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一　

本
稿
の
目
的

　

中
古
和
文
に
は
、「
詠
嘆（

1
（

」
の
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
る
終
助
詞
が

現
代
語
よ
り
も
多
い
。
こ
の
「
詠
嘆
」
の
意
味
と
独
話
的
な
訳
と
は
、

し
ば
し
ば
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え

ば
、
助
詞
カ
ナ
に
つ
い
て
、
辞
典
類
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

・
詠
嘆
の
意
を
表
す
。
…
だ
な
あ
。
な
あ
。

　
　
　
　
　
（�

中
田
祝
夫
ほ
か
編
一
九
八
三『
古
語
大
辞
典
』小
学
館
、

三
八
〇
頁
）

　
　

・
感
動
・
詠
嘆
の
意
を
表
す
。
…
な
あ
。
…
で
あ
る
こ
と
よ
。

　
　
　
　
　
（�

秋
山
虔
・
渡
辺
実
編
二
〇
〇
五
『
三
省
堂
詳
説
古
語

辞
典
』
三
四
二
頁
）

　
　

・（
感
動
・
詠
嘆
を
表
し
）�

…
だ
な
あ
。
…
も
の
だ
な
あ
。
…

こ
と
よ
。

　
　
　
　
　
（�

中
村
幸
弘
編
二
〇
〇
七
『
ベ
ネ
ッ
セ
全
訳
古
語
辞
典�

改
訂
版
』
三
六
四
頁
）

　

す
べ
て
の
辞
典
に
お
い
て
、
カ
ナ
は
「
感
動
・
詠
嘆
」
と
い
っ
た

意
味
を
持
つ
と
さ
れ
て
お
り
、
独
話
的
性
格
が
強
い
文
末
形
式
「
〜

な
あ
」「
〜
こ
と
よ
」
が
、
訳
と
し
て
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　

辞
典
に
示
さ
れ
た
独
話
的
な
訳
は
、
多
く
の
場
面
に
お
い
て
適
切

な
も
の
で
あ
る
。

　

　「
詠
嘆
」
と
対
話
・
独
話

　
　
　
　
　
―
源
氏
物
語
の
助
詞
カ
ナ
―

富
　
岡
　
宏
　
太
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⑴
〔
若
紫
〕《
め
で
た
き
人
か
な
》
と
見
た
ま
ひ
て
、
…
…
。

〈
若
紫
、
一
六
九
・
六
〉

⑴
は
源
氏
を
見
た
若
紫
の
心
内
文
で
、「
素
晴
ら
し
い
人
だ
な
あ
」

と
訳
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
独
話
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
カ
ナ
の
例

は
非
常
に
多
い
。

　

一
方
、
西
田
隆
政
（
二
〇
一
二
、
二
〇
一
四
）
で
は
、
カ
ナ
で
終

止
す
る
文
（
以
下
、
カ
ナ
終
止
文
と
呼
ぶ
）
に
も
、
聞
き
手
を
意
識

し
た
例
（
以
下
、
対
話
的
性
格
の
強
い
例
）
が
存
在
す
る
事
を
指
摘

し
た
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

　
　

⑵�

〔
大
輔
命
婦
→
源
氏
〕「
い
と
か
た
は
ら
い
た
き
わ
ざ
か
な
。

物
の
音
澄
む
べ
き
夜
の
様
に
も
は
べ
ら
ざ
め
る
に
」

〈
末
摘
花
、
二
〇
三
・
三
〉

　

突
然
、
末
摘
花
の
も
と
に
や
っ
て
き
た
源
氏
に
対
し
て
の
命
婦
の

発
話
で
あ
る
。
聞
き
手
で
あ
る
源
氏
の
行
動
に
対
し
て
、
本
人
に
直

接
述
べ
て
い
る
点
か
ら
、「
た
い
そ
う
困
っ
た
事
だ
な
あ
」の
よ
う
に
、

独
話
と
し
て
は
訳
し
に
く
い
。
実
際
、
参
照
し
た
注
釈
書
類
で
は
、

　
　

・�「
〜
だ
こ
と
・
で
す
こ
と
」
な
ど
の
文
末
形
式
で
終
止
さ
せ
、

対
話
的
な
の
か
独
話
的
な
の
か
を
明
確
に
し
な
い
訳
（【
集

成
】【
今
泉
訳
】【
新
大
系
】）

　
　

・�「
〜
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
聞
き
手
へ
説
明
す
る
訳
（【
大
系
】

【
玉
上
評
釈
】【
鑑
賞
と
基
礎
知
識
】）

　
　

・�「
〜
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
相
手
に
訴
え
か
け
る
訳
（【
新

編
全
集
】）

が
な
さ
れ
て
お
り
、「
〜
な
あ
」「
〜
こ
と
よ
」
の
よ
う
に
、
独
話
的

で
あ
る
事
を
明
示
し
た
訳
は
見
ら
れ
な
い
。

　

西
田
は
、
こ
の
よ
う
な
対
話
的
性
格
の
強
い
例
が
カ
ナ
終
止
文
に

散
見
さ
れ
、
特
に
コ
ト
カ
ナ
で
終
止
し
た
文
に
多
い
事
を
指
摘
し
た

う
え
で
、
カ
ナ
を
単
に
「
詠
嘆
」
の
意
味
を
持
つ
終
助
詞
と
す
る
事

に
対
し
て
、
再
考
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
を
う
け
て
本
稿

で
は
、
次
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
て
、
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　

・
個
別
の
文
脈
か
ら
得
ら
れ
る
用
法
の
問
題

　
　
　
　

�
対
話
的
性
格
の
強
い
例
は
、
カ
ナ
終
止
文
の
構
文
に
か
か
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わ
ら
ず
現
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
コ
ト
カ
ナ
と
い
う
文
末

形
式
の
場
合
の
み
に
現
れ
る
の
か
。

　
　

・
カ
ナ
と
い
う
助
詞
自
体
が
持
つ
意
味
の
問
題

　
　
　
　

�

カ
ナ
が
「
詠
嘆
」
の
意
味
を
持
つ
事
と
、
対
話
的
性
格
の

強
い
例
も
独
話
的
性
格
の
強
い
例
も
存
在
す
る
事
と
は
、

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

　

調
査
対
象
は
、
源
氏
物
語
（
本
文
は
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
』
中
央
公
論
社
）
の
散
文
の
例
、
五
八
一
例
で
あ
る
。
表
記

は
私
に
改
め
た
。
引
用
文
中
の
〔　

〕
は
話
し
手
と
聞
き
手
と
を
、

（　

）
は
補
足
説
明
を
、〈　

〉
は
巻
名
、
使
用
テ
キ
ス
ト
の
頁
、
行

数
を
示
す
も
の
と
し
て
筆
者
が
付
し
た
。

　
　
　

二　

カ
ナ
終
止
文
の
対
話
的
性
格
の
強
さ
（
用
法
の
問
題
）

　

二
・
一　

カ
ナ
終
止
文
に
お
け
る
聞
き
手
の
有
無

　

カ
ナ
終
止
文
の
対
話
的
性
格
の
強
さ
を
は
か
る
た
め
の
前
提
と
し

て
、
ま
ず
、
カ
ナ
が
ど
の
よ
う
な
文
種
で
使
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て

見
て
い
く
。
こ
こ
で
の
基
準
は
、
発
話
文
・
消
息
文
か
否
か
と
い
う

点
で
あ
る
。特
に
独
話
文
の
場
合
、心
内
文
と
区
別
が
つ
か
な
い
ケ
ー

ス
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「　

」
で
括
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か

を
基
準
と
し
て
分
類
を
行
っ
た（

2
（

。
結
果
を
［
表
一
］
に
挙
げ
る
。

　
［
表
一
］
を
見
る
と
、「
体
言
カ
ナ
」「
活
用
語
カ
ナ
」
の
別
に
か

か
わ
ら
ず
、
発
話
文
・
消
息
文
の
例
が
半
数
以
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る

事
が
わ
か
る
。
で
は
、
こ
の
中
に
対
話
的
性
格
の
強
い
例
は
ど
の
く

ら
い
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
・
二
で
検
討
す
る
。

　

二
・
二　

対
話
的
な
カ
ナ
終
止
文

　

こ
こ
で
は
、
発
話
・
消
息
文
と
し
て
認
定
さ
れ
た
三
〇
九
例
を
対

象
に
、
対
話
的
性
格
の
強
い
例
が
ど
の
く
ら
い
見
ら
れ
る
か
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
例
に
は
独
話
文
も
含
ま
れ
、
ま
た
、

体
言

活
用
語

合
計

発
話
・
消
息

一
四
七

一
六
二

三
〇
九

そ
れ
以
外

一
三
三

一
三
九

二
七
二

合
計

二
八
〇

三
〇
一

五
八
一

［
表
一
］
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会
話
文
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
対
話
的
性
格
の
強
い
例
と
は
言
い
切

れ
な
い
例
も
含
ま
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　

独
話
文
の
例
と
し
て
は
、
以
下
の
例
を
挙
げ
る
事
が
で
き
る
。

　
　

⑶�

〔
八
宮
〕「
笛
を
い
と
を
か
し
う
も
吹
き
通
し
た
な
る
か
な
。

誰
な
ら
ん
。
昔
の
六
条
の
院
の
御
笛
の
音
聞
き
し
は
、
い
と

を
か
し
げ
に
愛
敬
づ
き
た
る
音
に
こ
そ
吹
き
た
ま
ひ
し
か
、

こ
れ
は
澄
み
の
ぼ
り
て
、こ
と
こ
と
し
き
気
の
添
ひ
た
る
は
、

致
仕
の
大
臣
の
御
族
の
笛
の
音
に
こ
そ
似
た
な
れ
」
な
ど
、

ひ
と
り
ご
ち
お
は
す
。〈
椎
本
、
一
五
四
八
・
七
〉

⑶
で
は
、
聞
き
手
と
な
る
人
物
が
そ
の
場
に
存
在
し
な
い
。
そ
の
事

は
、
地
の
文
に
用
い
ら
れ
た
「
ひ
と
り
ご
つ
」
と
い
う
語
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、確
実
に
独
話
文
で
あ
る
と
判
定
で
き
、

対
話
的
性
格
の
強
さ
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。

　

一
方
、
会
話
文
の
よ
う
に
見
え
て
も
、
聞
き
手
を
意
識
し
た
対
話

的
性
格
の
強
い
例
か
ど
う
か
、
判
定
し
が
た
い
例
も
見
ら
れ
る
。

　
　

⑷�

〔
女
房
→
女
房
〕「
あ
は
れ
、
さ
も
寒
き
年
か
な
。
命
長
け
れ

ば
、
か
か
る
世
に
も
あ
ふ
も
の
な
り
け
り
」〈
末
摘
花
、

二
一
八
・
一
四
〉

⑷
で
は
、
カ
ナ
終
止
文
を
皮
切
り
に
、
末
摘
花
邸
の
女
房
同
士
の
会

話
が
始
ま
る
。
そ
の
点
で
、
会
話
文
と
考
え
る
事
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
「
さ
も
寒
き
年
か
な
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
聞
き
手

に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
、
明
確
で
な
い
。
話
し
手
の
意
識

と
し
て
は
、
独
話
的
に
カ
ナ
終
止
文
を
使
用
し
た
あ
と
で
聞
き
手
に

説
明
し
た
、
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

対
話
的
性
格
が
強
い
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な

例
を
除
外
す
る
た
め
、
よ
り
具
体
的
に
対
話
的
性
格
の
強
さ
を
規
定

す
る
基
準
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

対
話
的
性
格
の
強
さ
に
つ
い
て
、
西
田
隆
政
（
二
〇
一
二
）
は
場

面
の
解
釈
に
基
づ
き
、
最
終
的
に
は
「
〜
だ
な
あ
」
と
い
う
訳
が
適

切
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
も
っ
て
分
類
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
々

の
事
例
に
即
し
て
、対
話
的
か
独
話
的
か
の
説
明
が
施
さ
れ
て
お
り
、

全
体
を
一
定
の
基
準
で
分
類
し
た
も
の
で
は
な
い
。
カ
ナ
に
対
話
的

性
格
の
強
い
例
が
存
在
す
る
事
を
証
明
す
る
に
は
、
厳
密
で
客
観
的

な
基
準
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
次
の
二
点
を
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基
準
と
す
る
。

　
　

①　

�
同
一
発
話
場
に
い
る
聞
き
手
の
発
話
内
容
や
行
動
に
対
し

て
、
応
答
・
反
応
し
て
い
る
場
合

　
　

②　

�

同
一
発
話
内
で
聞
き
手
へ
の
問
い
か
け
の
表
現
、
命
令
・

依
頼
表
現
と
い
っ
た
行
為
要
求
表
現
が
、
カ
ナ
終
止
文
の

前
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合

こ
の
う
ち
①
は
、
西
田
（
二
〇
一
二
）
が
対
話
的
性
格
の
強
い
カ
ナ

終
止
文
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
②
は
本

稿
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
①
②
が
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ

る
の
か
、
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
①
は
、
聞
き
手
本
人
の
発
話
内
容
や
行
動
内
容
に
言
及
し
て

い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　

⑸
（
前
提
ナ
シ
ニ
）〔
太
郎
→
次
郎
〕「
い
い
天
気
だ
な
あ
」

と
述
べ
た
場
合
は
、
話
し
手
で
あ
る
太
郎
が
、
聞
き
手
で
あ
る
次
郎

に
つ
い
て
意
識
し
て
い
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。し
か
し
た
と
え
ば
、

　
　

⑹�

（
次
郎
カ
ラ
次
郎
ノ
案
ヲ
聞
イ
テ
）〔
太
郎
→
次
郎
〕「
い
い

ア
イ
デ
ィ
ア
だ
な
あ
」

と
い
う
発
話
で
は
、
話
し
手
の
太
郎
が
聞
き
手
の
次
郎
の
発
話
内
容

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
聞
き
手
の
発
話
内
容
に
踏
み
込
み
、
し

か
も
そ
れ
に
対
し
て
評
価
を
行
う
場
面
に
お
い
て
、
聞
き
手
に
伝
わ

る
事
を
想
定
し
な
い
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。
よ
っ
て
、
仮
に
聞

き
手
が
独
話
と
し
て
解
釈
し
た
と
し
て
も
、
発
話
者
自
身
は
聞
き
手

を
意
識
し
、
聞
き
手
と
の
関
係
に
合
わ
せ
た
話
し
方
を
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
事
か
ら
①
は
、
聞
き
手
を
意
識
し
た
対
話
的

性
格
の
強
い
例
の
根
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
②
で
あ
る
。
問
い
か
け
の
表
現
、
命
令
・
依
頼
表
現
と
い
っ

た
行
為
要
求
表
現
は
、
聞
き
手
に
な
ん
ら
か
の
反
応
を
求
め
る
も
の

で
あ
る
。
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
問
い
か
け
な
ら
問
に
対
す
る
答
え

で
あ
り
、
行
為
要
求
表
現
な
ら
、
行
為
の
実
行
で
あ
る
。
聞
き
手
の

反
応
を
要
求
し
、
注
意
を
ひ
き
つ
け
て
い
る
以
上
、
直
後
の
発
話
で

話
し
手
が
聞
き
手
を
意
識
し
て
い
な
い
と
は
考
え
に
く
い（

3
（

。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
、
対
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話
的
性
格
の
強
い
カ
ナ
終
止
文
の
例
と
認
め
る
。
こ
の
基
準
に
従
え

ば
、⑷
は
聞
き
手
の
行
為
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、ま
た
、

問
い
か
け
や
命
令
・
依
頼
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

か
ら
、
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
事
に
な
る
。

　

で
は
、
①
②
に
該
当
す
る
も
の
を
見
て
い
こ
う
。
①
の
例
は
、「
聞

き
手
の
発
話
の
直
接
引
用
」・「
聞
き
手
の
発
話
内
容
へ
の
評
価
」・「
聞

き
手
の
発
話
内
容
に
お
け
る
第
三
者
へ
の
評
価
」・「
聞
き
手
の
行
為

へ
の
評
価
」と
い
う
四
種
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【「
聞
き
手
の
発
話
の
直
接
引
用
」
の
例
】

　
　

⑺�

〔
花
散
里
→
夕
霧
〕「
…
…
。
世
の
常
の
事
な
れ
ど
、
三
条
の

姫
君
の
思
さ
む
事
こ
そ
、
い
と
ほ
し
け
れ
。
の
ど
や
か
に
な

ら
ひ
た
ま
う
て
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、〔
夕
霧
→
花
散
里
〕

「
ら
う
た
げ
に
も
の
た
ま
は
せ
な
す
姫
君
か
な
。
い
と
鬼
々

し
う
は
べ
る
さ
が
な
も
の
を
」〈
夕
霧
、
一
三
六
一
・
一
三
〉

花
散
里
と
夕
霧
と
の
会
話
場
面
で
あ
る
。直
前
の
発
話
で
花
散
里
が
、

夕
霧
の
妻
で
あ
る
雲
居
雁
を
「
三
条
の
姫
君
」
と
呼
ん
だ
事
に
対
す

る
反
応
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
直
接
引
用
し
な
が
ら
応
答
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
独
話
的
と
は
考
え
に
く
い
。

【「
聞
き
手
の
発
話
内
容
へ
の
評
価
」
の
例
】

　
　

⑻�

…
…
、
ま
ほ
に
は
あ
ら
ね
ど
、〔
源
氏
→
紫
上
〕「
物
越
し
に

は
つ
か
な
り
つ
る
（
朧
月
夜
ト
ノ
）
対
面
な
む
、
残
り
あ
る

心
地
す
る
。い
か
で
人
の
目
咎
め
あ
る
ま
じ
く
も
て
隠
し
て
、

今
一
度
も
」
と
語
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
う
ち
笑
ひ
て
、〔
紫

上
→
源
氏
〕「
今
め
か
し
く
も
な
り
か
へ
る
御
有
様
か
な
。

昔
を
今
に
改
め
加
へ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
中
空
な
る
身
の
た
め
苦

し
く
」〈
若
菜
上
、
一
〇
七
四
・
六
〉

源
氏
が
「
尚
侍
（
＝
朧
月
夜
）
に
も
う
一
目
だ
け
で
も
会
い
た
い
」

と
冗
談
め
か
し
て
言
っ
た
事
に
対
す
る
紫
の
上
の
応
答
で
あ
る
。

若
々
し
い
状
態
に
戻
っ
た
ふ
る
ま
い
だ
と
戒
め
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
前
掲
の
⑺
と
は
異
な
り
、
聞
き
手
の
発
話
を
直
接
引
用
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
聞
き
手
で
あ
る
源
氏
自
身
の
発
話
内

容
に
つ
い
て
評
価
を
下
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
話
的
性
格
の

強
い
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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【「
聞
き
手
の
発
話
内
容
に
お
け
る
第
三
者
へ
の
評
価
」
の
例
】

　
　

⑼�
〔
若
紫
→
源
氏
〕「
な
や
ら
ふ
と
て
、犬
君
が
こ
れ（
＝
人
形
）

を
こ
ぼ
ち
は
べ
り
に
け
れ
ば
、
繕
ひ
は
べ
る
ぞ
」
と
て
、
い

と
大
事
と
思
い
た
り
。〔
源
氏
→
若
紫
〕「
げ
に
い
と
心
な
き

人
の
し
わ
ざ
に
も
は
べ
る
な
る
か
な
。今
繕
は
せ
は
べ
ら
む
。

今
日
は
こ
と
忌
み
し
て
、
な
泣
い
た
ま
ひ
そ
」〈
紅
葉
賀
、

二
四
四
・
三
〉

犬
君
に
人
形
を
壊
さ
れ
た
と
い
う
若
紫
の
訴
え
に
対
し
て
の
源
氏
の

発
話
冒
頭
に
カ
ナ
終
止
文
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
⑻
と
は
異
な
り
、

評
価
さ
れ
る
の
は
、
聞
き
手
の
若
紫
本
人
で
は
な
く
犬
君
の
行
為
だ

が
、
聞
き
手
の
発
話
内
容
に
応
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
⑻
と
同

様
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
発
話
を
、
聞
き
手
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
と
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
聞
き
手
敬
語
「
は
べ
り
」
が

カ
ナ
終
止
文
に
使
用
さ
れ
て
い
る
点
も
、傍
証
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

【「
聞
き
手
の
行
為
へ
の
評
価
」
の
例
】

　
　

⑽�

（
浮
舟
ガ
薫
ニ
）
心
や
す
く
し
も
対
面
し
た
ま
は
ぬ
を
、
こ

れ
か
れ
（
＝
乳
母
・
女
房
達
ガ
）
押
し
出
で
た
り
。
遣
戸
と

い
ふ
物
さ
し
て
、
い
さ
さ
か
開
け
た
れ
ば
、（
ソ
ノ
隙
間
カ

ラ
）〔
薫
→
浮
舟
〕「
飛
騨
の
工
匠
も
恨
め
し
き
隔
か
な
。
か

か
る
も
の
の
外
に
は
、
ま
だ
居
な
ら
は
ず
」〈
東
屋
、

一
八
四
六
・
一
〉

　

こ
の
例
は
、
聞
き
手
の
行
為
へ
の
評
価
の
例
で
あ
る
。
雨
の
降
る

夜
、
薫
は
浮
舟
の
も
と
を
訪
れ
る
が
、
建
物
の
中
に
入
れ
て
も
ら
え

ず
、
外
で
待
た
さ
れ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
浮
舟
が
出
て
く
る

も
の
の
、
な
お
も
遣
戸
を
立
て
た
状
態
で
対
応
し
て
い
る
事
に
つ
い

て
憂
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
聞
き
手
の
行
動
に
対
す
る

応
答
は
、「
〜
な
あ
」
と
訳
す
事
は
で
き
て
も
、
聞
き
手
に
向
け
ら

れ
た
も
の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
四
種
が
①
の
例
と
し

て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

②
に
該
当
す
る
の
は
、「
聞
き
手
へ
の
問
い
か
け
の
表
現
が
カ
ナ

終
止
文
の
前
に
置
か
れ
る
場
合
」「
聞
き
手
へ
の
行
為
要
求
の
表
現

が
カ
ナ
終
止
文
の
前
に
置
か
れ
る
場
合
」
の
二
種
で
あ
る
。
以
下
に

例
を
挙
げ
る
。
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【
聞
き
手
へ
の
問
い
か
け
の
表
現
が
カ
ナ
終
止
文
の
前
に
あ
る
場
合
】

　
　

⑾�
〔
源
氏
→
右
近
〕「
さ
て
こ
の
若
や
か
に
結
ぼ
ほ
れ
た
る
は
誰

が
ぞ
。
い
と
い
た
う
書
い
た
る
気
色
か
な
」〈
胡
蝶
、

七
九
一
・
一
一
〉

柏
木
か
ら
玉
鬘
へ
の
消
息
を
見
つ
け
た
源
氏
が
、
右
近
に
説
明
を
求

め
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
ま
ず
、
消
息
に
つ
い
て
、「
誰
か
ら
の
も

の
か
」
を
質
問
し
た
う
え
で
、
カ
ナ
終
止
文
を
用
い
て
い
る
。
質
問

を
し
て
、
聞
き
手
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
対

話
的
性
格
の
強
い
例
で
あ
る
。

【
聞
き
手
へ
の
行
為
要
求
の
表
現
が
カ
ナ
終
止
文
の
前
に
あ
る
場
合
】

　
　

⑿�

〔
桐
壺
更
衣
母
→
靫
負
命
婦
〕「
暮
れ
惑
ふ
心
の
闇
も
堪
へ
が

た
き
片
端
を
だ
に
、
は
る
く
ば
か
り
に
聞
こ
え
ま
ほ
し
う
は

べ
る
を
、
私
に
も
心
の
ど
か
に
ま
か
で
た
ま
へ
。
年
ご
ろ
、

う
れ
し
く
面
だ
た
し
き
つ
い
で
に
て
、
立
ち
寄
り
た
ま
ひ
し

も
の
を
、
か
か
る
御
消
息
に
て
見
た
て
ま
つ
る
、
か
へ
す
が

へ
す
つ
れ
な
き
命
に
も
は
べ
る
か
な
。
…
…
」〈
桐
壺
、

一
四
・
三
〉

靫
負
命
婦
が
桐
壺
更
衣
の
母
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。「
私

的
な
場
合
に
も
訪
れ
て
く
だ
さ
い
」と
行
為
要
求
を
行
っ
た
直
後
に
、

カ
ナ
終
止
文
が
あ
る
。
行
為
要
求
の
表
現
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容

を
確
実
に
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
こ
で
も
、
聞
き
手
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
直
後
の
一
文
が
、
聞
き
手
を
意
識
し
な
い
独
話
的
性
格
の
強
い

も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
カ
ナ
終
止
文
に
も
「
は
べ
り
」
が
使

用
さ
れ
て
お
り
、
傍
証
と
な
る
。
以
上
の
二
種
が
、
②
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
②
の
例
の
中
に
は
、
次
の
⒀
の
よ
う
に
、
カ
ナ
終
止
文
の

直
前
に
問
い
か
け
、直
後
に
行
為
要
求
の
文
が
出
現
す
る
例
が
あ
る
。

　
　

⒀�

〔
右
大
臣
→
朧
月
夜
〕「
か
れ
（
＝
男
物
の
帯
）
は
誰
が
ぞ
。

気
色
異
な
る
物
の
様
か
な
。
た
ま
へ
。
そ
れ
取
り
て
、
誰
が

ぞ
と
見
は
べ
ら
む
」〈
賢
木
、
三
七
六
・
八
〉

源
氏
と
朧
月
夜
と
の
密
会
が
、
右
大
臣
に
よ
っ
て
露
見
す
る
場
面
で

あ
る
。
右
大
臣
は
ま
ず
、
そ
の
帯
は
誰
の
も
の
か
と
問
い
か
け
、
カ
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ナ
終
止
文
を
用
い
た
後
、
よ
こ
し
な
さ
い
と
要
求
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
発
話
に
お
い
て
、
間
に
挟
ま
れ
た
カ
ナ
終
止
文
の
み
が
独
話

的
性
格
の
強
い
も
の
と
考
え
る
の
は
難
し
く
、
明
ら
か
に
聞
き
手
に

向
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
①
②
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
例
を
、
聞
き
手

を
意
識
し
た
例
と
し
て
認
め
る
と
、
カ
ナ
終
止
文
に
お
け
る
発
話
文

の
例
、
三
〇
九
例
中
、
一
二
一
例
は
、
対
話
的
性
格
が
強
い
例
と
し

て
認
定
で
き
る
。
こ
の
う
ち
二
〇
例
は
西
田
の
い
う
コ
ト
カ
ナ
の
例

だ
が
、
そ
れ
を
除
い
て
も
や
は
り
一
〇
一
例
見
ら
れ
る
事
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
残
り
の
一
八
八
例
も
、
す
べ
て
が
確
実
に
独
話
的
性
格

の
強
い
例
と
判
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。一
二
一
例
と
い
う
の
は
、

あ
く
ま
で
本
稿
の
基
準
に
よ
っ
て
、
厳
密
に
定
義
し
た
場
合
の
数
値

で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、対
話
的
性
格
の
強
さ
は
、構
文
に
よ
っ

て
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

三　
「
詠
嘆
」
と
対
話
的
性
格
の
関
係
（
意
味
の
問
題
）

　

前
節
の
調
査
か
ら
、「
聞
き
手
へ
の
伝
達
を
意
識
し
た
」
例
が
見

ら
れ
る
と
い
う
西
田
隆
政
（
二
〇
一
二
、
二
〇
一
四
）
の
指
摘
は
、

カ
ナ
終
止
文
の
構
文
に
か
か
わ
ら
な
い
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
事

が
わ
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
以
下
の
点
は
解
決
す
べ
き
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

　
　

�

カ
ナ
が
「
詠
嘆
」
の
意
味
を
持
つ
事
と
、
対
話
的
性
格
の
強
い

例
も
独
話
的
性
格
の
強
い
例
も
存
在
す
る
事
と
は
、
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
の
か
。

本
節
で
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
事
に
す
る
。

　

三
・
一　
「
詠
嘆
」
と
は
何
か

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、「
詠
嘆
」
と
は
何
か
と
い
う
点
か

ら
考
え
て
み
よ
う
。
西
田
隆
政
（
二
〇
一
二
、二
〇
一
四
）
で
は
、「
詠

嘆
」
の
定
義
を
小
松
光
三
（
二
〇
〇
一
）
に
従
っ
て
い
る
。
小
松
に

よ
る
「
詠
嘆
」
の
定
義
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

�
情
意
の
一
つ
。
対
象
に
対
す
る
深
い
認
識
の
後
に
生
じ
る
情
意

を
い
う
。〈
八
五
頁
〉
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ま
た
、
大
鹿
薫
久
（
二
〇
一
四
）
で
は
、「
詠
嘆
」
を
次
の
よ
う
に

定
義
す
る
。

　
　

�

…
…
、
驚
き
，
喜
び
，
悲
し
み
，
嘆
き
な
ど
を
総
じ
て
事
物
，

事
態
に
対
す
る
情
感
の
表
現
に
つ
い
て
「
詠
嘆
」
と
い
う
用
語

を
用
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
，
詠
嘆
，
感
動
と
い
っ
て
も
，

日
常
語
と
は
異
な
り
，
発
見
の
情
動
や
不
快
・
嫌
悪
・
落
胆
・

怒
り
な
ど
の
情
感
も
含
ま
れ
る
（
中
略
）
こ
と
は
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。〈
五
八
頁
〉

　

こ
の
大
鹿
の
定
義
は
、
先
の
小
松
の
定
義
よ
り
も
詳
細
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
小
松
に
よ
る
も
の
も
大
鹿
に

よ
る
も
の
も
、
あ
く
ま
で
「
ど
の
よ
う
な
情
意
で
あ
る
か
」
と
い
う

点
だ
け
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
聞
き
手
を
意
識
し
て
い

る
の
か
し
て
い
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
聞
き
手
に
伝
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
し
て
い
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
点
は
問
題
に
さ
れ
て
い

な
い
。

　

実
際
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
聞
き
手
を
意
識
し
て
い
る
の
か

い
な
い
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
例
は
、少
な
く
な
い
。つ
ま
り「
詠

嘆
」
の
意
味
は
、
対
話
的
性
格
が
強
い
か
独
話
的
性
格
が
強
い
か
、

と
い
っ
た
問
題
と
は
異
な
る
次
元
に
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
以
下
の
例
は
す
べ
て
、
カ
ナ
が
「
詠
嘆
」
の
意
味

を
表
し
て
い
る
と
考
え
て
も
問
題
が
な
い
。

　
　

⒁�

〔
匂
宮
〕《
こ
と
こ
と
し
き
ほ
ど
に
は
あ
る
ま
じ
げ
な
り
し

を
、
人
柄
の
ま
め
や
か
に
を
か
し
う
も
あ
り
し
か
な
》、
と

い
と
あ
だ
な
る
御
心
は
、《
口
惜
し
く
て
や
み
に
し
事
》、
と

ね
た
う
思
さ
る
る
ま
ま
に
、
…
…
。
心
内
文
〈
浮
舟
、

一
八
五
九
・
二
〉

　
　

⒂�

〔
源
氏
〕「
御
手
は
い
と
を
か
し
う
の
み
な
り
ま
さ
る
も
の

か
な
」
と
ひ
と
り
ご
ち
て
、
…
…
。
独
話
文
〈
賢
木
、

三
五
七
・
八
〉

　
　

⒃�

〔
髭
黒
→
式
部
卿
宮
〕「
い
と
若
々
し
き
心
地
も
し
は
べ
る

か
な
。
思
ほ
し
捨
つ
ま
じ
き
人
々
も
は
べ
れ
ば
、
と
の
ど
か

に
思
ひ
は
べ
り
け
る
心
の
怠
り
を
、
か
へ
す
が
へ
す
聞
こ
え

て
も
や
る
方
な
し
。
…
…
」　

会
話
文
〈
真
木
柱
、
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九
五
五
・
六
〉

　
　

⒄�
〔
薫
→
大
君
（
消
息
）〕「
思
ひ
の
外
に
心
憂
き
御
心
か
な
。

人
も
い
か
に
思
ひ
は
べ
ら
ん
」
と
、
御
文
に
て
聞
え
た
ま
へ

り
。
消
息
文
〈
総
角
、
一
六
〇
一
・
一
一
〉

⒁
は
、
浮
舟
を
回
想
す
る
匂
宮
の
心
内
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
思

い
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
ま
め
や
か
に
を
か
し
」
と
い
う
評

価
を
交
え
て
感
慨
に
ふ
け
っ
て
い
る
。
そ
の
事
は
、
直
後
の
心
内
文

で「
口
惜
し
く
て
や
み
に
し
事
」と
あ
る
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

⒂
は
、
独
話
文
で
あ
る
。
源
氏
は
若
紫
の
筆
跡
を
見
て
、
そ
の
成
長

に
感
心
し
て
い
る
。
⒃
は
、
会
話
文
で
あ
る
。
髭
黒
大
将
が
北
の
方

に
会
い
に
来
た
の
だ
が
、
義
父
・
式
部
卿
宮
は
、
髭
黒
が
玉
鬘
に
執

心
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
の
で
会
わ
せ
て
く
れ
な
い
。
そ
れ
に

対
す
る
髭
黒
の
不
満
の
言
葉
で
あ
る
。
最
後
に
⒄
は
、
薫
か
ら
大
君

へ
の
消
息
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
分
に
会
っ
て
く
れ
な
い
事
へ
の

不
満
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
文
種
で
あ
っ
て
も

情
意
は
示
さ
れ
て
お
り
、「
詠
嘆
」
の
意
味
を
カ
ナ
が
表
し
て
い
る

と
い
う
従
来
の
解
釈
で
問
題
は
な
い
。

　

同
様
の
事
は
、
本
稿
で
対
話
的
性
格
が
強
い
例
と
し
た
も
の
に
も

言
え
る
。

　
　

⒅�

〔
源
氏
→
右
近
〕「
げ
に
あ
は
れ
な
り
け
る
事
か
な
。（
玉
鬘
ノ
）

年
頃
は
い
づ
く
に
か
」〈
玉
鬘
、
七
四
三
・
九
〉

源
氏
が
右
近
か
ら
、
行
方
の
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
玉
鬘
を
見
出

し
た
事
を
聞
き
、
そ
れ
に
対
し
て
応
答
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
近
の

発
言
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
事
か
ら
、
対
話
的
性
格
の
強
い
例
で
あ

る
事
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
「
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
評
価
の
形

容
動
詞
だ
け
で
な
く
、
副
詞
「
げ
に
」
ま
で
用
い
て
お
り
、
情
意
の

動
き
が
示
さ
れ
た
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

⒆�

〔
小
侍
従
→
柏
木
〕「
こ
れ
よ
り
お
ほ
け
な
き
心
は
、
い
か
が

は
あ
ら
む
。
い
と
む
く
つ
け
き
事
を
も
思
し
よ
り
け
る
か

な
。
何
し
に
参
り
つ
ら
む
」
と
、
は
ち
ぶ
く
。〈
若
菜
下
、

一
一
七
四
・
八
〉

こ
の
例
は
、
女
三
宮
に
ま
た
会
わ
せ
る
よ
う
に
求
め
る
柏
木
の
発
話

に
応
答
し
た
、
小
侍
従
の
発
話
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
対
話
的
性
格



― 45―

は
強
い
例
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
小
侍
従
は
柏
木
を
「
む
く
つ

け
し
」
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
も
小
侍
従
は
、「
は
ち
ぶ
く
」、
つ

ま
り
口
を
と
が
ら
せ
て
不
満
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
情

意
の
動
き
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
詠
嘆
」
の
意
味
は
、
対
話
的
性
格
が
強
い
か
、

独
話
的
性
格
が
強
い
か
と
い
う
問
題
と
は
異
な
る
次
元
に
存
在
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ナ
が
「
詠
嘆
」
の
意
味
を
持
つ
と
い

う
従
来
の
説
明
は
、
そ
の
点
で
正
し
い
と
言
え
る（

4
（

。

　　

三
・
二　

�

独
話
的
な
も
の
と
対
話
的
な
も
の
を
同
時
に
表
せ
る
の

は
な
ぜ
か

　

カ
ナ
の
「
詠
嘆
」
の
意
味
が
対
話
的
性
格
の
強
さ
と
は
無
関
係
で

あ
る
と
考
え
る
と
、
独
話
的
性
格
の
強
い
例
と
対
話
的
性
格
の
強
い

例
と
の
両
方
が
見
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え

は
、
自
明
の
も
の
と
な
る
。

　

つ
ま
り
、
対
話
的
性
格
が
強
い
か
独
話
的
性
格
が
強
い
か
と
い
う

の
は
、文
脈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、カ
ナ
の
持
つ「
詠

嘆
」
の
意
味
は
、
そ
の
点
に
関
し
て
積
極
的
な
影
響
を
与
え
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。「
詠
嘆
」
の
終
助
詞
は
独
話
的
性
格

を
持
つ
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
以
上
の
考
察
か
ら
は
、
そ
の

よ
う
な
事
実
は
認
め
が
た
い
。

　

こ
の
事
実
は
、
古
代
語
の
終
助
詞
の
体
系
を
考
え
る
際
も
重
要
で

あ
る
。
現
代
語
で
は
、
終
助
詞
の
種
類
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
へ
の
伝

達
の
し
か
た
が
大
き
く
異
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
終
助
詞
は

古
代
語
に
も
見
ら
れ
、ナ
や
カ
シ
が
そ
れ
に
相
当
す
る
と
さ
れ
る（
森

野
崇
：
一
九
九
〇
、
一
九
九
二
）。し
か
し
、す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

カ
ナ
終
止
文
に
お
け
る
カ
ナ
は
、
聞
き
手
へ
の
伝
達
の
し
か
た
に
寄

与
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
終
助
詞
の
外
延
に
つ
い
て
は
別
途
調
査
が

必
要
だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
古
代
語
と
現
代
語
と
の
、
終
助
詞
体
系

の
大
き
な
違
い
は
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　

四　

本
稿
の
結
論

　

本
稿
で
は
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
助
詞
カ
ナ
に
つ
い
て
、
個
々
の

例
か
ら
得
ら
れ
る
用
法
の
問
題
を
端
緒
と
し
て
、
助
詞
自
体
の
意
味

の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、

　
　

ⅰ　

�
カ
ナ
終
止
文
に
は
、
聞
き
手
へ
伝
わ
る
事
を
意
識
し
た
、



― 46―

対
話
的
性
格
の
強
い
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
例
は
、

カ
ナ
終
止
文
の
と
る
構
文
に
か
か
わ
ら
ず
見
ら
れ
る
。

　
　

ⅱ　

�
助
詞
カ
ナ
の
「
詠
嘆
」
の
意
味
は
、
対
話
的
性
格
が
強
い

か
独
話
的
性
格
が
強
い
か
と
い
う
問
題
と
は
異
な
る
次
元

に
存
在
す
る
。
カ
ナ
終
止
文
が
対
話
的
性
格
の
強
い
例
に

な
る
か
、
独
話
的
性
格
の
強
い
例
に
な
る
か
は
、
助
詞
の

意
味
で
は
な
く
、
文
脈
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
詠
嘆
」
の
終
助
詞
が
使
用

さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
文
が
独
話
的
性
格
の
強
い
も
の
に

な
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
事
は
、
聞
き
手
へ
の
伝
達
の

面
で
、
現
代
語
と
古
代
語
と
で
終
助
詞
の
体
系
が
大
き
く

異
な
る
事
を
示
し
て
い
る
。

と
い
う
二
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
終
助
詞
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
具
体
的
な
用

法
と
、
そ
こ
か
ら
抽
象
化
す
る
事
で
得
ら
れ
る
助
詞
の
意
味
と
い
う

二
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
て
考
え
る
事
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

注（
1�

）「
詠
嘆
」
と
「
感
動
」
と
を
分
け
る
立
場
も
あ
る
（
小
松
光
三
：

二
〇
〇
一
）
が
、
両
者
の
違
い
は
本
稿
の
考
察
に
影
響
を
与
え
る
も

の
で
は
な
い
た
め
、「
詠
嘆
」
に
一
括
し
て
考
察
を
行
う
。

（
2�

）�「�

」
の
有
無
は
、
今
泉
忠
義
・
森
昇
一
・
岡
崎
正
繼
編
『
源
氏
物

語
全
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
七
年
）
に
従
う
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
「
首

書
源
氏
物
語
」
を
底
本
と
し
て
い
る
が
、
脚
注
に
『
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
』
本
文
と
の
異
同
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
脚
注
に
基

づ
い
て
置
き
換
え
た
も
の
を
「　

」
の
有
無
の
判
定
に
使
用
し
た
。

（
3�

）
な
お
、
問
い
か
け
や
行
為
要
求
の
表
現
が
カ
ナ
終
止
文
よ
り
後
に

見
ら
れ
る
場
合
は
、対
話
的
性
格
が
強
い
例
の
確
例
と
は
言
え
な
い
。

先
に
カ
ナ
終
止
文
を
独
話
的
に
用
い
、
そ
の
後
で
聞
き
手
の
注
意
を

ひ
き
つ
け
る
言
語
行
動
を
と
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
4�

）
無
論
、「
詠
嘆
」
の
終
助
詞
と
呼
ば
れ
る
助
詞
群
の
一
つ
一
つ
に
、

何
の
差
異
も
な
い
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
助
詞
ご
と
の
構

文
上
の
違
い
、
表
現
性
の
違
い
な
ど
、
検
討
す
べ
き
事
は
多
い
。
し

か
し
各
助
詞
の
意
味
に
共
通
す
る
側
面
と
し
て
、「
詠
嘆
」
を
認
め

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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参
照
し
た
注
釈
書
類

【
大
系
】
→
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
／
【
全
集
】
→
日
本
古

典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
／
【
今
泉
訳
】
→
今
泉
忠
義
『
源
氏
物
語　

現

代
語
訳
』（
桜
楓
社
）
／
【
集
成
】
→
新
潮
日
本
古
典
集
成
／
【
玉
上
評
釈
】

→
玉
上
琢
弥
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
）
／
【
鑑
賞
と
基
礎
知
識
】

→
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』（
至
文
堂
）
／
【
新
大
系
】
→
新

日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
／
【
新
編
全
集
】
→
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
（
小
学
館
）

参
考
文
献

大
鹿
薫
久
（
二
〇
一
四
）「
詠
嘆
」
日
本
語
文
法
学
会
編
『
日
本
語
文
法

事
典
』
大
修
館
書
店

小
松
光
三
（
二
〇
〇
一
）「
詠
嘆
」
山
口
明
穂
・
秋
本
守
英
編
『
日
本
語

文
法
大
辞
典
』
明
治
書
院

西
田
隆
政
（
二
〇
一
二
）「「
詠
嘆
」
の
終
助
詞
「
か
な
」
再
考
―
「
源
氏

物
語
」
を
資
料
と
し
て
―
」『
武
蔵
野
文
学
』
六
〇
集

―
―
―
―
（
二
〇
一
四
）「
中
古
和
文
の
文
体
を
め
ぐ
っ
て
」『
文
学
史
研

究
』
五
四
集

森
野
崇
（
一
九
九
〇
）「
古
代
日
本
語
の
終
助
詞
「
な
」
に
つ
い
て
」『
秋

草
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
七
集

―
―
―
（
一
九
九
二
）「
終
助
詞
「
か
し
」
の
機
能
」『
辻
村
敏
樹
教
授
古

稀
記
念　

日
本
語
史
の
諸
問
題
』
明
治
書
院

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
二
六
年
度
國
學
院
大
學
国
語
研
究
会
前
期
大
会
で

発
表
し
た
内
容
を
、
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
そ
の
他
で

貴
重
な
ご
指
摘
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
先
生
方
、
参
加
者
の
方
々
に
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。


