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本
稿
は
、
中
世
説
話
の
一
つ
で
あ
る
『
続
古
事
談
』
の
言
語
資
料
と
し
て
の

活
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
院
政
鎌
倉
期
の
も
の
と
し
て

は
今
昔
物
語
集
、
十
訓
抄
、
古
今
著
聞
集
な
ど
、
十
分
な
言
語
量
を
有
す
る
も

の
に
お
い
て
校
訂
本
文
と
語
彙
総
索
引
と
が
刊
行
さ
れ
る
一
方
で
、
続
古
事
談

は
説
話
全
体
の
傾
向
を
探
る
際
の
一
資
料
と
し
て
、
大
き
く
扱
わ
れ
る
こ
と
は

(1)

無
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
佐
藤
武
義
『
今
昔
物
語
集
の
語
彙
と
語
法
』

で
は
、(

形
容
詞
連
用
形
活
用
語
尾+

接
続
助
詞>

の
ク
テ/

ク
シ
テ
と
い
う

対
立
に
お
け
る
ク
シ
テ
型
は
、
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
的
特
殊
な
言
い
回
し
だ

っ
た
も
の
が
次
第
に
一
般
化
し
、
今
昔
物
語
集
の
本
朝
世
俗
部
な
ど
で
も
用
い

ら
れ
、
そ
う
い
う
新
し
い
試
み
が
「
仏
教
説
話
に
よ
っ
て
錬
磨
さ
れ
な
が
ら
、

世
俗
説
話
の
『
続
古
事
談
』
に
受
け
っ
が
れ
」
、
軍
記
物
に
お
い
て
文
章
語
と

(2)

し
て
の
定
着
を
見
る
、
と
推
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
体
を
構
成
す
る
よ
う

な
語
法
の
変
化
を
反
映
し
て
い
る
例
も
報
告
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
近
年
、
底
本

を
異
に
す
る
何
種
類
か
の
本
文
が
提
供
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
資
料
性
の
積
極

的
な
見
直
し
・
活
用
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。  

テ
キ
ス
ト
の
概
観

現
時
点
で
活
字
翻
刻
さ
れ
た
も
の
は
四
種
あ
り
、
従
来
使
わ
れ
て
き
た
群
書

類
従
の
他
に
注
釈
書
が
三
つ
で
あ
る
。
利
用
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な
る
各
本
の

特
徴
を
ま
と
め
る
と
次
の
表1

の
よ
う
に
な
る
。

次
に
、  

続
古
事
談
に
特
徴
的
と
思
わ
れ
る
語
彙
と
語
法
の
い
く
っ
か
に
っ
い

て
、
用
例
を
確
認
し
つ
つ
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
用
例
の
後
の
数
字
は
全
巻

通
し
の
説
話
番
号
で
「
新
大
系
」
に
よ
る
。
校
異
を
問
題
に
す
る
場
合
に
は

「
伴(

信
友
本)

」
の
よ
う
に
略
称
を
添
え
た
。  
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2

オ
ハ
シ
マ
ス
を
め
ぐ
る
問
題

2

・1
  

本
動
詞
と
補
助
動
詞

続
古
事
談
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。  

(00)

帝
王
は
人
を
あ
は
れ
み
、
民
を
は
ぐ
く
む
心
を
は
し
ま
す
べ
き
な

り
。  

(

一

)  

(01)

帝
王
は
人
を
あ
は
れ
み
、
民
を
め
ぐ
み
お
は
し
ま
す
べ
き
な
り
。

(

伴
一)

00

は
本
動
詞
の
用
法(

所
有
者
に
対
す
る
敬
意
。
注
解
の
訳
「
お
持
ち
に
な

(3)

る
べ
き
で
あ
る
」)

、
同
じ
箇
所
の
異
文
で
あ
る01

は
補
助
動
詞
の
用
法
で
、
両

者
と
も
平
安
時
代
か
ら
あ
る
。
続
古
事
談
に
お
け
る
類
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下

の
通
り
。  

マ
ス
を
補
助
動
詞
と
し
て
解
釈
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
で
は
「
あ

な
た
は
ご
自
分
の
前
途
を
頼
り
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
」
と
な
り
文
脈
上

お
か
し
い
。
こ
こ
は
諸
本
に
あ
る
よ
う
に
「
前
途
、
た
の
み
、
お
は
し
ま
す
」

で
く
前
途
に
頼
み
に
す
べ
き
も
の(

期
待)

が
お
あ
り
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す=00

や02

と
同
じ
所
有
用
法>

と
い
う
名
詞+

本
動
詞
に
と
る
べ
き
で
あ
る
。  

伴
信
友
本
の
性
質
を
示
す
一
例
で
あ
ろ
う
。
格
助
詞
が
補
わ
れ
て
い
る
例
は
他

に
も
あ
り
、
表1

の
解
説
に
引
用
し
た
よ
う
に
全
般
的
に
「
文
意
の
通
り
」
は

良
く
な
る
が
、  

オ
ハ
シ
マ
ス
の
よ
う
な
内
省
の
効
か
な
い
古
語
を
構
文
上
た
だ

し
く
据
え
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。  

2

・2

時
間
表
現

(04)

円
融
院
、
大
井
川
に
御
幸
あ
り
け
る
に
、
先
、
小
井
寺
の
前
に
仮
屋
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(02)

「
こ
の
は
ら
み
た
ま
へ
る
は
王
子
也
。
め
で
た
く
お
は
し
ま
す
べ
し
。  

右
の
御
尻
に
、
あ
ざ
お
は
し
ま
す
べ
し
。
」
と
云
ひ
け
れ
ば
く
中
略>

  

を
た
て
て
お
は
し
ま
す
。
大
入
道
殿
、
摂
政
の
時
、
御
膳
を
ま
う
け

ら
れ
け
り
。
茶
城
に
て
ぞ
有
け
る
。
其
後
、
御
船
に
た
て
ま
つ
り
て
、

生
れ
給
て
、
ま
こ
と
に
右
の
御
尻
に
あ
ざ
お
は
し
ま
し
け
り
。(

七)  

(0
3
)

入
道
、
「<

中
略=

私
八
出
家
シ
テ
シ
マ
ウ
ケ
レ
ド
モ
、
ア
ナ
タ
ハ>

  

摂
一
讓
の
家
に
生
て
、
前
途
を
た
の
み
お
は
し
ま
す
」(

伴
五
六=

五
二)

0
3

の
箇
所
は
新
大
系
本
文
は
「
前
途fit

一
た
の
み
お
は
し
ま
す
」
と
し
、
脚
注

に
「
諸
本
「
に
」
を
欠
く
」
と
あ
る
。  0

3

は
伴
本
が
タ
ノ
ミ
を
動
詞
、
オ
ハ
シ

と
な
せ
に
お
は
し
ま
し
け
り
。                                          (

一
八)

こ
こ
で
「
お
は
し
ま
す
。
」
と
い
う
の
は
前
後
か
ら
不
自
然
で
あ
る
。
「
先

(

ま
づ)

」
「
其
後
」
と
い
っ
た
副
詞
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
御
幸
に

つ
い
て
小
井
寺
到
着
←
食
事
←
と
な
せ
移
動
、  

と
継
起
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

部
分
で
、
一
見
似
た
例
の05

やb(

後
述)

と
は
テ
ク
ス
ト
の
構
造
が
違
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
は
オ
ハ
シ
マ
シ
ケ
リ
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
こ
れ
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お
はは

『
古
事
談
』
に
同
話
が
あ
っ
て
、
「
御
船
に
御
し
て
、
と
な
せ
に
到
り
給
ふ
」

(
一
六)

と
い
う
本
文
で
あ
る
。
こ
れ
を
改
変
し
た
も
の
が
続
古
事
談
一
八
話

(4)

だ
と
す
る
新
大
系
脚
注
に
従
え
ば
、  

オ
ハ
シ
マ
ス
は
続
古
事
談
編
纂
時
に
付
け

加
え
ら
れ
た
語
句
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。  

こ
の
時
期
の
オ
ハ
シ
マ
ス
の

使
用
例
は
他
文
献
で
も
少
な
く
な
い
が
、
用
法
の
固
定
化
が
始
ま
っ
て
い
て
自

在
に
運
用
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
オ
ハ
シ
マ
ス
終
止
形
の
例
で
も
、
次
の
も
の
は
テ
ン
ス
形
式
の
一
般

的
機
能
に
沿
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。  

と

も

ち

な
ど
も

(0
5
)  

昔
、
平
城
天
皇
の
御
時
ま
で
は

此
国
に
も

一
一
一H

---)--:----

。
そ
の
儀
式
、  

い
ま
だ
ほ
の
人
、
、
の
ほ
ど
に
、
主
上
い

る
一
。
君
の
御
心
に
は
、
民
の
う
た
へ
を
き
こ
し
め
し
て
御
こ
と
は
り

あ
る
よ
り
、
ほ
か
の
大
事
な
か
り
け
り
。                          (

二
八)

昔
の
一
般
的
「
あ
さ
ま
つ
り
ご
と
」
に
つ
い
て
、
継
起
す
る
事
柄
を
順
番
に

(5-

述
べ
て
い
く
部
分
が
非
過
去
形
で
列
挙
さ
れ
、
「
そ
の
ま
つ
り
ご
と
、
」
と
い
う

言
葉
で
括
っ
た
文
は
再
び
ケ
リ
で
終
止
し
て
い
る
。

他
の
文
献
を
見
て
み
る
と
、  

用
例04

と
似
た
オ
ハ
シ
マ
ス
終
止
形
は
定
型
表

現
の
よ
う
に
現
れ
る
。

(a)

陰
陽
頭
安
倍
泰
親
、
い
そ
ぎ
内
裏
へ
馳
せ
ま
ぃ
て
「<

中
略>

」
と
て
、

は
ら
く
と
ぞ
泣
け
る
。
傅
奏
の
人
も
色
を
う
し
な
ひ
、
割
叡
慮

で
て
南
面
に
お
は
し
ま
す
。
群
臣
百
寮
を
の
く
座
に
摂
す
。
四
方

の
訴
人
、
さ
う
な
く
内
裏
へ
参
集
て
、
た
か
き
机
の
上
に
う
れ
へ
文

の
は
こ
と
云
物
を
お
か
れ
た
り
け
れ
ば
、
あ
や
し
の
民
百
姓
ま
で
申

文
を
も
て
参
て
、
こ
の
箱
に
い
る
。
史
・
外
記
・
弁
・
少
納
言
な
ど
、

次
第
に
と
り
あ
げ
て
こ
れ
を
よ
み
申
。
群
臣
を
の
く
こ
れ
を
評
定

し
、
主
上
、
ま
の
あ
た
り:

効
定
を
く
だ
さ
る

っ
た
へ
、
も
し
左
右

に
あ
れ
ば
、
即
め
し
と
は
る
。
か
た
く
の
も
の
、
当
時
な
け
れ
ば
、

を
お
ど
ろ
か
さ
せ
お
は
し
ま
す
。
わ
か
き
公
卿
殿
上
人
は
「<

中
略>

」

と
て
、
わ
ら
ひ
あ
は
れ
け
り
。(

平
家
物
語
・
巻
三
・
法
印
問
答)  

(b)-

一
一
一
一
一
高
倉
を
北
へ
、
近
衛
を
束
へ
、
加
茂
川
を
渡
ら
せ
給
て
、
如
意

山
へ
い
ら
せ
お
は
し
ま
す
。
昔
清
見
原
の
天
皇
の
い
ま
だ
東
宮
の
御

時
、
賊
徒
に
お
そ
は
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
吉
野
山
へ
い
ら
せ
給
ひ
け
る

に
こ
そ
、
を
と
め
の
姿
を
ば
か
ら
せ
給
ひ
け
る
な
れ
。
い
ま
こ
の
君

の
御
あ
り
さ
ま
も
、
そ
れ
に
た
が
は
せ
給
は
ず
。<

中
略>

か
く
し

し
り
ぞ
き
て
と
は
る
べ
き
よ
し
を
仰
す
。
申
文
お
ほ
く
し
て
、
こ
と

の
ほ
か
に
日
た
け
ぬ
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
座
に
て
供
御
ま
い
ら
す
。  

諸
卿
御
膳
を
お
ろ
し
て
、
を
の
く
こ
れ
を-

。
割

て
、
暁
方
に
三
井
寺
へ
い
ら
せ
お
は
し
ま
す
。

(

平
家
物
語
・
巻
四
・
競)

過
去
形
と
い
う
の
が
、  

出
来
事
を
把
握
し
て
時
間
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
た
と
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い
う
マ
ー
ク
だ
と
す
れ
ば
、
過
去
形
に
置
き
換
わ
り
う
る
非
過
去
形
と
い
う
の

は
、
そ
の
出
来
事
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
生
起
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
曖
昧
に
表

王
の
、
さ
ほ
ど
の
学
生
に
て
お
は
し
ま
し
け
ん
事
を
感
じ
て
な
り
。

(

三
一)  

現
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
距
離
を
置
く
よ
う
な
態
度
を
前
面
に
出
す
、
言
い

方
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
。  a

に
つ
い
て
言
え
ば
、
オ
ハ
シ
マ
ス
の
主
体
た

06

後
者
の
オ
ハ
シ
マ
ス
に
は
異
同
が
あ
り
、  

注
解
に
よ
る
と
他
の
四
本
で
オ

ハ
シ
ケ
ン
が
用
い
ら
れ
て
い
る(

新
大
系
底
本
も)

。  06

を
そ
の
ま
ま
解
釈
す

る
帯
な
ど
の
行
為
は
、
他
の
臣
下
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
同
列
に

れ
ば
、
匡
房
は
故
院
に
対
し
オ
ハ
ス
を
用
い
た
が
、
院
が
学
業
に
優
れ
て
い
た

把
握
は
出
来
な
い
、

考
え
る
の
で
あ
る
。  

と
い
う
意
識

(

ム
ー
ド)  

を
非
過
去
形
が
表
し
て
い
る
と

こ
と
を
聞
い
て
涙
す
る
ほ
ど
の
長
方
に
は
一
段
階
上
の
敬
語
オ
ハ
シ
マ
ス
を
編

b

の
場
合
は
移
動(

主
体
変
化)  

を
表
す
動
詞
に
付
い
て

者

(

あ
る
い
は
校
訂
者)  

が
使
わ
せ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
会
話

お
り
、
非
過
去
形
な
ら
ば
動
作
の
全
体(

初
め
か
ら
終
わ
り)  

を
表
す
が
、
過

去
形
は
移
動
過
程
が
完
了
し
た
こ
と
を
一
旦
明
言
し
て
し
ま
う
。  

そ
の
文
の
後

部
分
、
後
者
は
地
の
文
で
あ
る
か
ら
、
逆
の
場
合
と
比
べ
て
一
層
待
遇
差
が
引

き
立
つ
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
両
者
オ
ハ
シ
ケ
ン
と
い
う
本
文
で
も
何
ら
お
か

で

「
い
ま
」
と
い
う
副
詞
を
使
い

「
こ
の
君
の
御
あ
り
さ
ま
」

に
つ
い
て
叙
述

し
く
は
な
く
、
匡
房
の
言
葉
を
地
の
文
で
受
け
て
繰
り
返
し
た
と
い
う
だ
け
で

す
る
な
ら
ば
、
先
行
文
は
過
去
形
に
せ
ず
、
動
的
な
・
継
続
的
な
動
作
の
姿
を

あ
る
。  

こ
れ
が
転
写
者
に
よ
る
校
訂
に
よ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
前
述
の
よ
う

想
起
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、05

お
よ
びab
の
非
過
去
形
が
選

択
さ
れ
て
い
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
用
例04

の
据
わ
り
の
悪
さ
は
「
宮-

お

は
し
ま
す
。
」
と
い
う
よ
く
あ
る
表
現
を
形
式
的
に
真
似
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。  

に
そ
の
待
遇
差
に
違
和
感
を
も
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。  

つ
ま
り
こ
こ
は
、
ど
ち

ら
が
古
態
で
あ
れ
本
文
が
書
き
換
え
ら
れ
る
理
由
は
あ
り
、
そ
う
い
う
判
定
は

出
来
な
い
が
、
伝
本
に
よ
る
使
用
語
彙
の
異
同
に
は
上
の
よ
う
な
執
筆(

校
訂)  

態
度
が
反
映
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
一
例
と
し
て
報
告
し

て
お
く
。
ま
た
、同
じ
後
三
条
院
に
対
し
、

(0
6

)  

オ
ハ
ス
と
の
関
係

「
後
三
条
院
は
、
い
か
ほ
ど
の
学
生
ぞ
」
と
人
の
問
け
れ
ば
、
江
中

納
言
匡
房
、
お
も
ひ
ま
う
け
た
る
事
の
や
う
に
「
佐
国
ほ
ど
に
や
お  

(0
7
)

(0
8
)  

と
あ
り
、

は
無
い
。  

此
君
い
ま
だ
東
宮
に
て
お
は
し
け
る
時

後
三
条
院
は
東
宮
に
て
廿
五
年
ま
で
お
は
し
ま
し
て
、

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
注
解
・
お
う
ふ
う
・
新
大
系
に
異
同
の
報
告

オ
ハ
ス
と
オ
ハ
シ
マ
ス
は
そ
も
そ
も
待
遇
差
が
無
い
も
の
と
し
て
使

は
し
け
ん
」
と
い
ひ
け
り
。
長
方
卿
は
是
を
き
、
て
な
き
け
り
。
国



用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

R
3

ム
ズ
と
ム
ト
ス

3

・1

間
題
の
用
例

(09)

左
舞
人
光
末
申
け
る
は
「<

中
略=

楽
所
ニ
ハ
何
人
モ
ノ
舞
ノ
名
手

ガ
イ
タ
ガ

イ
マ
ヤ>

左
右
の
舞
た
え
な
ん
ず
る
道
也
。
正
方
し
な

ん
と
す
る
時
、
正
助
、
胡
飲
酒
の
事
を
と
ひ
け
れ
ば
、
『
孫
子
に
お

し
へ
た
り
。
そ
れ
に
と
へ
』
と
な
ん
い
ひ
け
る
。
さ
て
正
助
は
、
こ

に
な
ら
ひ
け
り
。
か
く
ほ
ど
よ
き
も
の
く=

正
助
ノ
子
、
助
方>

、

正
助
に
さ
き
だ
ち
て
、
わ
づ
か
に
廿
余
ば
か
り
に
て
う
せ
に
け
り
。  

光
末
、
又
、
子
な
し
。^

中
略>

光
末
、
七
十
に
あ
ま
り
に
た
り
。  

お
し
へ
は
っ
べ
か
ら
ず
。
左
右
の
舞
た
え
な
ん
と
す
。
」
と
ぞ
申
け

る
。  

(

一
三
九)  

傍
線
部
に
本
文
に
よ
る
異
同
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
人
物
の
発
話
文
中
で
、

ム
ズ
と
ム
ト
ス
の
両
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ム
ト
ス
←
ム
ズ
と
変
化
し
た
と

言
わ
れ
、
ム
ズ
は
中
古
に
は
和
歌
で
用
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
俗
な
、
話
し
言

葉
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
一
般
的
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
が
中
世
に
な
る
と
地
の

文
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ウ
ズ
と
語
形
を
変
え
て
近
世
ま
で
盛
ん
に
用

い
ら
れ
る
と
い
う
流
れ
な
の
だ
が
、
そ
の
中
で
用
例09

は
ど
の
よ
う
な
使
い
分

け
の
原
理
を
示
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。  

3

・2

意
味

ム
ズ
と
ム
ト
ス
の
関
係
に
つ
い
て
は
時
代
や
資
料
を
さ
ま
ざ
ま
に
設
定
し

て
、
こ
れ
ま
で
調
査
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
口
語/

文
語
、
和
文
調/

訓

読
調
、
主
観
的/

客
観
的
、
意
志/

意
志
に
基
づ
く
動
作
、
と
い
っ
た
切
り
口

(6)

が
提
案
さ
れ
て
き
た
の
を
踏
ま
え
、
田
中
雅
和
は
「
ム
ト
ス
と
ム
ズ
の
表
現
性

l

院
政
・
鎌
倉
の
片
仮
名
文
資
料
を
中
心
にi-

」
に
お
い
て
、

ム
ト
ス
が
他
者
に
属
す
る
こ
と
を
他
者
の
こ
と
と
し
て  (

場
合
に
よ
っ
て

は
自
ら
の
こ
と
さ
え
も)

客
観
的
に
捉
え
た
叙
事
性
の
対
他
的
表
現
に
な

る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ム
ズ
は
他
者
の
こ
と
で
も
幾
分
自

分
の
側
に
引
き
っ
け
、
表
現
主
体
の
感
情
や
判
断
を
交
え
た
叙
情
性
の
対

他
的
表
現
に
な
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

と
し
、
両
者
が
「
他
者
に
属
す
る
こ
と
と
し
て
把
握
す
る
」
と
い
う
基
本
的
な

性
質
を
共
通
に
有
す
る
点
を
主
張
し
て
い
る
。

用
例09

の
「
左
右
の
舞
、
タ
ェ
ナ
ン
ズ
ル/

タ
エ
ナ
ン
ト
ス
」
の
違
い
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
前
者
が
主
観
的(

感
情
的)

、
後
者
が
客
観
的
と
い
う
説
明
は

一
応
可
能
で
あ
ろ
う
。
二
度
目
の
タ
エ
ナ
ン
ト
ス
は
、
誰
が
死
ん
だ
、
子
供
が

い
な
い
と
い
う
事
実
の
事
情
説
明
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。  

し
か
し
こ

の
よ
う
な
理
由
説
明
法
は
実
は
無
意
味
で
、
「
誰
が
死
ん
だ
、
子
供
が
ぃ
な
ぃ

と
ぃ
う
舞
の
衰
退
要
因
を
語
っ
て
い
る
う
ち
に
感
情
が
高
ぶ
っ
た
」
と
い
う
ふ

う
に
逆
の
帰
結
を
導
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
用
例
自
体
は
文
脈
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上
主
観
性
の
有
無
を
示
さ
な
い
。
同
時
代
の
他
の
文
献
に
お
け
る
傾
向
に
反
す

る
も
の
で
は
な
い
だ
け
で
あ
る
。

前
掲
田
中
論
文
に
よ
る
と
、
下
接
語
を
活
用
形
別
に
整
理
し
た
結
果
、
ム
ト

ス
は
終
止
形
終
止
が
非
常
に
多
く
、
名
詞
に
連
な
る
例
は
少
な
い
。
一
方
ム
ズ

は
事
・
様
な
ど
の
形
式
名
詞
や
そ
の
他
名
詞
に
連
な
る
の
が
主
用
法
の
一
つ
と

言
っ
て
よ
い
。
そ
う
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
「~

道
也
」
と
い
う
述
語
の
形

が
決
ま
っ
た
時
点
で
ム
ズ
が
選
択
さ
れ
や
す
ぃ
と
ぃ
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。  

そ
し
て
未
来
へ
の
展
開
を
「
道
」
と
表
現
す
る
の
は
、
や
は
り
感
情
の
こ
も
っ

た
言
い
方
な
の
で
あ
る
。  

3

・3

用
例

用
例
数
を
ま
と
め
る
と
表2

の
よ
う
に
な
る
。
ム
ズ
・
ム
ズ
ラ
ム
の
用
例
を

確
認
し
た
う
え
で
、
会
話
の
ム
ト
ス
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。  

(10)

右
衛
門
督
信
頼
、
め
し
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
お
も
ひ
け
る
に
、<
中
略>

  

召
事
な
く
て
や
み
に
け
れ
ば
、

【
表2

】

(
二

三
)  

(11)

入
道<

中
略>

申
て
い
は
く
「
を
の
れ
は
出
家
の
い
と
ま
申
て
、
已

に
法
師
に
な
り
侍
り
な-

。  

そ
れ
に
い
た
ま
し
き
事
の
ひ
と
つ
侍

る
な
り
。
才
智
、
身
に
あ
ま
り
ぬ
る
も
の
は
、
遂
に
不
運
な
り
と
人

の
申
て
、
学
問
を
も
の
う
く
せ
ん
ず
る
事
の
か
な
し
き
な
り
。
」

(

五
二)

(12)

刑
部
卿
重
家
朝
臣
、
兄
お
と
・
清
輔
・
季
経
な
ど
一
車
に
て
参
け
る

道
に
て
、
を
の
く
云
け
る
、
「
字
治
に
て
は
、
水
干
装
束
を
着
あ

ひ
た
る
に
、
清
輔
お
と
な
し
き
人
に
て
、
あ
や
く
ず
か
み
し
も
を
き

た
り
け
る
に
、
和
歌
の
後
、
連
歌
あ
ら
ん
ず
ら
ん
、
其
時
、
季
経
、

『
あ
や
く
ず
を
た
て
ぬ
き
に
き
る
人
な
れ
ば
』
と
い
ひ
た
ら
ん
に
、

清
輔
け
し
き
ば
み
て
、
そ
ば
ひ
ら
み
ま
は
し
て
、
『
こ
の
連
歌
は
、

清
輔
は
な
ち
て
は
、
た
れ
か
は
っ
く
べ
き
』
と
て
、
『
お
り
べ
の
か

み
に
こ
れ
を
な
さ
ば
や
』
と
っ
け
ん
ず
る
な
り
」
と
、
各
や
く
そ
く

し
か
た
め
て
け
り
。                                                        (

八
四)  

(13)<

広
隆
寺
ノ>

別
当
時
円
法
橋
、
四
十
余
年
寺
務
し
て
う
せ
に
け
り
。  

寺
僧
、
例
に
ま
か
せ
て
東
寺
の
人
な
ら
ん
ず
る
、
と
思
ふ
程
に
、
は

か
ら
ざ
る
に
円
城
寺
の
増
誉
僧
正
、
な
さ
れ
ぬ
。            (

一
一
四)  

(14)

典
薬
頭
雅
忠
が
夢
に
、
七
八
歳
ば
か
り
な
る
小
童
、
寝
殿
に
は
し
り

遊
て
云
様
、
「
先
祖
康
頼
、
ね
ん
ご
ろ
に
祈
し
心
ざ
し
に
こ
た
へ
て
、

文
書
を
ま
も
り
て
二
三
代
あ
ひ
は
な
れ
ぬ
に
、  

こ
の
ほ
ど
火
事
あ
ら
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ん
ず
る
に
、
っ
、
し
む
べ
し
」
と
み
て

(15)

晴
明
、
大
舎
人
に
て
、
笠
を
き
て
勢
多
橋
を
行
に
、

(

一
二
三)  

茲
光
こ
れ
を
み

て
、  

一
道
の
達
者
な
ら
ん
ず
る
事
を
し
り
て
、
そ
の
よ
し
を
い
さ
め

け
れ
ば
、
晴
明
、<

中
略>

保
憲
が
り
ゆ
き
た
る
に
、
そ
の
相
を
み

て
も
て
な
し
け
り
。  

(

一
三
三
地)  

改
ま
っ
た
言
葉
遺
い
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。  17

は
自
宅
に
戻
っ
て
か
ら

数
日
過
ご
し
て
、
落
ち
着
い
た
頃
に
冥
界
の
体
験
を
順
序
だ
て
て
語
る
部
分
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
に
用
例09

も
加
え
る
と
、
大
事
件
を
経
験
し
な
が
ら
も

感
情
を
抑
え
て
冷
静
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
、  

そ
う
い
う
姿
勢
が
会
話
中

(7)

の
ム
ト
ス
に
よ
っ
て
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。  

以
下
は
会
話
文
中
の
ム
ト
ス
の
例
。

(16)<

貸
シ
タ
ハ
ズ
ノ
薬
師
仏
ノ
返
却
ラ
申
シ
入
レ
タ
ガ
、
広
隆
寺
ノ>

道
昌
あ
へ
て
き
か
ず
。
聖
人
な
げ
き
て
寝
食
を
わ
す
れ
て
、
欝
の
あ

引
用
の
形
式

会
話

心
話
部
分
を
先
導
す
る
形
式
と
い
う
の
は
、
文
体
形
成
に
大
き
く
関

ま
り
に
醍
醐
の
聖
宝
憎
正
の
も
と
に
行
て
云
様
、

「
大
炊
寺
の
薬
師

与
す
る
と
思
わ
れ
る
。  

「
云
ふ
」
が
敬
語
に
な
る
場
合
が
多
い
が
、

続
古
事
談

(1
7

)  

仏
、
道
昌
ぬ
す
み
て
か
へ
さ
ず
。
と
り
か
へ
さ
ん
と
す
る
に
ち
か
ら

及
ば
ず
。
い
か
゛
す
べ
き
」
。
聖
宝
云
様
「
い
と
や
す
き
事
也
」

(

一
一
二)

<

筆
結
イ
ノ
能
定
八
流
行
病
デ
死
亡
シ
タ
ガ
埋
葬
後
四
日
目
二
蘇
生

シ
、
家
二
戻
ツ
テ>

日
比
へ
て
、
心
地
例
ざ
ま
に
な
り
て
か
た
り
け

る
、
「
死
て
後
、
お
そ
ろ
し
き
も
の
ど
も
、
我
を
お
ひ
た
て
て
く
ら

き
野
を
ゆ
く
に
、<

中
略>

わ
か
き
重
子
の
我
を
し
り
た
る
と
お
ぼ

し
き
、
う
し
ろ
に
そ
ひ
て
は
な
れ
ず
。<

中
略=

童
子
ハ
、
能
定
ノ

寿
命
ガ
尽
キ
テ
イ
ナ
イ
コ
ト
ラ
間
魔
王
二
伝
エ
ル
ガ
聞
キ
入
レ
ラ
レ

で
は
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
に
大
別
で
き
る
。

(A
)

云
ヒ
ケ
ル
ハ
類

「
お
ほ
せ
ら
れ
け
る(

は)

、
」
「
の
た
ま
ひ
け
る
、
」
「
い
ひ
け
る(

は)

、
」

「
語
り
け
る(

は)

、
」
「
か
た
ら
れ
け
る
は
、
」
「
い
は
れ
け
る
は
、
」
「
っ

げ
ら
れ
け
る
、
」
「
申
け
る(

は)

、
」
「
申
さ
れ
け
る
、
」
「
申
給
け
る
、
」

「
論
じ
け
る
、
」

(B
)

云
フ
ヤ
ウ
類

「
申
す
や
う
、
」

ら
る
る
や
う
、
」

「
思
や
う
、
」
「
い
ふ
や
う
、
」

「
夢
に
み
る
や
う
、
」
「
仰
せ

「
の
た
ま
ふ
や
う
、
」

ナ
イ
ノ
デ>

火
を
も
ち
て
王
宮
を
や
か
ん
と
す
。
」          (

一
・
一
八
八)  

16

は
当
事
者
で
は
な
い
格
上
の
僧
正
に
事
件
の
相
談
に
行
っ
て
い
る
場
面
で
、

(C
)  

云
ハ
ク
類

「
の
給
は
く
、
」
「
い
は
く
、
」r

申
さ
く
、
」

「
人
う
た
が
ふ
ら
く
、
」
「
古
老
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っ
た
ふ
ら
く
、
」

(D
)

そ
の
他

「
の
給
ふ
、
」
「
申
さ
る
、
」
「
と
は
る
、
」(

終
止
形)

「
仰
せ
ら
れ
け
り
、
」
「
申
し
給
ひ
け
り
、
」
「
申
さ
れ
け
り
、
」(

ケ
リ)

「
こ
た
ふ
る
に
、
」
「
と
ふ
に
、
」
「
の
る
こ
と
ば
に
、
」
「
お
返
事
に
は
、
」

「
お
ほ
せ
ら
れ
を
き
け
る
に
は
、
」
「
申
て(

は)

、
」
「
か
た
ら
ひ
て
、
」

(

ニ
・
テ)

こ
の
中
で
特
徴
的
な
の
は
ク
語
法
で
あ
ろ
う
。
「
い
は
く
」
が
最
も
多
く
み

ら
れ
る
形
式
で
あ
る
が
、
「
申
さ
く
」4

例
、
「
人
う
た
が
ふ
ら
く
」(

巻
四
・  

一
一
四)1

例
、
「
古
老
つ
た
ふ
ら
く
」(

巻
四
・
一
一
八)1

例
が
あ
る
。
用

例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

(1
8
)

貞
信
公<

忠
平>

、
太
政
大
臣
に
な
り
た
ま
ひ
て
の
た
ま
ひ
け
る
、

「<

中
略>

こ
の
か
み
時
平
大
臣
を
、
太
政
大
臣
に
な
る
べ
き
よ
し
、

つ
る
。
兄
弟
、
中
あ
し
く
し
て
、  

つ
ね
に
か
、
る
こ
と
あ
り
け
り
。

(

一
ニ
八)

と
も
に
出
典
な
し
、
兄
弟
に
関
す
る
話
題
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
か
み
」

「
申
さ
く
」
と
い
う
使
用
頻
度
の
低
い
言
葉
が
共
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も

う
一
例
の
申
サ
ク
は
「
焔
魔
王
に
申
さ
く
」(

一
六
八)

で
、
こ
れ
も
出
典
未

詳
。
編
者
補
充
の
話
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

上
記A

B
C

D

の
グ
ル
ー
プ
は
、
お
お
む
ね
一
つ
の
話
の
中
で
は
揃
え
ら
れ

て
い
る
が
、
混
用
の
例
も
あ
る
。
混
用
の
場
合
、
短
文
の
中
に
ク
語
法
と
ヤ
ウ
が

一
回
ず
つ
現
れ
る
も
の
が
あ
り(

七
一
話
、
一
三
一
話
な
ど)

発
言
主
体
や
意

味
・
語
調
に
関
係
な
く
避
板
法
的
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。  

前
皇
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
に
、
か
の
お
と
、
奏
し
て
申
さ
く
、
一
一
弟
忠

平
、
必
ず
こ
の
官
に
い
た
る
べ
し
。
一
門
に
二
人
給
る
べ
か
ら
ず
』

と
て
、
『
勅
命
を
う
け
ず
』
と
い
ひ
き
。
こ
れ
ひ
が
こ
と
な
り
」

(

三
九)  

(20)

洞
照
と
云
相
人
い
ふ
や
う
、
「
君
の
顔
色
あ
し
・
。
を
そ
ら
く
は
鬼

神
の
た
め
に
を
か
さ
れ
た
る
歎
」
。
制
「
心
ち
た
が
ふ
事
な
し
。

つ
ね
の
ご
と
し
」'

一
一
一
一
一
一
一
。
洞
照
、
と
く
か
へ
る
到
ほ
ど

に
、
貞
嗣
、
俄
に
た
え
入
て
、
よ
み
が
へ
り
て
家
に
か
へ
り
て
、
も

W
                                      -

の

、
け
あ
ら
は
れ
て
い
は
く
、
「
別
の
事
な
し^

中
略>

」
と
ぞ
い
ひ

けく
1く  

(

一
三
二)  

(19)

富
家
殿
、
灸
治
し
給
け
る
に
、
重
康
申
さ
く

「
日
神
、
も

に
あ

り
。
や
き
給
べ
か
ら
ず
」
。
こ
の
か
み
忠
康
申
さ
く
、
「
内
も
、
、
外

も

こ
と
な
り
。
」<

中
略>

重
康
を
め
さ
ず
、
忠
康
や
き
た
て
ま

20

の
よ
う
に
間
接
話
法
も
含
め
て
四
通
り
の
言
い
方
が
凝
縮
さ
れ
た
も
の
も
あ

り
、  
こ
う
い
う
例
に
お
い
て
は
特
定
の
引
用
形
式
を
文
体
指
標
と
み
な
す
こ
と

は
難
し
い
が
、  

む
し
ろ
こ
の
混
在
が
成
す
文
体
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
現
代
標
準
語
と
い
う
も
の
を
、
方
言
的
な
特
徴
が
全
て
削
り
取
ら
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れ
た
も
の
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
同
様
に
、
文
体
を
特
徴
づ
け
そ
う
な
要
素
が

分
散
し
て
い
る
た
め
に
目
に
付
か
な
い
、  

ク
セ
を
感
じ
さ
せ
な
い
文
章
と
い
う

も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
標
準
語
と
同
じ
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン(

あ

る
い
は
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と)

に
お
い
て
、
あ
る
役
割
を
果
た
し
て
い

る
可
能
性
に
つ
い
て
は
考
察
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。  

5

複
合
動
詞

(21)

神
璽
・
宝
剣
、
神
の
世
よ
り
っ
た
は
り
て
、
帝
の
御
ま
も
り
に
て
、

さ
ら
に
あ
け
ぬ
く
事
な
し
。
冷
泉
院
、
う
つ
し
心
な
く
お
は
し
ま
し

け
れ
ば
に
や
、
し
る
し
の
は
こ
の
か
ら
げ
緒
を
と
き
て
引
ん
と
し

給
け
れ
ば
、
箱
よ
り
白
雲
た
ち
の
ぼ
り
け
り
。<

中
略>

宝
剣
を
も

ぬ
か
む
と
し
給
け
れ
ば
、
夜
御
殿
ひ
ら
く
と
ひ
か
り
け
れ
ば
、
を

ち
て
ぬ
き
給
は
ざ
り
け
り                                                  (

二)

ア
ケ
ヌ
ク
と
い
う
動
詞
連
続
は
、
一
般
に
は
見
ら
れ
な
い
。
第
二
文
以
下
を

読
め
ば
分
か
る
と
お
り
、
神
璽(

ま
が
た
ま)

の
入
っ
た
箱
を
ァ
ケ
、
宝
剣
を

鞘
か
ら
ヌ
ク
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
古
代
語
に
お
け
る
動
詞
連
続
に
は
、
結

合
の
緊
密
な
複
合
動
詞
と
捉
え
る
べ
き
で
な
い
も
の
も
あ
る
と
い
う
指
摘
は
従

来
か
ら
あ
る
が
、  

こ
の
例
は
他
動
詞
と
し
て
異
な
る
対
象
物
を
想
定
し
て
い
る

ア
ク
と
ヌ
ク
が
対
等
の
立
場
で
並
ん
で
い
る
も
の
で
、
結
合
で
す
ら
な
い
。
現

代
語
で
は
「
注
解
」
の
訳
の
よ
う
に
「
開
け
た
り
抜
い
た
り
す
る
」
と
並
列
助

詞
を
使
う
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
が
発
達
す
る
の
は
も
う
少
し
後
の
時
代
で
あ
る
。  

こ
う
い
う
、
「
対
格
」
「
並
列
」
と
い
つ
た
関
係
表
示
が
な
さ
れ
な
い
部
分
は
中

古
以
来
の
和
文
的
文
体
を
形
成
す
る
一
因
と
な
ろ
う
。

ま
た
こ
の
第
二
話
に
は
同
話
が
あ
り
、
『
古
事
談
』
一
一
四
に
は
ァ
ケ
ヌ
ク

を
含
む
冒
頭
の
一
文
が
無
い
。
つ
ま
り21

の
冒
頭
文
は
後
で
付
け
加
え
ら
れ
た

可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
、
後
の
方
で
「
宝
剣
を
も
ぬ
か
む
」
の
よ
う
に
対
格
が

明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
冒
頭
が
唐
突
な
の
は
、  

編
纂
態
度
を
示
す
例
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
他
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
結
合
の
あ
り
方
と
そ
れ
が
成
す
意
味
に
お
い

て
追
究
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、  

本
稿
で
は
メ
モ
に
と
ど
め
稿
を
改
め

る
こ
と
と
す
る
。

(2
2
)

其
論
こ
と
の
ほ
か
に
し
あ
が
り
て                                    (

五
二)  

(2
3
)

大
盤
に
を
き
て
わ
け
く
ひ
け
り(

八
二)

*

『
中
外
抄
』
は
「
分
テ
食
也
」
と
テ
が
入
る
。  

(24)

権
守
が
前
に
て
、
西
に
向
て

ほ
ど
に
、
前
の
足
二
を
も
て

此
馬
、
た
か
く
あ
が
り
て
お
り
た
っ

こ
の
権
守
が
左
右
の
指
貫
の
う
へ
を

ふ
ま
え
っ
。  

(

八

五

)  

(25)

も
が
さ
と
云
病
は
、
新
羅
国
よ
り
お
こ
り
た
り
。
筑
紫
の
人
う
を
か

ひ
け
る
船
、
は
な
れ
て
彼
国
に
つ
き
て
、
そ
の
人
う
つ
り
や
み
て

く
日
本
ニ>

き
た
れ
り
け
る
と
ぞ
。                                (

一
二
六)  



お
わ
り
に

以
上
、  
『
続
古
事
談
』
本
文
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
語
法
の
い
く
っ
か
に
っ

い
て
、
諸
本
の
異
同
な
ど
も
考
慮
し
つ
つ
検
討
し
て
き
た
。
間
題
提
起
に
と
ど

ま
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
全
体
に
共
通
す
る
見
通
し
と
し
て
は
、
続
古
事
談
の

表
現
は
、
前
時
代
か
ら
あ
る
言
い
方
に
形
式
上
は
則
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
厳

密
に
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。  

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
よ

う
な
俗
語
を
交
え
る
の
で
は
な
く
、
オ
ハ
シ
マ
ス
、
ク
語
法
の
よ
う
な
、
い
わ

ば
古
め
か
し
い
表
現
を
採
用
し
な
が
ら
文
語
文
と
し
て
中
世
の
変
化
を
反
映
し

て
い
る
文
献
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。  
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註  (1
)  

菊
澤
季
夫(

一
九
四
一)  

「
古
事
談
・
続
古
事
談
・
今
物
語
の
代
名
詞
」  

『
國
語

研
究
』(

國
語
學
研
究
會)

九
巻
一
二
号
が
あ
る
。
ほ
か
、
例
え
ば
『
鎌
倉
時

代
語
研
究
』
全
二
三
輯
で
続
古
事
談
を
タ
イ
ト
ル
に
付
す
も
の
は
な
い
。

(2
)

一
九
八
四
年
、
明
治
書
院
刊
。
八
七
頁
。
初
出
論
文
『
国
語
学
』
六
八
、
一
九

六
七
年
。

(3
)  

補
助
動
詞
オ
ハ
シ
マ
ス
は
動
作
や
状
態
の
継
続
の
意
を
添
え
る
も
の
で
、  

こ
こ

の
メ
グ
ム
も
現
代
語
の
よ
う
な
一
回
的
な
持
続
し
な
い
動
作
で
は
な
く
、
情
け

を
か
け
る
・
い
つ
く
し
む
と
い
っ
た
心
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、  

オ
ハ
シ
マ
ス
で
遇
す
る
よ
う
な
相
手
の
行
為
を
べ
シ
で
決
め
つ
け
る
の

は
や
や
注
意
を
引
く
言
い
方
か
と
思
わ
れ
る
。
続
古
事
談
中
の
他
の
オ
ハ
シ
マ

ス
ベ
キ
は
次
の
自
敬
表
現
し
か
な
い
。  

・
冷
泉
院
仰
せ
ら
れ
け
る
は
「
池
の
中
嶋
に
幄
を
た
て
よ
。
お
は
し
ま
す
べ

き
事
有
」
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
く
中
略>

「
『
中
嶋
に
お
は
し
ま
せ
』
と

告
げ
っ
る
な
り
」
と
ぞ
仰
せ
ら
れ
け
る
。(

八)

(4
)

注
解
は
続
古
事
談
の
ほ
う
が
古
事
談
よ
り
詳
細
で
あ
る
の
で
直
接
の
出
典
と
は

認
め
が
た
い
、
と
す
る(

八
六
頁)

。
新
大
系
は
古
事
談
一
六
話
に
つ
い
て
「
小

右
記(

逸
文)

を
出
典
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
記
す
。
ま
た
同
脚
注
に

よ
れ
ば
、  

こ
の
オ
ハ
シ
マ
ス
を
含
む
文
は
他
の
資
料
に
記
述
が
無
い
と
い
う
。  

(5
)

語
り
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
非
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
反
復
的
出
来
事
を
提
示
す

る
」
主
導
時
制
形
式
は
非
過
去
形
で
あ
る(

工
藤
真
由
美
『
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ

ン
ス
体
系
と
テ
ク
ス
ト
ー
現
代
日
本
語
の
時
間
の
表
現-

』
ひ
っ
じ
書
房
、
一

九
九
五
年
、
二
〇
九
頁)

、
と
い
う
捉
え
方
が
、
現
代
語
の
場
合
だ
が
参
考
に

な
る
。

(6
)

『
国
文
学
一:

一
一
一
一
』
一
四
八
、
一
九
九
五
年
。

(7
)

会
話
中
の
ム
ト
ス
も
う
一
例
は
次
の
も
の
。

其
人
答
て
い
は
く
、
「<

中
略>

書
に
い
は
く
、
『
与
帝
臥
起
』
と
云
々
。  

の
ち
に
は
余
に
寵
し
て
、
位
を
ゆ
づ
ら
ん
と
す
る
に
及
ぶ
、
と
見
え
た
り
」

(

一
七
三)

こ
れ
は
「
人
」
の
会
話
文
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
書(=

「
漢
書
」)

を
引

用
あ
る
い
は
要
約
す
る
部
分
に
ム
ト
ス
が
現
れ
て
い
る
。
「
注
解
」
に
よ
る
と

漢
書
の
対
応
部
分
は
譲
位
を
ほ
の
め
か
す
よ
う
な
文
で
あ
り
、
「
位
を
ゆ
づ
ら

ん
と
す
る
に
及
ぶ
」
と
訓
読
す
べ
き
漢
文
は
無
い
。
よ
っ
て
こ
こ
は
引
用
で
は
な

く
話
し
手
が
内
容
を
、
汲
み
取
っ
て
相
手
に
伝
え
る
間
接
話
法
と
い
う
こ
と
に
な

る
か
ら
、
情
意
を
表
現
す
る
よ
う
な
要
素
が
極
力
排
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

(

本
学
助
教
授)  


