
を
出
し
た
こ
と



C

見
学
者
が

一
層
多
い
こ
と

こ
の
8
-

C
は
､
い
ず
れ
も
軸
を
帰
結
も
し
-
は
新
港
と
す
る
個
々
の
事

例
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
中

軸
今
日
が
特
別
の
見
学
日
で
あ
る
こ
と

｢帰
結
も
し
-
は
前
提
｣
と
言
っ
た
の
は
r
例
え
ば
､
乱
の
場
合
､
次
の

い
ず
れ
の
理
解
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
｡

朗

a

今
日
は
特
別
の
見
学
日
だ
か
ら
重
役
た
ち
が
来
る

b

今
日
は
重
役
た
ち
が
来
る
か
ら
特
別
の
見
学
日
で
あ
る

し
か
し
､
い
ず
れ
に
し
て
も
､
伽
を
共
通
の
帰
結
も
し
-
ほ
前
鍵
と
す
る

と
い
う
点
で
'
輯

8
-

C
は
t
同
列
性
を
有
し
て
お
り
へ
相
互
に
同
列
性

解
釈
を
得
る
た
め
の
文
脈
と
し
て
境
能
し
あ
う
｡

一
方
､
そ
れ
が

｢特
別
の
見
学
日
｣
の
特
別
な
事
象
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
'
逆
に
'
次
の
よ
う
な
沸
歩
性
解
釈
が
得
ら
れ
る
｡

鍋

a

ふ
つ
う
な
ら
重
役
た
ち
は
来
た
り
し
な
い
の
紅

b

ふ
つ
う
な
ら
広
告
を
出
し
た
り
し
な
い
の
に

C

ふ
つ
う
な
ら
見
学
者
の
数
は
そ
れ
捻
ど
多
く
な
い
の
に

【事
例
6
】

齢

A

｢絵
理
子
が
い
な
-
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
よ
･･････L

B
｢え
?
｣

A
｢店
鋸

や
め
て
､
あ
そ
こ
の
部
鼻
引
出
た
の
よ
-
-
｣

(c
I
捕
)

二
つ
の

｢も
｣
に
つ
い
て
.
前
景
含
立
を
含
む
命
題
は
'
そ
れ
ぞ
れ
次

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
｡

鏑

a

絵
理
子
が
店
を
や
め
た
こ
と

b

絵
澄
子
が
自
分
の
都
農
を
出
た
こ
と

こ
れ
は
'
ど
ち
ら
も
､
最
初
の
A
の
発
帯
か
ら
得
ら
れ
る
榊
の
内
容
を
確

証
す
る
事
実
に
相
当
す
る
｡

棉

絵
澄
子
が
い
な
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

共
通
の
想
定
銅
を
確
証
し
て
い
る
点
で
'
餌
の
d
と
b
は
同
列
性
を
有
し

て
お
り
へ
互
い
に
同
列
性
解
釈
を
得
る
た
め
の
文
脈
と
し
て
墳
能
し
あ
う
｡

一
方
､
譲
歩
性
解
釈
と
し
て
は
へ
そ
れ
ぞ
れ
､
次
の
よ
う
な
想
定
が
得

ら
れ
る

(括
弧
内
は
､
引
用
し
な
か
っ
た
部
分
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
)
｡

納

札

絵
理
子
が

(彼
女
が
気
に
入
っ
て
お
り
'
ま
た
報
酬
も
多
-
ち

ら
っ
て
い
た
)
店
を
や
め
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
に

b

絵
理
子
が

(愛
す
る
息
子
と
二
人
き
り
で
暮
ら
し
て
い
た
)
自

分
の
部
鼻
を
出
て
行
-
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
に

こ
の
よ
う
な
形
で
譲
歩
性
解
釈
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
｢な
ぜ

だ
か
理
由
が
わ
か
ら
な
い
｣
と
い
う
怪
許
な
思
い
が
t
A
の
発
藩
の
命
題

態
度
と
し
て
解
釈
で
き
る
.

【
事
例

7
】

釦

ふ
と
ん
が
重
-
て
､
息
が
苦
し
い
｡
め
し
引
ろ
く
に
食
え
ま
せ
ん
｡

(

E
-

1-

7
)

傍
線
部
の

｢も
｣
に
つ
い
て
､
前
景
含
立
を
含
む
命
題
は
､
次
の
よ
う

に
解
釈
さ
れ
る
｡

栂

め
L
が
ろ
-
に
食
え
な
い
こ
と

鮒は
､
自
分
自
身
の
病
状
が
良
-
な
い
こ
と
を
訴
え
た
発
話
で
あ
る
が
'

そ
の
こ
と
を
非
明
示
的
に
相
手
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'

自
分
の
病
状
が
良
く
な
い
と
い
う
帰
穀
を
も
た
ら
す
想
定
が
'
同
列
性
解
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釈
と
し
て
求
め
ら
れ
､
先
行
発
話
か
ら
次
の
よ
う
に
得
ら
れ
る
｡

約

ふ
と
ん
が
重
-
て
'
息
が
く
る
し
い
こ
と

一
方
'
譲
歩
性
解
釈
は
､
次
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

糾
め
し
ぐ
ら
い
は
食
え
そ
う
な
も
の
な
の
に

こ
の
諌
歩
性
解
釈
か
ら
､
話
し
手
の
い
ら
だ
ち
や
不
安
と
い
う
よ
う
な
思

い
が
､
発
育
の
命
題
態
度
と
し
て
解
釈
で
き
る
こ
と
に
な
る
｡

九

弱
い
同
列
性
解
釈
と
弱
い
譲
歩
性
解
釈

同
列
性
解
釈
が
弱
い
想
定
と
し
て
し
か
得
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
｡

脚

A
｢陽
子
ち
ゃ
ん

(=
B
)
'
ず

っ
と
､
あ
そ
こ
で
バ
イ
ト
し
て
る
ん

だ
｣

B

｢そ
う
な
の
｡
-
･･･あ
'
ケ
ー
キ
の
種
類
引
少
し
増
え
た
よ
.
新

し
い
の
持

っ
て
き
て
あ
げ
る
ね
｣

(C
-
87
)

B
の
発
話
に
つ
い
て
'
前
景
含
立
を
含
む
命
題
は
､
約
の
よ
う
に
解
釈
さ

れ
る
｡

餌

ケ
ー
キ
の
種
類
が
少
し
増
え
た
こ
と

A
と
B
は
'
か
つ
て
同
じ
ケ
ー
キ
屋
の
店
員
と
し
て

7
緒
に
ア
ル
バ
イ
ト

を
し
て
い
た
｡
そ
こ
で
､
そ
の
当
時
店
頭
に
並
ん
で
い
た
ケ
ー
キ
の
種
類

に
つ
い
て
､
A
が
ま
だ
覚
え
て
い
る
と
い
う
見
込
み
を
t
B
は
持
つ
こ
と

が
で
き
る
｡
し
た
が
っ
て
､
A
は
､
B
の
発
話
か
ら
'
次
の

a
も
し
く
は

b
の
よ
う
な
譲
歩
性
解
釈
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡

帥

d

あ
の
頃
は
､
ケ
ー
キ
の
種
類
は
と
て
も
少
な
か
っ
た
け
れ
ど

b

あ
の
頃
は
､
ケ
ー
キ
の
種
類
は
ず

っ
と
変
わ
ら
な
い
ま
ま
だ

っ

た
け
れ
ど

と
こ
ろ
が
､
同
列
性
解
釈
に
つ
い
て
は
'
た
か
だ
か
次
の
よ
う
な
弱
い

想
定
し
か
得
ら
れ
な
い
｡

紬

ケ
ー
キ
の
種
類
以
外
に
も
'
何
か
変
化
し
た
こ
と
が
あ
る

次
の
例
も
同
様
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
N
H
X
ラ
ジ
オ
の
深
夜
香
取
で
耳

に
し
た
例
で
あ
る
｡

脚

渋
谷
も
深
夜

一
時
を
過
ぎ
る
と
人
通
り
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
｡

譲
歩
性
解
釈
と
し
て
は
卵
の
想
定
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
'
同
列
性
解

釈
と
し
て
は
卯
の
よ
う
な
弱
い
想
定
し
か
得
ら
れ
な
い
｡

㈹

渋
谷
は
'
昼
夜
を
問
わ
ず
人
通
り
が
絶
え
な
い
け
れ
ど

㈹

渋
谷
以
外
の
場
所
も
深
夜

l
時
を
過
ぎ
る
と
人
通
り
が
少
な
い

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
'
㈹
の
想
定
が
､
渋
谷
は
日
本
随

1
の
繁
華

街
で
あ
る
と
い
う
常
識
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
常
識

を
背
景
と
し
た
譲
歩
性
解
釈
卵
と
､
弱
い
同
列
性
解
釈
㈹
を
総
合
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
'
｢渋
谷
以
外
の
場
所
に
つ
い
て
は
首
う
ま
で
も
な
-
｣
と

(注
l)

い
う

一
種
の
ス
カ
ラ
ー
解
釈
が
も
た
ら
さ
れ
る

｡

次
の
よ
う
な
例
で
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
｡

㈹
美
空
ひ
ば
り
引
､
も
う
こ
の
世
に
い
な
い
｡

㈹

棄
雪
で
知
ら
れ
る
高
田
引
､
こ
こ
数
年
は
少
雪
だ
｡

別
の
例
を
挙
げ
る
｡
太
郎
は
話
し
手
の
息
子
で
あ
る
と
す
る
｡

㈹

太
郎
引
二
十
歳
に
な

っ
た
｡

ひ
と
ま
ず
､
次
の
よ
う
な
同
列
性
解
釈

･
譲
歩
性
解
釈
を
想
定
す
る
と
し

よ
う
｡
同
列
性
解
釈
を
進
め
る
文
脈
が
な
い
の
で
'
同
列
性
に
つ
い
て
は

㈹
の
よ
う
な
弱
い
想
定
し
か
得
ら
れ
な
い
｡
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㈹

太
郎
以
外
の
人
が
二
十
歳
に
な
る
の
と
同
様
に

そ
の
代
わ
り
､
こ
の
例
で
は
譲
歩
性
解
釈
に
つ
い
て
注
意
が
必
要
で
あ
る
.

仮
に
次
の
よ
う
な
譲
歩
性
解
釈
を
想
定
し
て
み
よ
う
｡

㈹

太
郎
が
二
十
歳
に
な
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
に

し
か
し
､
生
き
て
い
る
限
り
'
誰
で
も
二
十
歳
を
迎
え
る
こ
と
を
考
え

る
と
､
b
の
想
定
は
こ
の
ま
ま
で
は
多
少
と
ん
ち
ん
か
ん
で
'
十
分
な
文

脈
効
果
が
得
ら
れ
そ
う
に
な
い
｡
㈹
の
譲
歩
性
解
釈
は
'
十
分
な
文
脈
効

果
を
得
る
に
は
弱
す
ぎ
る
の
で
み
る
｡
そ
こ
で
､
例
え
ば
'
次
の
よ
う
に

敷
術
拡
張
し
て
'
譲
歩
性
解
釈
を
補
強
し
､
よ
り
関
連
性
の
あ
る
解
釈
を

求
め
る
こ
と
に
な
る
｡

㈹

話
し
手
は
､
太
郎
が
こ
ん
な
に
早
く
二
十
歳
に
な
る
と
は
思

っ
て

い
な
か
っ
た

こ
う
し
て
得
ら
れ
た
譲
歩
性
解
釈
が
'
㈹
の
発
話
の
命
題
態
度
と
密
接
な

関
係
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

次
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
も
同
様
の
解
釈
処
理
が
要
請
さ
れ
る
｡

鋤 銅 開

ご
披
需
宴
も
い
よ
い
よ
お
開
き
の
時
間
と
な
り
ま
し
た
｡

棚
卸
し
もー
終
わ

っ
た
L
t
今
日
は
銀
座
に
繰
り
出
そ
う
｡

や
っ
と
こ
や
っ
と
こ

ひ
と
ま
わ
り

き
ゅ
-
ぴ
も
ぽ

っ
ぽ
も

ら

っ
た
っ
た

フ
ラ
ン
ス
に
ん
ぎ
ょ
う
引

と
び
だ
し
て

ふ
え
ふ
き
ゃ
た
い
こ
が

ぽ
ん
ば
ら
ぽ
ん

鯛
は
'
海
野
厚

｢お
も
ち
ゃ
の
マ
ー
チ
｣
の
歌
詞
で
あ
る
｡
傍
線
部
の

｢も
｣
に
つ
い
て
は
'
同
列
性
を
優
先
さ
せ
た
解
釈
'
譲
歩
性
を
優
先
さ

せ
た
解
釈
'
同
列
性

･
譲
歩
性
を
同
程
度
と
見
る
解
釈
､
の
三
タ
イ
プ
に

分
か
れ
そ
う
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
同
列
性
解
釈
に
も
'
譲
歩
性
解
釈
に
も
､
想
定
の
強
弱

が
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
発
話
に
よ
っ
て
は
､
譲
歩
性
よ
り
も
同
列
性
の

方
が
強
-
意
識
さ
れ
る
解
釈
処
理
が
行
わ
れ
た
り
'
逆
に
､
同
列
性
の
方

が
譲
歩
性
よ
り
も
強
く
意
識
さ
れ
る
解
釈
処
理
が
行
わ
れ
た
り
す
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡

し
か
七
､
例
え
ば
､
同
列
性
解
釈
の
方
が
は
る
か
に
強
い
場
合
で
も
'

譲
歩
性
解
釈
も
弱
い
な
が
ら
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
私
は
採
り

た
い
と
思
う
｡
そ
の
逆
の
場
合
も
'
も
ち
ろ
ん
あ
り
う
る
｡
ま
た
､
｢も
｣

の
働
き
に
よ
ら
な
-
て
も
､
十
分
な
文
脈
効
果
が
約
束
さ
れ
て
い
る
発
話

の
場
合
に
は
'
同
列
性
解
釈

･
譲
歩
性
解
釈
と
も
弱
-
し
か
想
定
さ
れ
な

い
と
い
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
｡
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
｡

舶
一
年
じ
ゅ
う
を

思
い
だ
し
て
ご
ら
ん

あ
ん
な
こ
と
こ
ん
な
こ
と

あ

っ
た
で
し
ょ
う

桃
の
お
花
も

き
れ
い
に
咲
い
て

一

も
う
す
ぐ
み
ん
な
は

-
年
生

こ
れ
は
'
増
子
と
し

｢お
も
い
で
の
ア
ル
バ
ム
｣
の
歌
詞
で
あ
る
｡
傍

線
部
の

｢も
｣
に
対
し
て
は
'
同
列
性
解
釈
も
譲
歩
性
解
釈
も
､
弱
い
想

定
し
か
解
釈
し
に
く
い
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
部
分
の
発
話
が
､

幼
稚
園
の
卒
園
式
の
日
に
､
受
け
持
ち
の
先
生
が
園
児
に
向
け
て
言

っ
た

発
話
で
あ
る
と
仮
定
し
て
み
る
と
､
次
の
よ
う
な
同
列
性
解
釈
が
想
定
可

能
と
な
る
O

脚

a

今
年
も
春
が
め
ぐ

っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
帰
結
と
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
想
定

(例
え
ば
､
日
差
し
も
明
る
-
な
り
雪
も
融
け
き
っ

た
の
に
加
え
て
)

b

今
年
も
卒
園
式
の
日
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
帰
結
と
す
る
さ
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ま
ざ
ま
な
想
定

(例
え
ば
'
み
ん
な
立
派
に
成
長
し
て
'
晴
れ
や

か
に
巣
立
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
と
同
様
に
)

ま
た
'
諌
歩
性
解
釈
と
し
て
は
､
次
の
よ
う
な
想
定
が
可
能
で
あ
る
｡

舶

こ
れ
ほ
ど
早
-
桃
の
花
が
咲
-
と
は
思

っ
て
い
な
か

っ
た
の
に

(す
な
わ
ち
'
こ
れ
ほ
ど
早
-
み
ん
な
が
卒
園
の
日
を
迎
え
る
と

は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
｡
あ
る
い
は
'
こ
れ
ほ
ど
早
-
別
れ

の
日
が
来
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
)

も
ち
ろ
ん
､
舶

･
脚
の
よ
う
な
想
定
を
す
る
に
は
､
処
理
労
力
が
余
計

に
か
か
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
'
私
は
､
特
に

鵬の
よ
う
な
譲
歩
性
解

釈
を
想
定
す
る
こ
と
は
'
鮒

の
発
話
の
命
層
態
度
を
よ
り
深
-
解
釈
す
る

上
で
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
.
春
の
訪
れ
を
喜
び
へ
新
し
い
旅
立
ち
を
言

祝
ぎ
つ
つ
も
'
別
れ
の
春
の
淋
し
さ
を
ふ
と
感
じ
る
と
い
う
'
割
り
切
れ

ぬ
思
い
が
'
こ
の
発
話
に
は
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
｡
こ
の
例
の
よ
う
な
文
芸
作
品
の
場
合
に
は
'
｢も
｣
の
解
釈
ひ
と
つ

に
し
て
も
'
特
別
労
力
が
代
償
効
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
配
慮
し

た
解
釈
が
必
要
で
あ
る
｡

注-

含
立
の
階
層
的
順
序
に
関
わ
る
W
its
on
and
S
p
erb
e
r
(1979)
の
見

方
を
助
詞

｢も
｣
の
記
述
説
明
に
適
用
す
る
に
当
た

っ
て
は
'

B

tak
e
m
ore
()98
7:
97
-
)04
)

i

B
r
a

ss
()990:
)34
-
44)
に
お
け

る
.a-so
､に
関
す
る
議
論
の
進
め
方
を
参
照
し
た
｡
ま
た
'
統
語
構
造
の

範
噂
表
示
と
含
立
概
念
の
範
噂
表
示
の
平
行
性
に
つ
い
て
は
'

S
p
erber
and
W
itso
n
()986
:
2
0
5
-
6)
に
枝
分
か
れ
構
造
図
を
用
い

た
説
明
が
あ
る
｡

2

｢文
脈

(c
ontext)｣
は

Sperber
and
W
its
on
()986)
の
関
連
性

理
論
で
の
用
法
に
従
う
｡
W
itso
n
()994)
に
よ
れ
ば
､
文
脈
は
'
意
図

さ
れ
た
発
話
解
釈
に
到
達
す
る
際
に
加
え
ら
れ
る
想
定
の
集
合
で
あ
り
'

聞
き
手
が
そ
の
時
利
用
可
能
な
ヘ
音
し
手
と
の
共
有
情
報
や
聞
き
手
に

特
有
な
情
報
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
｡

3

｢取
り
立
て
｣
に
関
し
て
'
従
来
の
代
表
的
な
概
念
規
定
を
列
挙
す

る
｡
沼
田

(
一
九
八
六
)
は

｢と
り
た
て
詞
｣
を
'
｢文
中
の
種
々
な
要

素
1

日
者
-
を
と
り
た
て
'
こ
れ
に
対
す
る
他
の
要
素
-

他
者
I
と
の

論
理
的
関
係
を
示
す
語
｣
と
規
定
し
て
い
る

二

〇
入
貢
)
｡
小
林

二

九
八
七
)
は
'
｢取
り
立
て
機
能
｣
を
'
｢文
中
の
あ
る
要
素
に
読
み
手

や
聞
き
手
の
注
意
を
引
き
付
け
､
そ
の
要
素
を
暗
黙
の
う
ち
に
比
較
の

対
象
と
了
解
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
順
序
付
け
る
こ
と
に
よ
り
'

対
比
的
に
際
立
た
せ
る
磯
能
｣
と
規
定
し
て
い
る

(九
四
頁
)
∵
益
岡

(
一
九
九
°
)
で
は
'
｢取
り
立
て
｣
を
'
｢あ
る
命
題
を
範
列
的
に
対

立
す
る
他
の
命
題
を
背
景
と
し
て
取
り
立
て
る
こ
と
｣
と
規
定
し
て
い

る

(五
貢
)
｡
寺
村

(
f
九
九

t
)
は
､
｢取
り
立
て
助
詞
｣
の
機
能
を
､

｢文
中
の
い
ろ
い
ろ
な
構
成
要
素
を
き
わ
だ
た
せ
'
な
ん
ら
か
の
対
比

的
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
｣
と
規
定
し
て
い
る

(
二
二
貢
)
｡
こ
れ
ら

は
'
①
前
景
を
取
り
立
て
る
に
は
背
景
が
必
要
で
あ
る
'
と
い
う
点
で

は
共
通
し
て
い
る
が
､
②
前
景
と
背
景
と
が
'
ど
う
い
う
資
格
で
､
ど

う
い
う
関
係
を
と
り
結
ぶ
か
へ
と
い
う
点
に
ず
れ
が
あ
る
｡

4

回
は
い
わ
ゆ
る

｢総
記
｣
の
用
法
と
な
る
｡
｢総
記
｣
は
'
久
野

(
7

九
七
三
)
の
用
語
で
'
｢中
立
叙
述
｣
に
対
す
る
｡
柴
谷

(
一
九
九
〇
)

は
､
総
記
の

｢が
｣
を
認
め
る
な
ら
ば
'
総
記
の

｢が
｣
ば
か
り
で
な
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-
'
総
記
の

｢を
｣'
総
記
の

｢に
｣
な
ど
も
認
め
な
く
て
ほ
な
ら
な
く

な
る
と
述
べ
､
｢が
｣
の
意
味

･
用
法
を
総
記
と
中
立
叙
述
に
分
類
す

る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
が
'
こ
の
批
判
に
私
も
賛
同
す
る
｡
ま
た
'

一
般
に

｢卓
立

(proヨ
inenc
e)
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
韻
律
特
徴
が
､
聞

き
手
に
前
景
含
立
の
あ
り
か
を
推
論
さ
せ
る
実
機
と
な
り
う
る
と
い
う

点
で
取
り
立
て
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
取
り
立
て

を
情
報
構
造
上
の
特
性
で
あ
る
と
見
る
立
場
か
ら
は
'
必
ず
し
も
語
尭

統
語
的
要
素
の
み
に
よ
っ
て
取
り
立
て
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

必
然
性
は
何
も
な
い
｡
な
お
'
韻
律
特
徴
が
名
詞
句
の

｢総
記
｣
の
読

み
と
深
-
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
郡

二

九
八
九

･
一
九

九
二
)
参
照
｡

5

従
来

｢係
助
詞
｣
｢副
助
詞
｣
と
さ
れ
て
い
た
助
詞
類
で
あ
る
｡
現
代

日
本
語
に
お
い
て
'
｢係
助
詞
｣
と

｢副
助
詞
｣
の
内
包
が
ど
の
よ
う
に

区
別
さ
れ
る
の
か
'
ま
た
'
そ
れ
ぞ
れ
の
外
延
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す

る
の
か
に
つ
い
て
は
へ
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
と
は
言
い
難
い
｡
近

藤

(
一
九
八
三
)
は
､
意
味

･
統
語
の
両
面
か
ら
多
角
的
な
問
題
分
析

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
副
助
詞
の
本
質
と
体
系
を
描
き
出
そ
う
と
し

て
い
る
｡
ま
た
'
城
田

二

九
八
七
)
も
､
副
助
詞
の
内
包
と
外
延
に

関
す
る
分
類
整
理
を
試
み
て
い
る
｡

6

工
藤

(
1
九
<
二
)
は
'
副
詞
の
下
位
分
類
と
し
て

｢と
り
た
て
副

詞
｣
を
設
定
し
'
｢限
定
､
見
横
り
方
と
い
っ
た
'
文
の
特
定
の
部
分
の

と
り
た
て
-
つ
ま
り
､
表
現
さ
れ
て
い
な
い
他
の
同
類
の
も
の
ご
と
と

の
p
a
rad
ig
ヨ
atic
な
関
係
づ
け
ー
に
か
か
わ
る
も
の
｣
(四
六
貢
)
と

規
定
し
て
い
る
｡
ま
た
'
野
田

(
l
九
八
四
)
に
も
､
｢と
り
た
て
の
副

詞
｣
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
他
､
小
林

二

九
八
七
)
は
､
｢最
初

に
･
特
に
･
お
も
に
｣
な
ど
の

｢序
列
副
詞
｣
が

｢取
り
た
て
磯
能
｣

を
有
し
て
い
る
と
し
て
お
り
'
こ
の
見
方
は
'
小
林

(
一
九
九
三
)､
赤

羽
根

(
一
九
九
四
)
な
ど
に
継
東
さ
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
益
岡

(
一

九
九
〇
)
で
は
'
｢取
り
立
て
｣
を
､
｢あ
る
命
題
を
範
列
的
に
対
立
す

る
他
の
命
題
を
背
景
と
し
て
取
り
立
て
る
こ
と
｣
と
規
定
し
'
｢取
り

立
て
を
表
現
す
る
形
式
｣
に

｢取
り
立
て
助
詞
｣
と

｢取
り
立
て
の
副

詞
｣
の
二
種
類
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
な
お
､
文
末
の

｢の
だ
｣
表

現
も
'
い
わ
ゆ
る

｢前
提
-
焦
点
｣
と
い
う
情
報
構
造
解
釈
に
影
響
を

与
え
う
る
点
で
､
取
り
立
て
の
範
噂
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
｡

田
窪

(
一
九
八
七
)
に
関
連
し
た
記
述
が
あ
る
｡
ま
た
'
分
裂
文
な
ど

を

｢取
り
立
て
構
文
｣'
韻
律
特
徴
に
よ
る
卓
立
を

｢取
り
立
て
音
調
｣

と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
｡

Sp
e
ber
and
W
itso
n
()993)
に
よ
れ
ば
､
発
話
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ

る
内
容
の
う
ち
'
言
語
的
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
内
容
は
､
概
念
的
意
味

(con
ceptu巴

ヨ
eaning
)
と
手
続
き
的
意
味

(
p
ro
ced亡ral

m
ean
ing
)
に
分
け
ら
れ
る
｡
後
者
は
､
解
釈
処
理
に
必
要
な
推
論
の

計
算
方
法
を
示
す
｡
手
続
き
的
意
味
は
､
表
意
解
釈

(命
題
態
度
の
解

釈
も
含
む
)
や
推
意
解
釈
に
対
す
る

｢制
約
｣
と
し
て
磯
能
す
る
｡
こ

の
よ
う
な

｢制
約
｣
の
見
方
に
つ
い
て
は
t
B
lak
em
ore
(1987)
を
参

照
の
こ
と
｡

沼
田

(
1
九
<
六
)
は

｢慣
用
句
の
1
部
｣
な
ら
び
に

｢慣
用
的
な

も
の
｣
を
除
い
た

｢も
｣
を
三
種
に
分
類
し
'
｢単
純
他
者
肯
定
｣
の

｢も
~
｣､
｢意
外
｣
の

｢も
2
｣'
｢柔
ら
げ
｣
の

｢も
｣

と
し
た
｡
例
え

ば
'
鯛

の
発
話
で

｢道
子
以
外
の
誰
が
太
郎
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
の

か
｣
と
い
う
問
に
対
す
る
答
を
特
定
で
き
る
場
合
は

｢も
1｣

と
な
り
'
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10it!
特
定
で
き
な
い
で
不
定
の
ま
ま
残
さ
れ
る
場
合
は

｢も
｡
｣

と
な
る
｡
な

お
'
｢も
｡｣

を

｢柔
ら
げ
｣
と
呼
ぶ
こ
と
は
'
沼
田

二

九
九
四
)
に

お
い
て

｢不
適
当
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｣
と
さ
れ
'
｢不
定
他
者
肯

定
｣
と
い
う
呼
称
が
与
え
ら
れ
た
｡

山
中

(
一
九
九

一
･4)
は
'
本
文
榊
の
発
話
i)
対
し
て
想
定
さ
れ
る

恥に
つ
い
て
'
｢捷
示
し
た
要
素
の
他
に
も
そ
の
命
題
を
満
た
す
要
素

の
存
在
を
合
意
す
る
｣
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
と
L
t
そ
の
要
素
の
集
合

を

｢対
席
集
合
｣
と
呼
ぶ
｡
さ
ら
に
､
対
照
集
合
の
要
素
が

｢期
待

･

予
測
す
る
順
に
配
列
｣
さ
れ
た
と
き
の

｢話
し
手
の
期
待

･
予
測
の
度

合
｣
を

｢E
X
P
E
C
T
値
｣
と
呼
び
､

脚の
よ
う
な
想
定
は
､
こ
の

E
X
P

E
C
T
債
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

｢含
意
｣
だ
と
説
明
す
る
｡

｢も
｣
の
用
法
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
に
つ
い
て
'
沼
田

二

九
九

四
)
は

｢も
｣
が

｢同
音
異
義
語
｣
で
あ
る
と
主
張
し
'
｢も
ー
｣

｢も
2
｣

｢も
｣

を
別
の
語
と
し
て
区
別
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'

田
野
村

(
一
九
九

こ

は
'
｢も
｣
の

｢基
本
的
な
働
き
｣
を

｢よ
こ
の

含
み
｣
を
暗
示
す
る
こ
と
に
求
め
､
｢た
て
の
含
み
｣
は

｢
よ
こ
の
含

み
｣
か
ら
生
じ
る

｢派
生
的
な
現
象
｣
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
同
じ
よ

う
に
､
｢も
｣
の
多
様
性
を
統

一
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
'
山

辛

(
f
九
九

l
d
二

九
九

一
b
)､
定
延

(
T
九
九
三
二

九
九
五
)

な
ど
に
見
ら
れ
る
｡
ま
た
'
沼
田

(
一
九
九
五
)
は
こ
れ
ら
に
対
し
て
'

反
論
な
い
し
は
留
保
を
行
っ
て
い
る
｡

荒
木
ほ
か

(
一
九
九
二
)
で
は
'
｢譲
歩
｣
疋
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解

説
さ
れ
て
い
る
｡
｢あ
る
事
柄
を
述
べ
る
と
き
に
'
そ
れ
に
相
反
す
る

か
'
ま
た
は
結
び
付
か
な
い
の
だ
け
れ
ど
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
主

た
る
事
柄
の
有
効
性
を
失
わ
せ
な
い
容
認
す
べ
き
事
柄
と
し
て
付
加
さ

れ
る
付
随
的
陳
述
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
対
比
し
て
い
る
二
つ
の
命
題
に

お
い
て
'

I
方
の
内
容
か
ら
見
る
と
他
方
の
内
容
が
意
外
で
あ
っ
た
り
'

驚
き
で
あ
る
場
合
の
も
の
を
い
う
｡｣
(三
一
〇
-
1
貢
)

12

三
井

二

九
九
四
)
は
'
こ
の
よ
う
な
想
定
を

｢極
限
性
｣
と
呼
び
'

｢も
｣
の
意
味
を
決
定
す
る

｢素
性
｣
の
T
つ
で
あ
る
と
い
う
観
点
か

ら
説
明
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
極
限
性
'
非
尋
常
性
な
ど
の
ス
カ
ラ
ー

解
釈
の
多
-
は
､

T
定
の
文
脈
効
果
達
成
の
た
め
に
'
弱
い
同
列
性
解

釈
と
強
い
譲
歩
性
解
釈
と
を
結
び
つ
け
た
'
総
合
的
含
意
と
し
て
得
ら

れ
る
と
私
は
見
て
い
る
｡

参
考
文
献
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と
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｣
へ
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山

定
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利
之

デ
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』
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田

俊
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田
窪
行
則

-
五

一
九
九
五
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プ
ロ
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か
ら
見
た
取
り
立
て
嗣
モ
･

益
岡
ほ
か

(
t
九
九
五
)
所
収

-
九
九
〇

｢助
詞
の
意
味
と
畿
能
に
つ
い
て
I
『ほ
』
と

を
中
心
に
し
て
｣､
『文
法
と
意
味
の
間
』
､
-
ろ
し
お
出
版

一
九
八
七

｢副
助
詞
に
つ
い
て
｣'
国
語
国
文

五
六
-

一
九
八
七

｢統
語
構
造
と
文
脈
情
報
｣
､
日
本
語
学

六

論
叢

･
日
本
学
篇

丹
羽
哲
也

一
九
九
二

文
研
究

四
四
-

一

沼
田
善
子

-
九
<
四

サ
エ
を
例
と
し
て
｣､

沼
田
善
子

l
九
八
六

二
七

｢副
助
詞
に
お
け
る
程
度
と
取
り
立
て
｣
'
人

≡

｢と
り
た
て
詞
の
意
味
と
文
法
-
そ
､
ダ
ケ
'

日
本
語
学

三
-

四

｢と
り
た
て
詞
｣'
奥
津
敬

一
郎

〔ほ
か
〕
『
い

田
野
村
息
温

一
九
九

一

｢『も
』
の
一
用
法
に
つ
い
て
の
覚
書
1
『君

も
し
つ
こ
い
な
』
と
い
う
言
い
方
の
位
置
付
け
｣
､
日
本
語
学

一
〇

-
九

寺
村
秀
夫

1
九
八
一

｢
ム
ー
ド
の
形
式
と
意
味
弼
｣
取
立
て
助
詞
に

つ
い
て
｣
'
文
芸
言
語
研
究

･
言
語
篇

六

寺
村
秀
夫

一
九
八
四

｢並
列
的
接
続
と
そ
の
影
の
統
括
命
題
-

モ
'

シ
'
シ
カ
モ
の
場
合
｣
､
日
本
語
学

三
-
A

ゎ
ゆ
る
日
本
語
助
詞
の
研
究
』
'
凡
人
社

一

沼
田
善
子

一
九
<
九

｢と
り
た
て
詞
と
ム
ー
ド
｣'
仁
田
義
雄

〔ほ
か

粥

編
〕
『日
本
語
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
』,
く
ろ
し
お
出
版

t

沼
田
善
子

1
九
九
四

｢そ
の
後
の

『も
』
-
『も
』
の
t意
味
を
再
考

す
る
｣'
文
芸
言
語
研
究

･
言
語
篇

二
五

沼
田
善
子

-
九
九
五

｢現
代
日
本
語
の

『も
3-
-
と
り
た
て
詞
と
そ

の
周
辺
｣'
つ
く
ば
言
語
フ
ォ
ー
ラ
ム

〔編
〕
『
｢も
｣
の
言
語
学
』'
ひ

つ
じ
書
房

沼
田
善
子

･
徐
健
敏

一
九
九
五

｢と
り
た
て
詞

『も
』
の
フ
ォ
ー
カ

ス
と
ス
コ
ー
プ
｣'
益
岡
ほ
か

(
一
九
九
五
)
所
収

野
田
尚
史

一
九
八
四

｢副
詞
の
語
順
｣'
日
本
語
教
育

五
二

三
井
正
孝

一
九
九
四

｢(達
成
)
の
モ
ー
所
謂

八乗
ら
げ
)
の
モ
｣'

『森
野
宗
明
教
授
退
官
記
念
論
集

首
喬

･
文
学

･
国
語
教
育
』
へ
三

省
堂



益
岡
隆
志

一
九
九

〇

｢取
り
立
て
の
焦
点
｣
'
日
本
語
学

九
-

五

益
岡
隆
志

〔
は
か
〕

一
九
九
五

『
日
本
語
の
主
題
と
取
り
立
て
』､
-

ろ
し
ね
出
版

山
中
美
恵
子

一
九
九

一
a

｢『も
』
の
含
意
に
つ
い
て

そ
の

1
-

『対
席
集
合
』
『
E
X
P
E
C
で
値
』
『内
部
対
照
集
合
』
｣､
日
本
語

･

日
本
文
化

一
七

山
中
美
恵
子

一
九
九

一
b

｢『も
』
『
で
も
』
『さ
え
』
の
含
意
に
つ
い

て
｣
'
日
本
語
と
中
国
語
の
対
照
研
究

7
四

B
la
k
em
ore.
D
.
)
9

8
7
.
S
e
m
a
ntic
C
o
n
stra
in
ts
o
n
R
ele
va
n
ce.

B
asil
B
tack
w
elt.

B
lak
em
ore.
D
.
199
21
U
nd
crsta
nd
ing
U
tter
an
cesJ
A
n
intro
･

d
u
ctioTZ
tO
P
ragm
a
ti

c

s.
B
ta
ck
w
e
tt.
[武
内
道
子

〔
ほ
か
訳
〕
『
ひ

と
は
発
話
を
ど
う
理
解
す
る
か
』
へ
ひ
つ
じ
書
房
､

一
九
九
四
年
]

B
rass.
R
.
)9
90
.

R
ele
va
n
ce
R
ela
tions
in
D
isco
u
rse
J
A

study

w
ith
sp
ecial
refe
ren
ce
to
S
issa
la
.
C
am
brid
g
e
U
n
iversity

P
r
e
ss.

Sp
e
rber
.
D
.
and
D
I
W
itso
n
.

)986.
R
eleva
nceJ
C
om
m
unic
a
tio
n

a
n
d
co
gTZition
.
B
ta
ck
w
ett.
[内
田
聖
二

〔
ほ
か
訳
〕
『関
連
性
理
論

-
伝
達
と
認
知
』
'
研
究
社
出
版
､

一
九
九
三
年
]

Wilson
.
D
eird
re.
)9
9
4
.
LR
elevan
ce
and
und
e
rstan
d
ing
..
tn
G
.

B
row
n
.
K
.
M
a
lm
k
jaer.
A
.
P
o
llit
and
1.
W
illiam
s
(ed
s.)

L
,a
n
g
uage
a
n
d
U
n
d
crstand
ing
.
Ox
f
ord
U
niv
e
rsity
P
re
ssI

W
ilson.
D
.
and
D
.
S
p
e
rb
e
r.
19
7
9
.

LO
rdere
d

en
tai
tm
en
ts
:
an

altern
ativ
e
to
p
resu
p
p
osition
at
th
eories..
in
C
.
K
.
O
h
an
d

D
.
A
.
D
in
n
een
(e
d
s.)
S
y
n
tax
a
nd
Se
m
an
tics.
V
o
I.
X
I.I

P
resuP
p
ositio
n
.
A
c
ad
e
mi

c
P
ress.

W
its
on
.
D
.
and
D
.
S
p
e
rber.
)9
9
3
.
LL
in
gu
istic

form

an
d

re
le
v
a
nce..L,in
g
ua
90
-

資

料

[
A
]
す
ず
き
じ
ゅ
ん
い
ち

｢砂
の
上
の
ロ
ビ

ン
ソ
ン
｣
(上
野
瞭
原

作
'
シ
ナ
リ
オ

四
五
1
7
0
'

一
九
八
九
年
)

[En
]
加
藤

哲

｢グ
ッ
ド
バ
イ
｣
(
シ
ナ
リ
オ

四
五
-
一
〇
'
7
九

八
九
年
)

[C
]
森
田
芳
光

｢キ
ッ
チ
ン
｣
(善
本
ば
な
な
原
作
'
シ
ナ
リ
オ

四

五
-

二

'

-
九
八
九
年
)

[
D
]
佐
藤
繁
子

｢白
い
手
｣
(椎
名
誠
原
作
､
シ
ナ
リ
オ

四
六
-
一

二

一
九
九

〇
年
)

[
E
]
市
川

準

｢
つ
ぐ
み

T
U
G
U
M
I
｣
(寺
本
ば
な
な
原
作
'

シ
ナ
リ
オ

四
六
-

二

へ
一
九
九

〇
年
)

※

例
文
と
し
て
右
の
資
料
を
用
い
た
場
合
は
､
末
尾
に
そ
の
略
号
と

シ
ー
ン
番
号
を
記
し
た
｡
出
典
明
記
が
な
い
も
の
は
作
例
で
あ
る
｡

(本
学
教
官
)
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