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一　

は
じ
め
に

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
以
下
『
宇
治
拾
遺
』）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
一
九
七
話
に
は
、

他
に
同
文
話
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
話
が
五
四
話
あ
る
と
さ
れ（

（
（

、
そ
の
割
合
を
考
え

る
と
、『
宇
治
拾
遺
』
固
有
の
説
話
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、『
宇
治
拾
遺
』
が

い
か
な
る
説
話
集
で
あ
る
か
を
解
明
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
に
お

い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
橘
以
長
も
『
宇
治
拾
遺
』
固
有
の
説
話
で
あ
る
第
七
二
話
と

第
九
九
話
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
が
、
諸
注
釈
書
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
っ
た
説

明
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、『
平
安
時
代
史
事
典（

（
（

』
に
も
、

　
　

 

大
江
匡
房
の
養
子
の
広
房
の
子
。
大
膳
亮
に
し
て
五
位
蔵
人
。
筑
後
守
。
嘉
応

元
年
に
卒
去
。
礼
節
を
重
ん
じ
た
老
練
な
侍
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
宇
治
拾
遺
』

に
見
え
る
。

と
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

稿
者
の
興
味
も
と
り
わ
け
説
話
を
彩
る
人
物
た
ち
に
あ
る
が
、
特
に
『
宇
治
拾
遺
』

に
お
け
る
摂
関
家
周
辺
の
い
わ
ゆ
る
家
司
階
級
の
人
々
は
、
編
者
や
語
り
の
〈
場
〉

を
考
え
る
上
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
さ
れ
る（

（
（

。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
橘
以
長
が
登
場
す
る
『
宇
治
拾
遺
』
第
七
二
話
、
第
九
九
話

を
改
め
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
解
釈
の
手
立
て
と
す
る
た
め
に
、
古
記
録
等
に
見

ら
れ
る
以
長
に
関
す
る
叙
述
を
年
譜
形
式
で
ま
と
め
る
こ
と
で
、
以
長
と
い
う
人
物

の
把
握
か
ら
『
宇
治
拾
遺
』
で
以
長
の
存
在
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
を

考
察
し
た
い
。
ま
た
、
橘
氏
の
長
者
で
あ
っ
た
以
長
と
両
話
の
も
う
一
人
の
登
場
人

物
で
あ
る
藤
原
頼
長
と
の
関
係
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
院
政
期
に
お
け
る
橘
氏
の
有

り
様
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
き
た
い
。

二　
『
宇
治
拾
遺
』
第
七
二
話
に
つ
い
て

　

ま
ず
、『
宇
治
拾
遺
』
第
七
二
話
を
以
下
に
掲
げ
る（

（
（

。

　
　

 　

こ
れ
も
今
は
昔
、
大
膳
亮
大
夫
橘
以
長
と
い
ふ
蔵
人
の
五
位
あ
り
け
り
。
宇

治
左
大
臣
殿
よ
り
召
し
あ
り
け
る
に
、「
今
明
日
は
か
た
き
物
忌
を
仕
る
事
候

ふ
」
と
申
し
た
り
け
れ
ば
、「
こ
は
い
か
に
。
世
に
あ
る
物
の
、
物
忌
と
い
ふ

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
橘
以
長
説
話
再
考

髙　
　

野　
　

慎 

太 

郎
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こ
と
や
は
あ
る
。
た
し
か
に
参
れ
」
と
召
し
き
び
し
か
り
け
れ
ば
、
恐
れ
な
が

ら
参
り
に
け
り
。

　
　

 　

さ
る
程
に
、
十
日
ば
か
り
あ
り
て
、
左
大
臣
殿
に
、
世
に
知
ら
ぬ
か
た
き
御

物
忌
い
で
き
に
け
り
。
御
門
の
は
ざ
ま
に
、
か
い
だ
て
な
ど
し
て
、
仁
王
講
お

こ
な
は
る
ゝ
僧
も
、
高
陽
院
の
か
た
の
土
戸
よ
り
、
童
子
な
ど
も
い
れ
ず
し
て
、

僧
ば
か
り
ぞ
参
り
け
る
。
御
物
忌
あ
り
と
、
こ
の
以
長
聞
き
て
、
い
そ
ぎ
参
り

て
土
戸
よ
り
参
ら
ん
と
す
る
に
、
舎
人
二
人
ゐ
て
、「「
人
な
入
れ
そ
」
と
候
ふ
」

と
て
、
立
ち
む
か
い
た
り
け
れ
ば
、「
や
う
れ
、
お
れ
ら
よ
。
召
さ
れ
て
参
る
ぞ
」

と
い
ひ
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
も
さ
す
が
に
職
事
に
て
、
つ
ね
に
見
れ
ば
、
力
及
ば

で
、
入
れ
つ
。

　
　

 　

参
り
て
、
蔵
人
所
に
居
て
、
な
に
と
も
な
く
声
だ
か
に
、
物
い
ひ
ゐ
た
り
け

る
を
、
左
府
聞
か
せ
給
ひ
て
、「
こ
の
物
い
ふ
は
、
た
れ
ぞ
」
と
問
は
せ
給
ひ

け
れ
ば
、
盛
兼
、
申
す
や
う
、「
以
長
に
候
ふ
」
と
申
し
け
れ
ば
、「
い
か
に
、

か
ば
か
り
か
た
き
物
忌
に
は
、
夜
部
よ
り
参
り
こ
も
り
た
る
か
と
尋
ね
よ
」
と

仰
せ
け
れ
ば
、
行
き
て
、
仰
せ
の
旨
い
ふ
に
、
蔵
人
所
は
御
前
よ
り
近
か
り
け

る
に
、「
く
わ
、
〳
〵
」
と
大
声
し
て
、
憚
か
ら
ず
申
す
や
う
、「
過
ぎ
候
ひ
ぬ

る
比
、
わ
た
く
し
に
物
忌
仕
り
て
候
ひ
し
に
、
召
さ
れ
候
ひ
き
。
物
忌
の
よ
し

を
申
し
候
ひ
し
を
、
物
忌
と
い
ふ
事
や
は
あ
る
。
た
し
か
に
参
る
べ
き
由
、
仰

せ
候
ひ
し
か
ば
、
参
り
候
ひ
に
き
。
さ
れ
ば
物
忌
と
い
ふ
事
は
候
は
ぬ
と
知
り

て
候
ふ
也
」
と
申
し
け
れ
ば
、
聞
か
せ
給
ひ
て
、
う
ち
う
な
づ
き
て
、
物
も
お

ほ
せ
ら
れ
で
、
や
み
に
け
り
と
ぞ
。

　

こ
の
話
は
、
以
長
が
宇
治
左
大
臣
藤
原
頼
長
の
召
し
出
し
に
対
し
て
、
物
忌
に

よ
っ
て
出
仕
で
き
な
い
旨
を
申
し
上
げ
た
が
、
そ
れ
で
も
厳
し
く
召
し
出
さ
れ
た
の

で
、
恐
る
恐
る
参
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
今
度
は
頼
長
に
重
い
物
忌
が
持

ち
上
が
り
、
頼
長
は
自
邸
に
お
け
る
人
の
出
入
り
も
極
力
控
え
さ
せ
る
の
だ
が
、
こ

れ
を
知
っ
た
以
長
は
土
戸
で
止
め
る
舎
人
を
振
り
切
っ
て
ま
で
頼
長
邸
に
入
る
。
そ

し
て
、
自
ら
が
物
忌
の
と
き
に
強
引
に
召
し
出
し
た
頼
長
の
言
動
と
行
動
の
矛
盾
を

指
摘
し
、
頼
長
は
そ
れ
に
物
も
言
え
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

以
長
は
「
職
事
」
と
し
て
頼
長
に
仕
え
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
主
人
た
る
頼
長
に
対

し
、
そ
の
矛
盾
を
遠
慮
な
く
指
摘
し
、
頼
長
も
そ
れ
に
や
り
こ
め
ら
れ
て
し
ま
う
と

こ
ろ
に
本
話
の
面
白
さ
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

ち
な
み
に
、
本
話
に
登
場
す
る
「
盛
兼
」
は
、
頼
長
に
親
し
く
仕
え
る
人
物
で
あ

る
こ
と
が
窺
え
る
が
、
そ
の
詳
細
は
物
語
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が

か
え
っ
て
『
宇
治
拾
遺
』
の
語
り
手
や
語
り
の
〈
場
〉
に
近
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を

感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
諸
注
に
も
具
体
的
な
言
及
は
な
く
、「
伝
未
詳
」
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
盛
兼
に
つ
い
て
伊
東
玉
美
は
、

　
　

 

天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
三
月
三
日
、
頼
長
が
忠
実
に
、
中
原
師
元
を
介
し
て

節
供
に
つ
い
て
の
教
え
を
乞
い
、
そ
れ
を
宇
治
か
ら
京
へ
連
絡
す
る
際
の
使
者

と
し
て
『
中
外
抄
』
上
六
五
条
に
名
の
見
え
る
「
盛
兼
」
と
同
一
人
物
と
見
て

よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
述
べ
、
忠
実
、
頼
長
周
辺
に
仕
え
た
人
物
と
推
測
し
て
い
る（

5
（

。
稿
者
も
当
然
、
忠

実
や
頼
長
の
周
辺
に
い
る
人
物
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
中

外
抄
』
の
当
該
話
の
脚
注
に
は
、「
底
本
は
「
成
憲
」
で
諸
本
「
成
兼
」、「
盛
兼
」

等
と
あ
る
が
、「
盛
憲
」
が
正
し
い
か
」
と
し
て
お
り
、『
中
外
抄
』
諸
本
に
は
異
同

が
あ
る
よ
う
だ
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
中
外
抄
』
の
「
盛
兼
」
を
『
宇
治
拾
遺
』

の
「
盛
兼
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
一
考
を
要
す
る
。『
中
外
抄
』
の
脚
注
が
指

摘
す
る
「
盛
憲
」
は
、
頼
長
の
日
記
で
あ
る
『
台
記
』
に
も
多
く
そ
の
名
が
見
ら
れ
、
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頼
長
に
家
司
と
し
て
親
し
く
仕
え
た
藤
原
盛
憲
の
こ
と
で
、『
保
元
物
語（

6
（

』
に
も
、

　
　

 
盛
憲
・
経
憲
は
、
左
府
の
外
戚
な
れ
ば
、
事
の
趣
を
も
存
知
し
、
近
衛
院
・
美

福
門
院
を
呪
詛
し
奉
り
、
後
徳
大
寺
を
焼
き
た
り
し
事
を
も
知
り
た
る
ら
ん

と
あ
っ
て
、
保
元
の
乱
の
後
、
頼
長
に
連
座
し
て
、
佐
渡
に
流
さ
れ
た
人
物
と
し
て

知
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
頼
長
と
の
関
係
性
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
盛
憲
」
が
、『
宇

治
拾
遺
』
の
「
盛
兼
」
で
あ
っ
て
も
不
自
然
な
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
頼
長
の
物
忌

中
で
あ
っ
て
も
近
侍
す
る
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
し

か
し
、
管
見
に
よ
れ
ば
、『
台
記
別
記
』
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
六
月
二
十
六
日
条
、

仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
八
月
八
日
条
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
春
日
詣
の
雑
事
定
の
記
録

に
は
、「
盛
憲
」「
盛
兼
」「
以
長
」
三
者
の
名
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
盛
憲
」

と
は
別
に
「
盛
兼
」
と
い
う
人
物
も
頼
長
に
仕
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、『
宇

治
拾
遺
』
の
「
盛
兼
」
は
人
物
像
こ
そ
把
握
で
き
な
い
も
の
の
、
以
長
と
同
時
期
に

頼
長
に
仕
え
た
家
司
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
本
話
に
お
い
て
物
忌
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頼
長
に
召
し
出
さ
れ
た
以
長
で

あ
る
が
、
こ
の
物
忌
を
破
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
同
じ
く

『
宇
治
拾
遺
』
第
一
二
二
話
に
は
、
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
に
没
し
た
と
さ
れ
る
算

博
士
の
小
槻
茂
助
が
物
忌
の
最
中
に
呪
い
殺
さ
れ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
茂
助
は
才

覚
優
れ
て
い
た
が
、
そ
の
茂
助
を
敵
視
す
る
者
が
、
陰
陽
師
を
伴
っ
て
物
忌
の
た
め

に
固
く
閉
ざ
さ
れ
た
茂
助
の
家
を
訪
れ
、
嘘
に
よ
っ
て
茂
助
に
遣
戸
か
ら
顔
を
出
さ

せ
た
。
そ
の
声
を
聞
き
、
顔
を
見
た
陰
陽
師
が
で
き
る
限
り
の
呪
い
を
か
け
た
こ
と

で
、
茂
助
は
三
日
経
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
話
末
評
語
に

は
、

　
　

 

物
忌
に
は
声
高
く
、
よ
そ
の
人
に
は
あ
ふ
ま
じ
き
な
り
。
か
や
う
に
ま
じ
わ
ざ

す
る
人
の
た
め
に
は
、
そ
れ
に
つ
け
て
、
か
ゝ
る
わ
ざ
を
す
れ
ば
、
い
と
お
そ

ろ
し
き
事
也
。

と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
、
物
忌
中
の
外
出
や
人
と
の
面
会
は
避
け
る
べ
き
こ
と
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
、
物
忌
を
破
る
こ
と
は
、『
江
談
抄
』

に
見
え
る
藤
原
行
成
の
逸
話（

（
（

に
あ
る
よ
う
に
怨
霊
に
憑
依
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
自
己

へ
の
他
者
の
侵
入
を
許
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
、
物
忌
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

恐
れ
、
防
ご
う
と
す
る
心
性
の
具
象
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
伊

東
玉
美
は
、
本
話
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。

　
　

 

王
朝
の
人
々
に
と
っ
て
、
邸
宅
は
外
界
と
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
、
そ
こ
に
厳
重

に
籠
も
れ
ば
物
の
怪
さ
え
侵
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
邸
は
主
人
と
不
可
分

な
存
在
で
あ
り
、
邸
宅
は
主
人
そ
の
も
の
、
主
人
の
力
を
象
徴
し
た
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
七
二
話
で
は
、
意
外
な
こ
と
に
そ
の
侵
犯
者
は
警
戒
し
て
い
た
外
部

か
ら
の
物
の
怪
で
は
な
く
、
し
か
じ
か
の
事
情
で
物
の
怪
な
ど
も
の
と
も
し
な

く
な
っ
た
身
内
の
以
長
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

伊
東
は
本
話
を
「
邸
宅
譚
」
と
し
て
読
み
、
邸
宅
が
主
人
の
力
の
象
徴
で
あ
る
と
い

う
解
釈
を
提
示
し
て
い
る（

8
（

。
稿
者
も
そ
の
解
釈
に
は
、
首
肯
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
力
の
象
徴
た
る
邸
宅
を
突
破
し
た
以
長
の
存
在
は
、
単
な
る
物
理
的
な
侵
犯
者

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
象
徴
的
な
意
味
に
お
い
て
結
界
を
超
越
し
う
る
存
在
と
し

て
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
宮
廷
社
会
に
お
け
る
秩
序
や
権
力
を
〈
転
倒
〉
あ
る
い
は

〈
無
力
化
〉
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
第
七
二
話
に
お
け
る
頼
長
は
「
物
も
お
ほ
せ
ら
れ
で
、
や
み
に
け
り
」
と
い
う
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結
末
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
〈
転
倒
〉
や
〈
無
力
化
〉
に
ま

つ
わ
る
面
白
さ
が
、
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
〈
語
り（

9
（

〉
の
対
象
を
下
級
官
人

や
庶
人
へ
と
拡
大
さ
せ
、
歴
史
物
語
や
説
話
集
を
多
く
誕
生
さ
せ
る
こ
と
へ
と
つ
な

が
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
以
長
の
行
動
を
呼
ば
れ
も
し
な
い
の
に
や
っ
て
く
る
「
推
参
」
と
い

う
視
点
で
解
す
る
見
方
も
あ
る（

（1
（

。「
推
参
」
に
つ
い
て
は
阿
部
泰
郎
が
、

　
　

 「
推
参
」
は
、
芸
能
を
触
発
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
興
―
因
果

論
で
は
な
く
互
い
に
循
環
す
る
運
動
と
し
て
の
―
そ
う
い
う
芸
能
の
本
質
と

深
く
か
か
わ
っ
た
人
間
の
あ
り
か
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
興
が
も
た
ら
す

転
倒
や
転
換
は
、
世
の
制
限
や
規
範
を
逸
脱
し
乗
り
越
え
さ
せ
て
し
ま
う
。

と
論
じ
て
い
る（

（（
（

が
、
こ
れ
に
本
話
を
重
ね
る
と
、「「
く
わ
、
〳
〵
」
と
大
声
し
て
、

憚
か
ら
ず
申
」
し
て
い
る
以
長
を
、「
声
わ
ざ
」
の
芸
能
者
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を

も
可
能
に
し
、
見
え
ざ
る
力
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
た
頼
長
邸
は
、
こ
の
以
長
の
推
参

に
よ
っ
て
、
芸
能
の
場
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
く
様
相
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
で

あ
ろ
う
。三　

『
宇
治
拾
遺
』
第
九
九
話
に
つ
い
て

　

次
に
、『
宇
治
拾
遺
』
に
以
長
が
登
場
す
る
も
う
一
話
、
第
九
九
話
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
第
九
九
話
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

 　

こ
れ
も
今
は
昔
、
橘
大
膳
亮
大
夫
以
長
と
い
ふ
蔵
人
の
五
位
有
り
け
り
。
法

勝
寺
千
僧
供
養
に
鳥
羽
院
御
幸
有
り
け
る
に
、
宇
治
左
大
臣
参
り
給
ひ
け
り
。

さ
き
に
、
公
卿
の
車
行
き
け
り
。
し
り
よ
り
、
左
府
参
り
給
ひ
け
れ
ば
、
車
を

押
さ
へ
て
有
り
け
れ
ば
、
御
前
の
随
身
、
下
り
て
通
り
け
り
。
そ
れ
に
、
こ
の

以
長
一
人
下
り
ざ
り
け
り
。
い
か
な
る
事
に
か
と
見
る
程
に
、
通
ら
せ
給
ひ
ぬ
。

　
　

 　

さ
て
帰
ら
せ
給
ひ
て
、「
い
か
な
る
事
ぞ
。
公
卿
あ
ひ
て
、
礼
節
し
て
車
を

押
さ
へ
た
れ
ば
、
御
前
の
随
身
み
な
下
り
た
る
に
、
未
練
の
物
こ
そ
あ
ら
め
、

以
長
、
下
り
ざ
り
つ
る
は
」
と
仰
せ
ら
る
。
以
長
申
す
や
う
、「
こ
は
い
か
な

る
仰
せ
に
か
候
ふ
ら
ん
。
礼
節
と
申
し
候
ふ
は
、
前
に
ま
か
る
人
、
し
り
よ
り

御
出
な
り
候
は
ば
、
車
を
遣
り
返
し
て
、
御
車
に
む
か
へ
て
、
牛
を
か
き
は
づ

し
て
、
榻
に
く
び
木
を
置
き
て
、
通
し
参
ら
す
る
を
こ
そ
礼
節
と
は
申
し
候
ふ

に
、
さ
き
に
行
く
人
、
車
を
押
さ
へ
て
候
ふ
と
も
、
し
り
を
む
け
参
ら
せ
て
通

し
参
ら
す
る
は
、
礼
節
に
て
は
候
は
で
、
無
礼
を
い
た
す
に
候
ふ
と
こ
そ
見
え

つ
れ
ば
、
さ
ら
ん
人
に
は
、
な
ん
で
う
下
り
候
は
む
ず
る
ぞ
と
思
ひ
て
、
下
り

候
は
ざ
り
つ
る
に
候
ふ
。
あ
や
ま
り
て
さ
も
候
は
ば
、
打
寄
せ
て
、
一
言
葉
申

さ
る
や
と
思
ひ
候
ひ
つ
れ
ど
も
、
以
長
、
年
老
ひ
候
ひ
に
た
れ
ば
、
押
さ
へ
て

候
ひ
つ
る
に
候
ふ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
左
大
臣
殿
、「
い
さ
、
こ
の
事
、
い
か
ゞ

あ
る
べ
か
ら
ん
」
と
て
、
あ
の
御
方
に
、「
か
ゝ
る
事
こ
そ
候
へ
。
い
か
に
候

は
ん
ず
る
事
ぞ
」
と
申
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、「
以
長
、
古
侍
に
候
ひ
け
り
」
と

ぞ
仰
せ
事
あ
り
け
る
。

　
　

 　

昔
は
、
か
き
は
づ
し
て
、
榻
を
ば
、
轅
の
中
に
下
り
ん
ず
る
や
う
に
を
き
け

り
。
こ
れ
ぞ
、
礼
節
に
て
は
あ
ん
な
る
と
ぞ
。

　

本
話
は
、
法
勝
寺
千
僧
供
養
に
参
上
の
道
途
、
あ
る
公
卿
が
、
後
方
か
ら
頼
長
の

車
が
来
た
こ
と
に
気
づ
き
、
車
を
止
め
た
。
す
る
と
、
頼
長
の
随
身
た
ち
は
馬
を
下

り
、
公
卿
の
車
の
前
を
通
り
過
ぎ
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
以
長
だ
け
は
馬
を
下
り
な

か
っ
た
。
周
囲
の
人
々
が
不
思
議
な
目
で
以
長
を
見
る
が
、
そ
の
後
、
頼
長
が
以
長
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に
そ
の
事
情
を
尋
ね
る
と
、
以
長
は
公
卿
側
の
礼
節
を
欠
い
た
行
動
を
指
摘
し
、
そ

の
よ
う
な
礼
節
を
知
ら
な
い
も
の
に
礼
を
尽
く
す
こ
と
の
不
必
要
を
頼
長
に
説
い

た
。
頼
長
は
こ
の
以
長
の
行
動
に
つ
い
て
「
あ
の
御
方
」
に
伺
い
を
た
て
る
が
、「
あ

の
御
方
」
は
「
古
侍
」
と
以
長
を
評
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
長
が
主
張
す
る
礼

節
に
つ
い
て
は
野
本
東
生
が
詳
細
に
考
察
し
て
い
る（

（1
（

の
で
、
こ
こ
で
は
改
め
て
言
及

す
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、「
あ
の
御
方
」
の
発
言
に
あ
る
「
古
侍
」
と
い
う

表
現
を
諸
注
が
「
老
練
な
侍
」
と
い
う
賞
賛
を
含
む
表
現
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
こ

と
に
対
し
、
野
本
は
以
長
の
主
張
す
る
路
頭
礼
は
時
代
錯
誤
で
あ
る
と
し
て
、

　
　

 

以
長
が
「
古
侍
」
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
の
だ
。
こ
こ
は
以
長

の
行
為
に
、
困
惑
の
嘆
息
を
漏
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
。「
あ
の
御
方
」
は
頼
長
の
父
忠
実
で
あ
る
と
さ
れ
る（

（1
（

が
、
そ
の

忠
実
の
言
談
録
『
富
家
語（

（1
（

』
一
一
八
に
は
、『
宇
治
拾
遺
』
第
九
九
話
に
も
通
じ
る

次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

　
　

 

仰
云
、
獄
門
近
衛
面
ヲ
ハ
不
通
。
西
洞
院
面
ハ
令
通
給
也
。
但
指
大
殿
仰
ソ
ト
ハ

雖
不
聞
食
、
本
自
不
令
通
習
給
也
。
殿
下
通
給
之
由
、
以
長
不
審
を
申
云
々
。

　
　

 （
仰
せ
て
云
は
く
、「
獄
門
の
近
衛
面
を
ば
通
ら
ず
。
西
洞
院
面
は
通
ら
し
め
給
ふ
な
り
。

但
し
、
さ
せ
る
大
殿
の
仰
せ
ぞ
と
は
聞
こ
し
め
さ
ず
と
い
へ
ど
も
、
も
と
よ
り
通
ら
し
め

ず
習
ひ
給
へ
る
な
り
」
と
。〈
殿
下
通
り
給
へ
る
由
、
以
長
不
審
を
申
す
と
云
々
。〉）

　

こ
れ
は
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
の
言
談
で
あ
る
が
、
基
実
が
通
ら
な
い
習
い
で

あ
る
左
獄
の
近
衛
大
路
側
を
通
っ
た
こ
と
に
対
し
て
以
長
が
疑
問
を
呈
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。『
宇
治
拾
遺
』
第
九
九
話
同
様
、
以
長
の
故
実
へ
の
こ
だ
わ
り
、
相
手

が
誰
で
あ
れ
堂
々
と
指
摘
す
る
人
物
像
が
読
み
取
れ
る（

（1
（

言
談
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主

人
の
側
か
ら
見
て
み
れ
ば
、
野
本
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
困
惑
す
る
も
の
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
宇
治
拾
遺
』
の
語
り
手
は
、
以
長
を
批
判
的
に
捉
え

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
以
長
の
煩
わ
し
い
と
も
言
え
る
性
格
に
よ
っ
て

主
人
を
困
惑
さ
せ
た
こ
と
に
話
の
中
心
を
置
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
意
味
に
お
い
て
は
第
九
九
話
も
第
七
二
話
と
同
じ
よ
う
に
権
威
の
〈
転
倒
〉

と
〈
無
力
化
〉
を
指
向
す
る
話
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

四　

以
長
と
頼
長
と
の
関
係

　

こ
こ
ま
で
、『
宇
治
拾
遺
』
第
七
二
話
と
第
九
九
話
に
お
け
る
以
長
に
つ
い
て
、

権
威
を
〈
転
倒
〉〈
無
力
化
〉
す
る
存
在
と
し
て
読
み
解
い
て
き
た
が
、
そ
れ
は
一

方
で
『
宇
治
拾
遺
』
独
自
の
頼
長
像
を
語
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
頼
長
に

つ
い
て
あ
る
程
度
の
紙
幅
を
割
い
て
叙
述
し
て
い
る
も
の
に
『
今
鏡（

（1
（

』
ふ
じ
な
み
中

「
か
ざ
り
た
ち
」
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、

　
　

 

日
記
な
ど
ひ
ろ
く
た
づ
ね
さ
せ
給
ひ
、
事
お
こ
な
は
せ
給
ふ
こ
と
も
、
古
き
事

を
ゝ
こ
し
、
上
達
部
の
著
座
と
か
し
給
は
ぬ
を
も
、
み
な
催
し
つ
け
な
ど
し
て
、

お
ほ
や
け
わ
た
く
し
に
つ
け
て
、
何
事
も
い
み
じ
く
き
び
し
き
人
に
ぞ
を
は
せ

し
。
道
に
あ
ふ
人
、
き
び
し
く
恥
が
ま
し
き
事
多
く
聞
え
き
。
公
事
に
行
ひ
給

ふ
に
つ
け
て
、
を
そ
く
参
る
人
、
障
り
申
す
な
ど
を
ば
、
家
焼
き
こ
ぼ
ち
な
ど

せ
ら
れ
け
り
。

と
あ
り
、
頼
長
は
、
公
事
に
遅
参
し
た
り
障
り
を
申
し
た
り
す
る
人
に
対
し
て
は
、

家
を
焼
い
た
り
毀
し
た
り
す
る
ほ
ど
厳
し
い
人
間
で
あ
っ
た（

（1
（

と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
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の
『
今
鏡
』
の
叙
述
か
ら
す
れ
ば
、『
宇
治
拾
遺
』
第
七
二
話
に
あ
る
よ
う
に
物
忌

を
理
由
に
参
上
を
一
度
は
断
り
な
が
も
「
恐
れ
な
が
ら
参
る
」
と
い
う
以
長
の
行
動

は
、
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
主
従
関
係
に

あ
り
な
が
ら
意
趣
返
し
を
可
能
に
し
た
の
は
、
以
長
と
頼
長
と
の
関
係
に
何
ら
か
の

理
由
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、『
台
記
』
に
あ
る
以
長
に
関
す
る
叙

述
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
で
、
以
長
と
頼
長
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
『
宇
治
拾
遺
』
第
九
九
話
は
、
以
長
が
頼
長
の
前
駆
を
勤
め
た
と
き
の
説
話
で
あ

る
が
、
後
掲
の
年
譜
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
以
長
は
頼
長
を
は
じ
め
、
頼
長
の

子
息
た
ち
に
も
仕
え
て
い
た
。
ま
た
、
忠
通
・
頼
長
兄
弟
が
争
っ
た
保
元
の
乱

（
一
一
五
六
）
以
後
は
、
忠
通
の
子
息
で
あ
る
基
実
の
前
駆
を
勤
め
た
り
、
兼
実
の

元
服
に
も
勤
仕
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
頼
長
の
側
近
く
に
仕
え
て
は
い
た
も

の
の
先
掲
の
藤
原
盛
憲
の
よ
う
に
政
争
と
の
関
わ
り
は
薄
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ

る
。
ま
た
、『
台
記
』
保
延
二
年
十
二
月
九
日
条
に
は
、「
今
日
予
前
駈
（
中
略
）
橘

以
長
〈
大
殿
下
勾
當（

（1
（

〉」
と
あ
り
、
以
長
は
「
大
殿
下
」
す
な
わ
ち
頼
長
の
父
で
あ

る
忠
実
に
も
仕
え
て
い
た
。
以
長
の
祖
父
以
綱
や
父
広
房
は
、
頼
長
の
祖
父
師
通
の

『
後
二
条
師
通
記
』
や
忠
実
の
『
殿
暦
』
に
も
そ
の
名
が
多
く
見
ら
れ
、
こ
の
こ
と

か
ら
院
政
期
に
お
い
て
橘
氏
の
長
者
は
代
々
摂
関
家
の
家
司
と
し
て
の
役
割
を
担
っ

て
い
た（

（1
（

と
理
解
で
き
る
。
そ
れ
は
、
橘
氏
の
是
定
を
め
ぐ
る
問
題
と
も
関
わ
り
が
あ

ろ
う
。
是
定
に
つ
い
て
は
『
平
安
時
代
史
事
典
』
に
、

　
　

 

本
来
は
橘
氏
長
者
を
い
い
、
氏
人
の
爵
に
推
挙
す
べ
き
人
を
是
と
し
定
め
る
と

い
う
意
味
を
持
つ
。
橘
氏
出
身
の
納
言
参
議
の
者
が
こ
れ
に
当
た
っ
た
が
、
永

観
元
年
（
九
八
三
）
十
一
月
以
降
橘
氏
で
参
議
以
上
に
な
る
者
が
な
か
っ
た
の

で
、
橘
氏
の
氏
院
で
あ
る
学
館
院
の
別
当
職
と
氏
挙
を
行
う
者
が
別
に
な
り
、

前
者
は
橘
氏
の
棟
梁
が
、
後
者
は
橘
氏
と
血
縁
あ
る
他
氏
の
公
卿
が
な
り
、
そ

れ
を
橘
氏
是
定
と
い
っ
た
。
藤
原
氏
で
は
九
条
流
の
者
が
こ
の
任
に
当
た
り
、

源
氏
・
王
氏
の
棟
梁
も
是
定
を
務
め
た
。

と
あ
る
が
、
摂
関
家
が
橘
氏
の
是
定
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
摂
関
家
と
橘
氏
長
者

と
の
結
び
つ
き
を
必
然
的
に
強
い
も
の
と
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
台
記
』

久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
三
月
三
十
日
条
に
は
、「
昨
日
、
橘
氏
是
定
宣
旨
下
了
（
昨

日
、
橘
氏
是
定
の
宣
旨
下
し
了
ん
ぬ
。）」
と
あ
り
、
頼
長
は
保
元
の
乱
に
よ
っ
て
没
す
る

ま
で
、
こ
の
是
定
の
地
位
に
就
い
て
い
た
。
ま
た
、
以
長
も
同
日
是
定
の
件
で
頼
長

の
も
と
を
訪
れ
て
お
り
、
そ
の
直
後
の
四
月
十
七
日
に
頼
長
の
奏
請
に
よ
っ
て
以
長

は
橘
氏
の
氏
院
で
あ
る
学
館
院
別
当
の
職
に
つ
い
て
い
る（

11
（

。
さ
ら
に
五
月
十
八
日
に

は
、
頼
長
が
学
館
院
や
橘
氏
の
氏
神
で
あ
る
梅
宮
に
つ
い
て
法
皇
に
密
奏
し
て
裁
許

を
請
う
て
お
り
、
頼
長
が
是
定
と
し
て
橘
氏
に
強
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
た
だ
、
当
時
の
学
館
院
に
つ
い
て
は
、『
台
記
』
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
七

月
七
日
条
に
、

【
頼
長
周
辺
系
図
】

師

　通

忠

　実

忠

　通

基

　実

師

　長

兼

　長

隆

　長

範

　長

基

　房

兼

　実

慈

　円

頼

　長
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遣
侍
為
経
、
貞
宗
等
朝
臣
於
学
館
院
。
密
々
令
見
地
形
、
還
来
曰
、
皆
以
耕
田
、

但
築
垣
纔
残

　
　

 （
侍
為
経
、
貞
宗
等
朝
臣
を
学
館
院
に
遣
る
。
密
々
地
形
を
見
せ
し
む
。
還
り
来
て
曰
は
く
、

皆
以
て
耕
田
な
り
。
但
だ
築
垣
の
み
纔
か
に
残
る
。）

と
あ
っ
て
、
当
時
す
で
に
学
館
院
は
氏
院
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
頼
長
は
、『
今
鏡
』
に
「
古
き
事
を
ゝ
こ
し
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
古
儀
の
再
興

に
も
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
同
年
十
月
十
日
に
は
早
速
、
学
館

院
の
木
造
始
を
行
っ
た
こ
と
が
『
台
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
学
館
院
の

再
興
も
頼
長
の
志
向
し
た
古
儀
再
興
の
一
環
と
し
て
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
た
と
理

解
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
政
治
課
題
の
共
有
が
以
長
と
頼
長
の
距
離
を
近
く
し
た
一

つ
の
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

さ
ら
に
は
、
頼
長
と
以
長
の
結
び
付
き
を
物
語
る
も
の
と
し
て
『
台
記
』
久
安
二

年
（
一
一
四
六
）
正
月
十
五
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。

　
　

 

於
南
所
替
沓
之
間
、
俄
欲
小
便
無
其
所
、
前
駆
以
長
自
懐
取
出
大
費
献
之
、
不

堪
感
、
帰
宅
後
賜
紅
単
、

　
　

 （
南
所
に
於
い
て
沓
を
替
ふ
る
の
間
、
俄
に
小
便
を
欲
せ
ど
も
其
の
所
無
し
。
前
駆
以
長
懐

よ
り
大
費
を
取
り
出
だ
し
之
を
献
ず
。
感
に
堪
え
ず
、
帰
宅
の
後
紅
単
を
賜
ふ
。）

頼
長
は
南
所
に
お
い
て
小
便
を
催
し
た
が
、
用
を
足
す
場
所
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

前
駆
と
し
て
扈
従
し
て
い
た
以
長
が
「
大
費
」
を
懐
か
ら
取
り
出
し
、
頼
長
に
献
じ

た
。
こ
の
こ
と
に
感
激
し
た
頼
長
は
帰
宅
後
、
以
長
に
紅
の
単
を
与
え
た
と
い
う
の

で
あ
る
。「
大
費
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
は
、
と
っ
さ
に
小
便
の
で
き
る
よ
う
な
入
れ
物
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
。
以
長
の
機
転
の
き
い
た
行
動
と
そ
れ
に
感
動
す
る
頼
長
と
い
う
構
図
は
、
説
話

的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
こ
の
逸
話
は
以
長
の
忠
臣
と
し
て
の
側
面
が
叙
述
さ

れ
て
お
り
、『
宇
治
拾
遺
』
の
以
長
と
は
違
う
一
面
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
野
本

東
生
は
、『
宇
治
拾
遺
』
第
七
二
話
と
第
九
九
話
の
共
通
点
を

　
　

 

以
長
が
頼
長
の
非
を
い
さ
さ
か
大
げ
さ
な
演
じ
方
で
主
張
す
る
箇
所
、
主
人
頼

長
と
の
馴
れ
合
い
に
生
じ
る
我
の
強
さ
で
あ
ろ
う（

1（
（

。

と
し
て
い
る
が
、『
宇
治
拾
遺
』
の
語
る
以
長
像
に
『
台
記
』
の
以
長
像
を
重
ね
合

わ
せ
る
と
、『
宇
治
拾
遺
』
に
あ
る
以
長
の
「
大
げ
さ
な
演
じ
方
」
が
よ
り
強
調
さ

れ
る
。
ゆ
え
に
、『
宇
治
拾
遺
』
に
語
ら
れ
る
以
長
の
行
動
は
、
作
為
的
か
つ
「
猿
楽
」

に
も
通
ず
る
能
芸
性
を
帯
び
た
振
る
舞
い
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
権
威
や
秩
序
を
逸
脱

し
た
〈
場
〉
を
創
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

五　

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、『
宇
治
拾
遺
』
第
七
二
話
・
第
九
九
話
に
登
場
す
る
橘
以
長
に
着
目

し
て
き
た
。
以
長
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
詳
し
く
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
藤
原
頼
長
の
日
記
『
台
記
』
や
平
信
範
の
日
記
『
兵
範
記
』
に

は
、
摂
関
家
の
家
司
と
し
て
の
活
動
の
様
子
が
窺
え
る
叙
述
が
散
見
さ
れ
た
。
そ
の

中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
藤
原
頼
長
を
橘
氏
の
是
定
と
仰
ぎ
、
頼
長
と
と
も
に
当
時

す
で
に
廃
れ
て
い
た
学
館
院
の
再
建
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
最
終
的
に
再

建
に
至
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
以
長
は
家
司
と
し
て
頼
長
の
政
治
的
な
指
向

を
支
え
つ
つ
、
自
ら
の
基
盤
を
も
確
か
な
も
の
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
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ま
た
、
以
長
周
辺
に
も
目
を
向
け
て
み
る
と
、
以
長
の
父
広
房
は
文
章
得
業
生
で

大
江
匡
房
の
養
子
と
な
っ
て
そ
の
娘
を
娶
っ
た
が
、
匡
房
の
没
年
で
あ
る
天
永
二
年

（
一
一
一
一
）
に
本
姓
の
橘
に
還
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
詳
ら
か
で
は

な
い
が
、
広
房
の
父
で
あ
る
以
綱
に
は
広
房
以
外
の
男
子
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、
氏

長
者
の
継
承
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
院
政
期
を
代
表

す
る
学
者
で
あ
る
匡
房
の
学
問
の
影
響
が
、
広
房
を
経
由
し
て
以
長
に
及
ん
だ
と
し

て
も
不
思
議
で
は
な
く
、
学
問
上
の
こ
と
に
つ
い
て
も
以
長
は
頼
長
と
共
有
で
き
る

部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か（

11
（

。
一
方
、
以
長
の
子
息
に
目
を
や
る
と
、
以
長
か
ら

氏
長
者
を
継
承
し
た
以
政（

11
（

に
ま
つ
わ
る
説
話
が
『
古
今
著
聞
集（

11
（

』
神
祇
篇
に
あ
る
。

　
　

 

前
摂
津
守
橘
以
政
朝
臣
、
わ
か
く
よ
り
賀
茂
に
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に
、
四
品

の
望
に
つ
か
れ
て
、
思
ひ
あ
ま
り
て
申
文
を
書
き
て
、
御
戸
開
の
夜
ま
い
り
て
、

何
と
な
き
願
書
の
由
に
て
、
社
司
を
か
た
ら
ひ
て
御
宝
殿
に
こ
め
て
け
り
。
御

戸
さ
し
ま
い
ら
せ
て
後
、
四
品
の
所
望
か
な
は
ね
ば
、
大
明
神
の
御
計
ら
ひ
に

ま
か
せ
ま
い
ら
せ
ん
と
て
、
申
文
を
こ
め
つ
る
な
り
と
披
露
し
け
れ
ば
、
社

司
・
氏
人
等
、
当
社
の
御
ふ
か
く
に
成
り
ぬ
べ
し
と
て
、
神
主
以
下
一
日
に
百

度
を
な
ん
し
け
る
。
は
た
し
て
四
品
ゆ
る
さ
れ
に
け
り
。

　

以
政
は
四
位
に
叙
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
望
み
、
社
司
を
騙
っ
て
宝
殿
に
申
文
を
籠

め
る
。
し
か
し
、
四
位
に
な
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
申
文
を
籠
め
た
こ
と
を
暴
露
す
る
。

そ
れ
を
知
っ
た
社
司
た
ち
は
賀
茂
社
の
面
目
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
、
百
度
の
祈
願

を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
以
政
は
四
位
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

本
話
で
は
、
四
位
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
後
の
以
政
の
心
情
は
一
切
語
ら
れ
な
い

が
、
橘
氏
の
長
者
た
る
以
政
の
位
階
に
対
す
る
思
い
は
、
以
長
の
学
館
院
再
興
の
思

い
と
同
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

翻
っ
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
『
宇
治
拾
遺
』
の
以
長
説
話
に
つ
い
て
考
え
た
と

き
、
以
長
の
振
る
舞
い
に
は
能
芸
性
が
あ
る
こ
と
を
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ

れ
は
『
宇
治
拾
遺
』
の
語
り
の
〈
場
〉
や
編
者
の
問
題
と
も
絡
み
合
う
。
新
間
水
緒

は
、『
宇
治
拾
遺
』
に
あ
る
忠
通
や
頼
長
の
描
写
を
検
討
し
た
上
で
、

　
　

 『
宇
治
拾
遺
』
の
編
者
は
、
忠
通
に
ご
く
近
い
所
で
す
べ
て
を
見
て
い
な
が
ら
、

摂
関
家
内
部
の
政
治
的
抗
争
に
つ
い
て
も
、
中
心
人
物
の
忠
通
本
人
に
つ
い
て

も
何
も
語
ろ
う
と
し
な
い
。（
中
略
）
忠
通
と
頼
長
と
い
う
宿
命
の
兄
弟
を
め

ぐ
る
説
話
の
語
り
方
か
ら
見
た
時
、
編
者
は
摂
関
家
に
近
い
所
に
い
な
が
ら
な

お
か
つ
政
治
構
想
の
埒
外
に
身
を
お
く
こ
と
の
で
き
る
人
物
―
出
家
者
で
は

な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。

と
結
論
づ
け
て
い
る（

11
（

。
稿
者
も
頼
長
が
登
場
す
る
以
長
説
話
が
摂
関
家
周
辺
の
い
わ

ゆ
る
〈
巡
物
語
〉
の
場
で
語
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
が
、
頼
長
に
近

侍
し
て
い
た
以
長
が
保
元
の
乱
の
後
、
忠
通
の
子
息
た
ち
に
仕
え
て
い
る
事
実
を
踏

ま
え
る
と
、『
宇
治
拾
遺
』
編
者
は
、
必
ず
し
も
「
出
家
者
」
で
あ
る
必
要
は
な
い

も
の
と
考
え
る
。
む
し
ろ
、
以
長
の
よ
う
に
摂
関
家
の
近
く
に
あ
り
な
が
ら
、「
政

治
構
想
の
埒
外
に
身
を
お
」
い
て
い
た
人
物
が
、
そ
れ
な
り
に
い
た
可
能
性
を
考
え

る
と
、
こ
こ
で
、
特
定
の
人
物
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
摂
関
家
の
家

司
た
ち
の
中
に
『
宇
治
拾
遺
』
編
者
を
求
め
る
の
が
穏
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

注

（
（
） 
小
林
保
治
・
増
古
和
子
校
注
・
訳
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／
小

学
館
／
一
九
九
六
年
七
月
）
付
録
「
関
係
説
話
表
」
に
よ
る
。

（
（
） 

角
田
文
衛
監
修
／
角
川
書
店
／
一
九
九
四
年
四
月
。
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（
（
） 

天
野
文
雄
「
家
司
階
級
と
説
話
文
学
―
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
伝
承
圏
―
」（『
日
本

文
学
論
究
』
三
六
／
一
九
七
七
年
三
月
）

（
（
） 
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
な
お
、
こ
れ
以
降
、

引
用
文
の
表
記
は
、
私
意
で
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
5
） 

伊
東
玉
美
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
邸
宅
譚
を
め
ぐ
っ
て
」（『
共
立
女
子
短
期
大
学
文
科

紀
要
』
四
一
／
一
九
九
八
年
一
月
）

（
6
） 

『
保
元
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
。

（
（
） 

『
江
談
抄
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）
二-

二
七

 

又
云
、
行
成
大
納
言
、
為
蔵
人
頭
之
時
、
依
堅
固
物
忌
籠
居
里
亭
之
間
、
自
禁
中
称
大
切

事
有
召
。
令
参
上
時
、
於
殿
上
俄
心
神
度
失
。
乍
恐
参
清
涼
殿
。
主
上
先
識
気
色
、
揚
音

タ
ソ
ア
レ
ハ
ト
被
仰
。
即
応
御
音
称
朝
成
。
留
御
簾
限
、
行
成
入
御
前
免
此
難
云
々
。
是

則
行
成
祖
父
一
条
大
将
与
朝
成
、
大
納
言
依
為
敵
人
欲
凌
云
々
。

 

（
ま
た
云
は
く
、「
行
成
大
納
言
、
蔵
人
頭
為
り
し
時
、
堅
固
の
物
忌
に
よ
り
里
亭
に
籠
居
せ
し
間
、
禁

中
よ
り
大
切
の
事
と
称
ひ
て
召
し
有
り
。
参
上
せ
し
む
る
時
、
殿
上
に
お
い
て
に
は
か
に
心
神
度
を
失

ふ
。
恐
れ
な
が
ら
清
涼
殿
に
参
る
。
主
上
先
づ
そ
の
気
色
を
識
り
、
声
を
揚
げ
て
、「
誰
そ
あ
れ
は
」

と
仰
せ
ら
る
。
す
な
は
ち
御
声
に
応
じ
て
「
朝
成
」
と
称
ふ
。
御
簾
の
限
り
に
留
む
。
行
成
御
前
に
入

り
て
こ
の
難
を
免
か
る
と
云
々
。
こ
れ
す
な
は
ち
、
行
成
の
祖
父
一
条
大
将
と
朝
成
、
大
納
言
に
敵
人

為
る
に
依
り
、
凌
が
ん
と
欲
ふ
な
り
」
と
云
々
。）

（
8
） 

前
掲（
5
）論
文
。

（
9
） 

院
政
期
の
〈
語
り
〉
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
院
政
期
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
一
側
面

―
『
今
鏡
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
九
八
号
／
二
〇
〇
七
年

七
月
）
で
触
れ
た
。

（
（0
） 

前
掲（
（
）解
説
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
連
絡
表
」
に
よ
る
。

（
（（
） 

阿
部
泰
郎
『
聖
者
の
推
参
―
中
世
の
声
と
ヲ
コ
な
る
も
の
―
』（
名
古
屋
大
学
出
版

会
／
二
〇
〇
一
年
一
一
月
）
第
三
章
「
推
参
考
」。

（
（（
） 

野
本
東
生
「
宇
治
拾
遺
物
語 

第
九
九
話
「
大
膳
大
夫
以
長
前　

駆
之
間
事
」
考
―
古

侍
の
路
頭
礼
―
」（『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』
第
四
号
／
二
〇
〇
九
年
三
月
）

（
（（
） 

頼
長
が
忠
実
に
故
実
に
つ
い
て
質
問
す
る
こ
と
に
つ
い
て
柳
川
響
は
、『
藤
原
頼
長
―

「
悪
左
府
」
の
学
問
と
言
説
―
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
／
二
〇
一
八
年
五
月
）
第
六
章
「
二

つ
の
伝
―
源
有
仁
と
藤
原
忠
実
」
に
お
い
て
、

 
 

　

 

頼
長
は
父
か
ら
助
言
や
教
訓
を
受
け
る
一
方
で
、
父
に
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
ず
、
忠

実
の
庇
護
下
で
自
ら
の
行
動
に
制
約
を
受
け
な
が
ら
政
治
に
携
わ
っ
て
い
た
。
頼
長

に
と
っ
て
忠
実
は
尊
敬
す
べ
き
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
決
し
て
抗
う
こ
と
が
で
き

な
い
絶
対
的
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
 

と
述
べ
て
い
る
。

（
（（
） 

『
富
家
語
』
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。

（
（5
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
脚
注
に
も
「
宇
治
拾
遺
物
語
（（
、
99
に
は
、
以
長
が
先
例
と

理
屈
で
藤
原
頼
長
を
や
り
込
め
た
話
が
あ
る
。
い
か
に
も
「
不
審
」
を
申
し
そ
う
な
人
物
。」

と
あ
る
。

（
（6
） 

『
今
鏡
』
の
引
用
は
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』（
榊
原
邦
彦
ほ
か
編
／
笠
間
書
院
／

一
九
八
四
年
十
一
月
）
に
よ
る
。

（
（（
） 

頼
長
の
公
事
へ
の
厳
格
な
態
度
は
、
次
の
『
台
記
』
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
十
月

三
十
日
条
か
ら
も
窺
え
る
。『
台
記
』
の
引
用
は
増
補
史
料
大
成
本
に
よ
る
。

 
 

　

 

今
日
又
大
殿
御
灸
治
也
、
予
雖
堅
固
物
忌
参
也
、
大
殿
被
仰
曰
、
物
忌
来
条
如
何
、

予
答
曰
、
去
二
十
八
日
雖
被
催
陣
定
、
依
御
灸
治
不
参
、
而
今
日
私
物
忌
日
不
参
御

灸
治
ハ
、
軽
公
事
テ
重
私
事
尤
有
恐
事
也
、
雖
物
忌
父
為
破
、
居
家
去
忌
ニ
ハ
マ
サ

リ
ナ
ム

 
 

　

 （
今
日
又
大
殿
御
灸
治
な
り
。
予
堅
固
な
る
物
忌
と
雖
も
参
る
な
り
。
大
殿
仰
せ
ら
れ
て
曰
く
、

「
物
忌
な
れ
ど
も
来
る
条
如
何
。」
予
答
へ
て
曰
く
、「
去
る
二
十
八
日
陣
定
を
催
さ
る
と
雖
も
、

御
灸
治
に
よ
り
参
ら
ず
。
而
し
て
今
日
私
の
物
忌
の
日
な
り
。
御
灸
治
に
参
ら
ざ
る
は
公
事
を

軽
く
し
て
私
事
を
重
く
す
る
な
り
。
尤
も
恐
れ
有
る
事
な
り
。
物
忌
と
雖
も
父
の
為
に
破
る
は
、

家
に
居
て
忌
去
る
に
は
ま
さ
り
な
む
。」）

（
（8
） 

〈　

〉
内
は
割
注
を
示
す
。
忠
実
が
「
大
殿
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
『
台
記
』
か

ら
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
あ
る
「
大
殿
下
」
も
同
様
に
忠
実
の
こ
と
を
指
す

と
解
す
る
。

（
（9
） 

石
田
豊
「「
陪
従
清
仲
」
考
―
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
七
五
話
の
人
物
考
察
―
」（『
二

松
學
舍
大
学
人
文
論
叢
』
第
六
八
輯
／
二
〇
〇
二
年
一
月
）
で
は
、『
宇
治
拾
遺
』
第
七
五

話
に
登
場
す
る
「
陪
従
清
仲
」
を
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
に
没
し
た
橘
清
仲
と
推
定
し
、

清
仲
と
摂
関
家
と
の
関
わ
り
を
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
（0
） 

『
台
記
』
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
四
月
十
七
日
条
に
は
、「
以
以
長
、
可
為
檀
林
寺
別

当
之
由
、
同
可
宣
下
、（
以
長
を
以
て
、
檀
林
寺
別
当
と
為
す
べ
き
の
由
、
同
じ
く
宣
下
す
べ
し
）」

と
あ
っ
て
、
頼
長
は
、
以
長
を
学
館
院
別
当
に
加
え
て
、
檀
林
寺
別
当
に
も
就
け
る
べ
き
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で
あ
る
と
い
う
意
思
を
示
し
て
い
る
。
檀
林
寺
は
、
嵯
峨
天
皇
の
皇
后
で
あ
っ
た
橘
嘉
智

子
が
承
和
年
間
（
八
三
四
～
四
八
）
に
創
建
し
た
と
さ
れ
る
が
、
平
安
時
代
中
期
に
は
す

で
に
荒
廃
し
て
い
た
。
そ
の
別
当
職
を
学
館
院
別
当
と
兼
任
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
頼
長
が
橘
氏
の
中
興
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

（
（（
） 

先
掲（
（（
）論
文
。

（
（（
） 

小
峯
和
明
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
時
空
』（
若
草
書
房
／
一
九
九
九
年
十
一
月
）「
８ 

古
事
談
と
十
訓
抄
―
院
政
期
以
後
」
に
お
い
て
、

 
 

　

 

院
政
期
以
後
の
話
群
は
た
ん
に
年
代
の
新
し
さ
だ
け
で
な
く
、
猿
楽
や
パ
ロ
デ
ィ
の

面
な
ど
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
構
造
に
か
か
わ
る
本
質
的
な
意
義
を
担
っ
て

 

い
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
（（
） 

『
今
鏡
』
ふ
じ
な
み
の
中
「
か
ざ
り
た
ち
」
に

 
 

　

 

堀
川
大
納
言
（
稿
者
注
、
藤
原
師
頼
）
に
、
前
書
と
か
聞
こ
ゆ
る
書
、
う
け
伝
へ
さ

せ
給
へ
り
け
り
。
そ
の
書
は
、
匡
房
の
中
納
言
よ
り
伝
は
り
て
、
読
み
伝
へ
る
人
か

た
く
侍
る
な
る
を
、
こ
の
殿
（
稿
者
注
、
頼
長
）
ぞ
、
伝
へ
さ
せ
給
へ
り
け
る
。

 

と
あ
り
、
匡
房
が
読
み
伝
え
、
そ
の
後
、
あ
ま
り
読
み
伝
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
前
漢
書
』

を
頼
長
は
読
み
伝
え
て
い
た
と
い
う
。

（
（（
） 

以
政
は
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
に
『
橘
逸
勢
伝
』
を
著
し
た
と
さ
れ
、
そ
こ
に
は
御　

霊
信
仰
が
背
景
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
、『
国
史
大
辞
典
』
で
は
、「
そ
の
作
成
を
命
じ
た　

の
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
橘
氏
是
定
で
あ
っ
た
藤
原
基
房
の
可
能
性
が
あ　

る
」
と
し
て
い
る
。
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
は
以
長
最
晩
年
で
あ
り
、
以
長
が
関
わ
っ　

た
可
能
性
も
否
め
な
い
。

（
（5
） 

『
古
今
著
聞
集
』
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。

（
（6
） 

新
間
水
緒
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
編
者
の
位
置
―
忠
通
と
頼
長
を
め
ぐ
っ
て
」（『
花
園

大
学
国　

文
学
論
究
』
／
一
九
九
四
年
十
二
月
）
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橘
以
長
年
譜　
　

＊
【　

】
内
は
依
拠
資
料

院
政

天
皇

年
号

西
暦

月

日

位

官

事　
　

項

鳥
羽

崇
徳

保
延
二

一
一
三
六

十
一

十
六

六
位

豊
明
節
会
。
頼
長
の
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

二
十
四

大
原
野
祭
。
頼
長
の
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

二
十
五

頼
長
、
内
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
以
長
、
参
内
の
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

十
二

九

頼
長
、
大
饗
を
行
う
。
以
長
、
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

十
三

頼
長
、
慶
賀
を
申
す
。
以
長
、
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

十
八

頼
長
、
直
衣
始
。
以
長
、
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

近
衛

久
安
二

一
一
四
六

正

十
五

頼
長
が
小
便
を
催
し
た
際
、
懐
か
ら
「
大
費
」
を
取
り
出
し
頼
長
に
献
ず
る
。
頼
長
は
感
に
堪
え
ず
、
帰
宅
の

後
、
以
長
に
紅
単
を
与
え
る
。 

【
台
記
】

九

十
三

五
位

鳥
羽
法
皇
、
四
天
王
寺
参
詣
。
以
長
、
頼
長
の
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

十
一

十
一

蔵
人

頼
長
、
五
節
舞
姫
を
献
じ
る
。
以
長
、
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

十
四

豊
明
節
会
。
一
献
の
瓶
子
を
務
め
る
。 

【
台
記
】

三

一
一
四
七

三

二
十
八

藤
原
忠
実
七
十
賀
で
忠
通
よ
り
忠
実
に
献
ぜ
ら
れ
た
馬
を
牽
く
役
を
務
め
る
。 

【
台
記
別
記
】

三
十

散
位

橘
氏
是
定
の
件
で
頼
長
の
も
と
を
訪
れ
る
。 

【
台
記
】

四

十
七

従
五
位
下

学
館
院
別
当
に
補
せ
ら
れ
る
。 

【
台
記
】

二
十
二

橘
清
資
の
功
課
別
当
の
件
で
頼
長
を
訪
れ
る
。 

【
台
記
】

二
十
三

功
課
別
当
は
指
貫
を
着
す
べ
き
か
頼
長
に
尋
ね
る
。 

【
台
記
】

五

二
十
七

梅
宮
の
件
で
頼
長
に
召
さ
れ
る
。 

【
台
記
】

二
十
八

梅
宮
の
件
で
頼
長
に
召
さ
れ
る
。 

【
台
記
】

九

十
二

鳥
羽
法
皇
、
四
天
王
寺
に
参
詣
。
頼
長
に
命
ぜ
ら
れ
各
所
に
灯
明
を
あ
げ
る
。 

【
台
記
】

十
六

頼
長
に
命
ぜ
ら
れ
、
四
天
王
寺
金
堂
に
灯
明
を
あ
げ
る
。 

【
台
記
】

十

二

政
、
平
座
に
伺
候
す
る
。 

【
台
記
別
記
】

十

学
館
院
木
造
始
に
赴
く
。 

【
台
記
】

十
一

二

梅
宮
祭
に
見
参
す
る
。 

【
台
記
】

四

一
一
四
八

正

三

橘
氏
大
夫
七
人
で
頼
長
を
訪
れ
、
氏
爵
で
清
仲
の
子
、
周
愷
を
推
挙
す
る
。 

【
宇
槐
記
抄
】

四

十
三

頼
長
か
ら
梅
宮
預
に
基
仲
、
権
預
に
仲
遠
を
任
ず
る
こ
と
を
伝
え
ら
れ
る
。 

【
台
記
】

六

二
十
三

頼
長
の
子
、
兼
長
が
慶
を
申
す
。
以
長
、
騎
馬
に
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

八

五

頼
長
、
梅
宮
参
詣
。
以
長
、
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
別
記
】

九

頼
長
の
女
、
多
子
従
三
位
に
叙
す
。
以
長
、
頼
長
の
参
内
の
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
別
記
】

十

十
三

兼
長
、
慶
を
申
す
。
以
長
、
騎
馬
に
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

二
十
三

頼
長
に
騎
馬
に
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

十
一

十

兼
長
の
雑
色
所
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
る
。 

【
台
記
】
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二
十
六

多
子
入
内
の
雑
事
を
定
め
る
。
以
長
、
前
駆
の
行
事
と
な
る
。 

【
台
記
別
記
】

十
二

四

藤
原
頼
方
に
代
わ
っ
て
、
禁
中
の
御
簾
の
寸
法
を
測
り
、
枚
数
を
数
え
る
。 

【
台
記
別
記
】

五

一
一
四
九

正

二
十
三

頼
長
服
暇
に
よ
り
以
長
、
従
服
を
著
す
る
。 

【
本
朝
世
紀
】

十

一

頼
長
の
子
、
師
長
元
服
の
雑
事
を
定
め
る
。
以
長
、
殿
上
御
装
束
の
行
事
と
な
る
。 

【
兵
範
記
】

十
九

師
長
、
元
服
。
尊
者
の
食
事
の
役
、
松
明
を
取
る
役
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

十
二

十
九

頼
長
の
命
で
上
達
部
に
車
を
準
備
す
る
。 

【
台
記
別
記
】

六

一
一
五
〇

正

十
五

頼
長
の
子
、
範
長
、
加
冠
。
以
長
、
前
物
陪
膳
を
務
め
る
。 

【
台
記
】

十
九

多
子
、
女
御
と
な
る
。
以
長
、
禄
を
賜
る
。 

【
台
記
別
記
】

二
十
二

天
皇
遷
御
の
輦
役
を
務
め
る
。 

【
台
記
別
記
】

二
十
八

多
子
の
侍
所
の
簡
を
付
け
る
。 

【
台
記
別
記
】

二

二
十

頼
長
の
命
で
多
子
立
后
を
梅
宮
に
祈
請
す
る
。 

【
台
記
】

四

二
十
八

兼
長
、
初
め
て
史
記
五
帝
本
紀
を
読
む
。
以
長
、
後
の
宴
席
で
手
長
を
務
め
る
。 

【
台
記
】

十

二
十
三

頼
長
の
春
日
詣
に
伺
候
す
る
。 

【
台
記
別
記
】

仁
平
元

一
一
五
一

三

二
十
三

石
清
水
臨
時
祭
。
頼
長
に
伺
候
す
る
。 

【
台
記
】

六

二
十
六

春
日
詣
定
。
禄
の
行
事
と
な
る
。 

【
台
記
別
記
】

八

十

頼
長
、
春
日
詣
。
以
長
、
兼
長
の
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
別
記
】

十
一

春
日
詣
の
禄
を
妓
女
に
与
え
る
。 

【
台
記
別
記
】

九

二
十
七

大
学
大
夫

秋
の
除
目
始
に
伺
候
す
る
。 

【
山
槐
記
除
目
部
類
】

十

十
五

春
日
祭
使
雑
事
を
定
め
る
。
以
長
、
雑
具
の
行
事
と
な
る
。 

【
台
記
別
記
】

十
一

十
一

春
日
祭
使
、
発
遣
。
以
長
、
伺
候
す
る
。 

【
台
記
別
記
】

二

一
一
五
二

正

十

師
長
、
婚
す
。
以
長
、
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
兵
範
記
】

十
九

師
長
の
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
兵
範
記
】

正

二
十
六

頼
長
、
東
三
条
殿
で
大
饗
を
行
う
。
以
長
、
瓶
子
、
敷
座
の
役
を
務
め
る
。 

【
台
記
・
兵
範
記
】

二

十
三

鳥
羽
法
皇
五
十
御
賀
雑
事
定
。
以
長
、
元
興
寺
御
誦
経
使
と
な
る
。 

【
兵
範
記
】

二
十
五

鳥
羽
法
皇
五
十
御
賀
試
楽
。
以
長
、
元
興
寺
御
誦
経
使
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

八

五

御
賀
の
雑
事
定
。
庭
燎
の
行
事
と
な
る
。 

【
兵
範
記
】

十
四

頼
長
、
石
清
水
詣
。
以
長
、
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
兵
範
記
】

十
二

八

叡
子
内
親
王
御
月
忌
仏
事
の
堂
童
子
の
役
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

三

一
一
五
三

八

八

春
日
詣
雑
事
を
定
め
る
。
以
長
、
陪
従
な
ら
び
に
競
馬
の
右
の
行
事
と
な
る
。 

【
台
記
別
記
】

九

十
六

兼
長
、
叙
任
の
慶
を
申
す
。
以
長
、
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
兵
範
記
】

十
一

十
七

春
日
詣
の
調
楽
に
陪
従
と
し
て
見
参
す
る
。 

【
台
記
別
記
】

二
十
一

春
日
詣
の
調
楽
に
陪
従
と
し
て
見
参
す
る
。 

【
台
記
別
記
】

二
十
六

大
膳
大
夫

頼
長
、
春
日
詣
。
陪
従
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
別
記
・
兵
範
記
】
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閏
十
二

二
十
七

兼
長
、
慶
賀
を
申
す
。
以
長
、
前
駆
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

久
寿
元

一
一
五
四

正

三
十

師
長
、
春
日
祭
上
卿
。
以
長
、
奉
行
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

二

二

頼
長
の
命
に
よ
り
春
日
祭
で
前
駆
の
装
束
の
色
を
目
録
と
し
て
作
成
す
る
。 

【
兵
範
記
】

三

三

平
等
院
一
切
経
会
。
以
長
、
楽
行
事
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

十
一

十
三

師
長
、
慶
賀
を
申
す
。
頼
長
の
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
兵
範
記
】

二

一
一
五
五

四

二
十

頼
長
、
賀
茂
詣
。
以
長
、
兼
長
の
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
台
記
別
記
】

六

八

頼
長
室
、
幸
子
御
葬
礼
。
以
長
、
迎
火
の
役
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

後
白
河

十

二
十
九

大
嘗
会
御
禊
。
以
長
、
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
兵
範
記
裏
書
】

保
元
元

一
一
五
六

九

二
十
五

藤
原
基
実
拝
賀
に
伺
候
す
る
。 

【
兵
範
記
】

十
一

十
三

基
実
を
是
定
と
す
る
宣
下
状
を
持
参
す
る
。 

【
兵
範
記
】

三
十

御
八
講
始
。
堂
童
子
の
役
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

二

一
一
五
七

二

十
二

春
日
祭
。
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
兵
範
記
】

八

十
九

基
実
、
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
以
長
、
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。
後
の
大
饗
で
瓶
子
を
務
め
る
。 【
兵
範
記
】

十

八

新
造
の
大
内
裏
に
天
皇
遷
幸
。
以
長
、
宣
耀
殿
の
調
度
品
の
行
事
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

二
十
二

従
五
位
上

造
大
内
裏
の
勧
賞
に
よ
る
叙
位
。 

【
兵
範
記
】

十
一

七

東
三
条
殿
で
行
わ
れ
た
御
神
楽
の
奉
行
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

十
二

五
節
沙
汰
。
童
女
の
担
当
と
な
る
。 

【
兵
範
記
】

三

一
一
五
八

正

二
十
九

藤
原
兼
実
元
服
。
高
坏
の
役
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

二

二
十
八

天
皇
、
春
日
行
幸
。
基
実
の
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
兵
範
記
】

後
白
河

二
条

八

十
五

基
実
参
内
。
前
駆
と
し
て
伺
候
す
る
。 

【
兵
範
記
】

二
十
三

勧
学
院
学
生
が
基
実
の
第
に
参
賀
。
以
長
、
伺
候
す
る
。 

【
兵
範
記
】

九

九

法
成
寺
惣
社
祭
の
奉
行
を
務
め
る
。 

【
兵
範
記
】

永
暦
元

一
一
六
〇

基
実
が
左
獄
の
近
衛
大
路
側
を
通
っ
た
こ
と
に
対
し
て
疑
問
を
呈
す
る
。 

【
富
家
語
一
一
八
】

六
条

高
倉

嘉
応
元

一
一
六
九

卒
。 

【
尊
卑
分
脈
】
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