
『
増
鏡
』
に
お
け
る
遇
去
と
現
在

「
先
例
」
の
機
能
に
つ
い
て

福
　
囲
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十
二
世
紀
初
頭
、
王
朝
貴
族
の
没
落
は
す
で
に
疑
う
余
地
が
な
か
っ
た
。
保
元
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

乱
を
契
機
に
「
武
老
の
世
」
が
到
来
し
た
と
い
う
見
地
が
表
明
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
京
都
の
朝
廷
と
並
ん
で
東
国
に
も
強
大
な
政
治
権
力
が
成
立
し

て
か
ら
は
、
前
代
に
比
べ
て
公
家
の
活
力
や
威
光
が
著
し
く
減
退
し
て
い
っ
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
、
そ
れ
に
加
え
て
、
承
久
の
乱
以
降
は
皇
位
の
帰
趨
や
執
政
者
の

人
選
に
ま
で
幕
府
が
決
定
的
な
影
響
力
を
も
つ
事
態
が
一
般
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な

時
代
の
歴
史
を
衰
退
す
る
公
家
の
側
か
ら
叙
述
す
る
『
増
鏡
』
に
は
、
武
家
優
勢
の

現
実
の
中
に
あ
っ
て
、
あ
え
て
公
家
杜
会
の
不
減
と
繁
栄
が
志
向
さ
れ
る
。
時
代
錯

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

誤
、
史
的
洞
察
力
の
欠
如
と
い
っ
た
酷
評
は
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

絶
望
的
な
現
実
に
対
し
て
、
物
語
的
理
想
世
界
の
再
構
築
、
王
朝
文
化
持
続
の
証
明

を
あ
る
程
度
は
成
し
遂
げ
た
事
実
と
そ
の
文
化
的
生
産
力
の
源
泉
は
軽
視
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
悲
観
的
な
状
況
下
で
な
さ
れ
た
『
増
鏡
』
の
著
作
に
は
、
当
然
、
公
家
杜
会
の
盛

時
が
強
く
意
識
さ
れ
、
回
顧
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
王
朝
物
語
や
王
朝
時
代
の
理
想

的
事
跡
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
、
規
範
と
さ
れ
る
の
は
、
中
世
の
歴
史
文
学
に
共
通
の

（
4
）

性
格
で
あ
る
と
同
時
に
、
『
増
鏡
』
形
成
の
要
諦
に
も
深
く
関
与
す
る
と
思
わ
れ
る
。

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
一
人
文
・
杜
会
科
学
一

先
例
に
よ
っ
て
理
想
世
界
と
し
て
の
王
朝
時
代
が
希
求
さ
れ
る
の
は
『
増
鏡
』
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

性
の
一
つ
と
見
な
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
内
に
描
か
れ
る
諸
事
象
に
そ
れ
以
前

の
事
実
（
先
例
）
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
を
設
定

す
る
の
も
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
一
時
的
に
と
は
い
え
、
幕
府
の
倒
壊
に
よ
っ
て
後
醍
醐
帝
の
統
一
的
政
権

樹
立
さ
れ
た
の
も
現
実
で
あ
る
。
こ
の
瞬
時
の
光
輝
は
『
増
鏡
』
の
中
で
は
ど
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
成
功
し
た
一
時
期
の
み
を
重
視
す
れ
ば
、
過
去
の

理
想
的
時
代
（
先
例
）
の
回
復
と
見
な
さ
れ
る
し
、
結
局
失
敗
し
た
こ
と
に
注
目
す

る
と
、
過
去
を
回
復
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
挫
折
感
や
諦
念
が
表
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
先
例
の
問
題
は
作
品
の
本
質
に
関
わ
る
。

　
以
上
の
観
点
か
ら
．
『
増
鏡
』
の
「
先
例
」
の
機
能
を
考
察
す
る
。

　
『
増
鏡
』
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
前
時
代
の
栄
光
が
影
を
落
と
す
。
最
も
多
い
の

は
、
『
増
鏡
』
の
編
年
体
的
構
成
に
し
た
が
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
事
象
と
そ
れ
以

前
の
事
実
と
が
、
一
致
ま
た
は
類
似
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
理
想

第
二
十
四
巻
－
第
二
号
　
三
一
頁
s
四
四
頁

平
成
二
年
十
二
月

sokyu

sokyu
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『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在

（
福
田
）

的
な
過
去
が
持
続
す
る
点
に
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
も
言
え
る
。

　
　
か
く
て
、
こ
の
度
撰
ば
れ
た
る
を
ば
、
新
古
今
と
い
ふ
な
り
。
元
久
二
年
三
月

　
　
廿
六
日
、
寛
宴
と
い
ふ
事
、
春
日
殿
に
て
行
な
は
せ
給
。
い
み
じ
き
世
の
ひ
∫

　
　
き
な
り
。
か
の
延
喜
の
昔
お
ぼ
し
よ
そ
へ
ら
れ
て
、
院
（
後
鳥
羽
院
）
一
御
製
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
一

　
　
　
　
い
そ
の
か
み
古
き
を
今
に
な
ら
べ
こ
し
昔
の
跡
を
又
尋
ね
つ
∫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
第
一
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
二
五
七
頁
）

　
こ
こ
で
は
、
後
鳥
羽
院
の
『
新
古
今
集
』
が
、
「
延
喜
の
昔
」
す
な
わ
ち
王
朝
貴

族
の
規
範
で
あ
り
理
想
で
あ
る
醍
醐
帝
の
『
古
今
集
』
・
に
等
質
化
さ
れ
て
一
．
、
美
化
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
史
叙
述
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
過
去
“
後
鳥
羽
院
時

代
が
、
さ
ら
に
古
い
別
の
過
去
1
－
醍
働
瑚
に
よ
っ
て
権
威
付
け
ら
れ
、
理
想
化
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
一

る
の
で
あ
る
。
勅
撰
集
親
撰
は
、
理
想
的
な
治
世
の
証
明
で
あ
っ
．
た
。
後
鳥
羽
朝
が

「
昔
に
恥
ち
ぬ
御
世
」
と
さ
れ
（
第
一
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
二
五
三
頁
）
、
そ
の
後

鳥
羽
院
の
「
か
の
元
久
の
た
め
し
」
に
倣
っ
て
後
嵯
峨
院
が
『
続
古
今
集
』
を
親
撰

し
（
第
七
「
北
野
の
雪
」
三
二
五
頁
）
、
亀
山
帝
の
学
才
や
醍
醐
帝
の
治
世
が
「
昔

に
恥
ち
ず
」
と
賞
賛
さ
れ
る
一
第
八
「
あ
す
か
川
」
三
三
九
頁
、
第
士
二
「
秋
の
み

山
」
四
二
一
頁
）
の
も
同
じ
発
想
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
さ
ら
に
次
の
よ

う
に
二
つ
の
方
向
に
向
か
う
。

　
新
旧
二
つ
の
過
去
の
同
一
視
は
、
ま
ず
理
想
的
過
去
一
醍
醐
朝
）
と
同
等
に
現
実

的
過
去
一
後
鳥
羽
院
時
代
）
を
理
想
化
す
る
方
向
に
機
能
す
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
現

実
的
過
去
の
延
長
線
上
に
あ
る
未
来
　
　
　
『
増
鏡
』
著
作
の
時
点
か
ら
は
過
去
の

場
合
が
多
い
　
　
を
も
理
想
化
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
こ
の
現
実
的
過
去
は
『
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
一

鏡
』
で
は
「
今
」
に
定
位
さ
れ
る
J
ま
た
、
規
範
を
常
に
過
去
の
盛
時
に
求
め
る

限
り
は
、
過
去
を
踏
襲
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
価
値
が
あ
る
の
だ
が
、
過
去
の
行
為

を
再
現
す
る
こ
と
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
過
去
と
同
一
の
望
ま
し
い
現
在
を
未
来
（
行

く
末
）
に
ま
で
存
続
さ
せ
る
と
い
う
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え

ば
、
次
の
一
節
に
顕
著
に
反
映
す
る
。

　
　
一
西
園
寺
実
兼
女
鐘
子
入
内
の
際
の
）
御
表
、
二
位
殿
一
実
兼
室
顕
子
）
ま
い

　
　
ら
せ
給
ふ
。
御
台
ま
い
り
て
、
夜
の
御
殿
へ
御
の
ぽ
り
。
こ
の
御
表
は
、
京
極

　
　
院
（
亀
山
院
皇
后
倍
子
）
の
め
で
た
か
り
し
例
と
か
や
き
こ
え
て
、
公
守
一
倍

　
　
子
兄
）
の
大
納
言
、
沙
汰
し
申
さ
れ
げ
る
と
か
や
承
り
し
は
、
ま
こ
と
に
や
侍

　
　
け
ん
。
（
中
略
）
内
の
上
（
伏
見
帝
）
の
、
夜
の
御
殿
へ
召
し
て
入
ら
せ
給
た

　
　
る
御
草
桂
を
ば
、
二
位
殿
取
り
て
出
で
給
て
、
大
納
言
殿
（
実
兼
）
と
ふ
た
り

　
　
の
御
中
に
抱
き
て
寝
給
と
き
こ
え
し
｛
き
ぐ
も
さ
る
事
に
て
こ
そ
は
侍
け

　
　
め
な
。
　
　
　
　
．
．
　
　
　
へ
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
三
八
二
⊥
二
八
三
頁
）

　
こ
れ
は
事
実
の
忠
実
な
記
録
に
基
づ
く
．
の
で
は
省
ろ
う
が
、
そ
こ
に
当
時
の
公
家

の
思
想
と
『
増
鏡
』
の
志
向
が
顕
現
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
園
寺
家
の
期
待
を

に
な
う
永
福
門
院
鐘
子
の
入
内
に
際
し
て
後
宇
多
院
母
后
倍
子
の
佳
例
が
踏
襲
さ
れ

て
、
倍
子
に
倣
っ
て
鐘
子
に
も
皇
位
を
継
承
す
る
皇
子
の
誕
生
が
祈
念
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
実
兼
夫
妻
が
帝
の
靴
を
抱
き
入
れ
た
の
も
同
様
の
心
理
に
よ
る
，
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
実
兼
の
行
為
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
過
去
が
理
想
的
で
あ
る
と
い
う
前
提

さ
え
あ
れ
ば
、
具
体
的
に
時
点
を
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
過
去
の
事
実
ま
た
は
習

慣
を
寸
分
違
わ
ず
忠
実
に
模
倣
す
る
点
に
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
思
考
が
み
と
め
ら
れ
る
な
ら
、
過
去
の
同
一
化
は
、
対
象
と
な
る
事
象
を
そ
の

行
く
末
も
含
め
て
美
化
し
、
理
想
化
す
る
営
為
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
規
範

に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
「
過
去
」
は
「
事
実
」
で
あ
る
こ
と
に
制
約
さ
れ
な
い
。
伝

承
や
文
芸
も
理
想
を
具
現
し
て
い
れ
ば
先
例
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
増
鏡
』
で
は
、
編
年
体
的
に
叙
述
さ
れ
る
歴
史
の
各
時
点
が

過
去
の
理
想
性
に
よ
っ
て
価
値
を
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
多
く
、
全

sokyu
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編
を
覆
い
尽
し
、
作
品
の
色
調
を
決
定
す
る
感
す
ら
あ
る
。
な
お
、
同
じ
原
理
で
過

去
の
凶
例
が
後
代
の
凶
事
を
強
調
す
る
場
合
も
散
見
す
る
。
こ
ち
ら
の
実
例
は
少
な

い
が
、
後
醍
醐
帝
配
流
の
悲
嘆
が
し
ば
し
ば
後
鳥
羽
院
の
類
似
体
験
の
想
起
を
介
し

て
描
か
れ
る
の
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
後
鳥
羽
院
や
守
貞
親
王
の
不
遇
が
『
源
氏
物

語
』
に
依
拠
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も

『
増
鏡
』
そ
の
も
の
が
先
行
歴
史
物
語
と
い
う
先
例
に
依
存
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
右
の
事
例
は
す
べ
て
当
面
の
事
象
と
先
例
と
が
同
一
化
さ
れ
る
場
合
で
あ

る
。
先
例
の
用
法
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、
作
品
の
性
格
上
か
ら
も
容

易
に
予
測
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
新
旧
二
つ
の
過
去
の
不
一
致
や
先

例
に
規
制
さ
れ
な
い
現
実
も
『
増
鏡
』
中
に
は
た
し
か
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
も
、
二
つ
の
過
去
が
等
質
化
さ
れ
る
の
に
二
つ
の
機
能
　
　
　
そ
の
時
点
を
理
想

化
す
る
機
能
と
さ
ら
に
未
来
を
志
向
す
る
機
能
　
　
が
あ
っ
た
の
に
対
応
し
て
、

二
つ
の
場
合
が
典
型
的
に
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
、
先
例
を
現
実
が
上
回
る
場
合
で

あ
る
。
規
範
と
な
る
は
ず
の
過
去
の
栄
光
よ
り
も
『
増
鏡
』
に
対
象
と
さ
れ
る
時
代

の
事
象
の
方
が
さ
ら
に
輝
か
し
い
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
武
老
の
世
」
に
な

っ
て
か
ら
す
で
に
久
し
く
、
「
目
本
国
の
衰
ふ
る
」
こ
と
と
し
て
公
家
の
衰
退
を
自

覚
し
（
第
二
「
新
島
守
」
二
六
八
頁
）
、
「
昔
人
」
の
優
雅
な
後
宮
に
対
し
て
「
今
の

世
の
人
」
の
風
流
心
の
欠
如
を
嘆
く
中
で
一
第
七
「
北
野
の
雪
」
三
二
二
頁
）
、
過

去
が
超
越
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
記
し
止
め
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
意
識
の
反
映
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
過
去
の
悲
劇
よ
り
も
さ
ら
に
悲
惨
な
事
態
が
起

こ
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
は
な
い
。
元
弘
の
乱
は
「
た
め
し
も
あ
り
が
た
か
り
し

世
の
騒
ぎ
」
と
認
識
さ
れ
（
「
序
」
二
四
八
頁
）
、
承
久
の
乱
の
国
王
敗
北
は
「
こ
の

国
に
は
、
い
と
あ
ま
た
も
」
な
い
「
い
と
あ
や
し
か
り
し
」
現
実
で
あ
り
、
仲
恭
帝

の
短
か
す
ぎ
る
在
位
が
．
「
こ
れ
や
初
め
な
る
ら
ん
」
と
惜
し
ま
れ
る
こ
と
な
ど
一
第

『
増
鏡
』
に
お
げ
る
過
去
と
現
在

（
福
田
）

二
「
新
島
守
」
一
は
『
増
鏡
』
と
そ
の
時
代
の
思
潮
と
矛
盾
し
な
い
。
敦
明
親
王
の

東
宮
退
位
よ
り
も
東
宮
邦
良
親
王
の
急
逝
の
方
が
悲
劇
的
だ
と
す
る
（
第
十
四
「
春

の
別
れ
」
）
の
も
許
容
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
記
述
は
多
く
は
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
み
る
と
『
増
鏡
』
時
代
が
過
去
の
聖
代
を
凌
駕
す
る
こ
と
が

頻
出
す
る
異
状
が
さ
ら
に
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
そ
の
実
状
は
後
述
す
る
）
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

れ
が
『
増
鏡
』
の
構
造
に
係
わ
る
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
過
去
に
束
縛
さ
れ
な
い
場
合
の
二
つ
め
は
、
先
例
に
よ
っ
て
予
測
さ
れ
る
未
来
が

そ
の
と
お
り
に
実
現
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
作
品
内
に
予
言
さ
れ
た
こ
と
が
実
際
と

齪
鶴
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
か
な
り
珍
し
い
。
現
実
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は
決

し
て
珍
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
百
五
十
年
に
及
ぶ
歴
史
的
時
間
が
す
べ
て
経
過

し
終
わ
っ
た
後
に
、
そ
の
す
べ
て
の
概
要
を
知
悉
し
た
上
で
著
作
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
『
増
鏡
』
の
予
言
が
編
年
体
歴
史
叙
述
の
範
囲
内
で
裏
切
ら
れ
る
と
し
た
ら
、

看
過
で
き
な
い
。

　
結
局
、
『
増
鏡
』
に
あ
る
二
つ
の
歴
史
的
時
間
一
編
年
と
先
例
）
の
関
係
は
以
上

の
よ
う
に
統
括
で
き
る
。
ほ
と
ん
ど
の
先
例
の
用
法
は
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
と
言
っ

て
も
よ
い
。
理
想
的
な
過
去
に
近
似
し
、
同
化
す
る
こ
と
で
「
今
」
が
美
化
さ
れ
る

一
般
的
な
傾
向
に
対
し
て
理
想
を
超
越
す
る
特
殊
な
場
合
が
あ
り
、
先
例
は
未
来
を

予
測
さ
せ
る
と
い
う
一
般
性
に
対
し
て
先
例
に
反
す
る
現
実
が
存
在
す
る
と
い
う
特

殊
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
単
純
化
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
『
増
鏡
』

の
先
例
は
二
様
に
超
越
さ
れ
る
。
以
下
に
そ
の
特
殊
な
二
群
を
検
討
す
る
。

二

　
『
増
鏡
』
に
お
い
て
理
想
的
な
先
例
を
超
越
す
る
最
初
の
事
例
は
早
く
も
首
巻
に

見
い
だ
せ
る
。
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『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在

（
福
田
）

　
　
　
昔
の
窮
恒
が
、
御
階
の
も
と
に
召
さ
れ
て
、
「
弓
は
り
と
し
も
い
ふ
事
は
」

　
　
と
奏
し
て
、
御
衣
給
し
を
こ
そ
、
い
み
じ
き
事
に
は
い
ひ
伝
ふ
め
れ
。
又
、
貫

　
　
之
が
家
に
、
枇
杷
の
大
臣
、
魚
袋
の
歌
の
返
し
、
と
ぶ
ら
ひ
に
お
は
し
た
り
し

　
　
を
も
、
道
の
高
名
と
こ
そ
、
目
記
に
は
書
き
て
侍
れ
。
近
ご
ろ
は
、
西
行
法
師

　
　
ぞ
北
面
の
者
に
て
、
世
い
み
じ
き
歌
の
聖
な
め
り
し
が
、
い
ま
の
代
の
秀
能
は
、

　
　
ほ
と
く
古
き
に
も
た
ち
ま
さ
り
て
や
侍
ら
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
第
一
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
二
六
一
頁
）

　
「
今
」
の
秀
能
が
過
剰
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
理
想
化
さ
れ
る
。
偉
大
な
伝
説
的
な

歌
人
で
あ
る
窮
恒
・
貫
之
や
近
代
を
代
表
す
る
西
行
よ
り
も
、
後
鳥
羽
院
の
寵
臣
藤

原
秀
能
が
詠
歌
で
優
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
過
去
の
権
威
を
十
分
に
称
揚
し
た

直
後
だ
け
に
、
幾
許
か
の
違
和
感
の
生
じ
る
の
を
禁
じ
得
な
い
。

　
し
か
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
秀
能
の
華
や
か
な
時
代
、
つ
ま
り
後
鳥
羽
院
の
華
や
か

な
時
代
が
全
面
的
に
賛
美
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

肝
心
の
後
鳥
羽
院
が
過
去
を
超
越
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
お
ど
ろ
の
し

た
」
の
後
鳥
羽
院
は
前
述
の
よ
う
に
醍
醐
聖
帝
の
歌
道
奨
励
事
業
を
正
統
に
継
承
し
、

そ
の
治
世
は
「
昔
に
恥
ち
ぬ
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
「
い
に
し

へ
の
事
」
（
古
い
時
代
の
慣
例
）
に
従
っ
て
競
技
の
賞
品
を
与
え
、
『
源
氏
物
語
』
を

踏
ま
え
た
調
理
を
喜
ぶ
逸
話
も
紹
介
さ
れ
る
が
（
第
一
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
二
五
九

・
二
六
〇
頁
一
、
先
例
よ
り
す
ぐ
れ
る
と
は
決
し
て
記
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
同
時

代
の
将
軍
源
実
朝
の
武
士
統
制
力
が
「
代
々
に
越
え
た
り
」
と
絶
賛
さ
れ
（
第
二
「
新

島
守
」
二
六
九
頁
）
、
摂
家
将
軍
頼
経
を
擁
し
た
北
条
義
時
が
「
世
を
な
び
か
し
し

た
ふ
行
な
妻
も
、
ほ
と
く
古
き
に
は
越
え
た
り
一
一
同
二
七
一
頁
一
と
ま
で

言
わ
れ
る
の
を
も
考
慮
す
る
と
、
後
鳥
羽
院
の
賛
美
は
十
分
と
は
見
な
し
が
た
い
。

同
じ
く
承
久
の
変
を
対
象
と
す
る
歴
史
文
学
『
六
代
勝
事
記
』
や
『
承
久
記
』
に
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
）

べ
る
と
『
増
鏡
』
は
後
鳥
羽
院
に
ず
い
ぶ
ん
好
意
的
で
は
あ
る
が
、
『
増
鏡
』
の
対

象
年
代
が
類
似
体
験
を
も
つ
後
醍
醐
帝
ま
で
も
含
む
点
で
『
承
久
記
』
な
ど
と
は
大

差
が
あ
る
こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
『
増
鏡
』
の
後
鳥
羽
院
は
後
醍

醐
帝
の
一
時
的
成
功
に
影
響
さ
れ
、
承
久
の
乱
は
元
弘
の
乱
に
左
右
さ
れ
る
一
面
が

　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
1
一

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
後
鳥
羽
院
の
理
想
化
は
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
『
増
鏡
』
の
後
嵯
峨
院
は
最
も
過
去
を
超
越
す
る
こ
と
の
多
い

帝
王
で
あ
る
。
そ
の
高
野
山
御
幸
は
「
来
し
か
た
行
く
す
ゑ
も
た
め
し
あ
ら
じ
と
見

ゆ
る
ま
で
、
世
の
い
と
な
み
、
天
の
下
の
騒
ぎ
に
は
侍
し
か
。
」
一
第
六
「
お
り
ゐ
る

雲
」
三
一
四
頁
）
と
総
括
さ
れ
、
死
去
に
際
し
て
は
、

　
　
一
故
後
嵯
峨
院
は
）
柑
年
が
程
、
世
を
し
た
∫
め
さ
せ
給
へ
る
に
、
少
し
の
誤

　
　
り
な
く
、
思
す
ま
＼
に
て
、
新
院
一
後
深
草
）
・
御
門
（
亀
山
）
・
春
宮
一
後

　
　
宇
多
一
、
動
き
な
く
、
又
外
ざ
ま
に
分
か
る
べ
き
事
も
な
け
れ
ば
、
思
し
を
く

　
　
べ
き
一
ふ
し
も
な
し
。
な
き
御
跡
ま
で
、
人
の
な
び
き
仕
う
ま
つ
れ
る
さ
ま
、

　
　
来
し
か
た
も
た
め
し
な
き
ほ
ど
な
り
。
　
一
第
八
「
あ
す
か
川
」
三
四
〇
頁
一

と
、
類
例
の
な
い
幸
運
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
後
深
草
帝
一
久
仁
親
王
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い

誕
生
の
際
の
湯
殿
の
儀
式
の
賞
禄
を
「
例
の
作
法
に
こ
と
を
添
へ
て
、
い
み
じ
う
世

　
た
め
し

の
例
に
も
な
る
ば
か
り
と
つ
く
し
給
」
（
第
五
「
内
野
の
雪
」
三
〇
一
頁
）
よ
う
に

後
嵯
峨
院
は
新
し
い
先
例
を
作
ろ
う
と
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
宗
尊
皇
子
将
軍
宣
下
を

「
か
∫
る
例
は
い
ま
だ
侍
ら
ぬ
に
や
」
（
第
五
「
内
野
の
雪
」
三
〇
七
頁
）
と
い
う

の
も
、
後
嵯
峨
院
の
事
跡
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
2
一

　
西
園
寺
家
の
栄
華
も
『
増
鏡
』
で
は
極
度
に
賛
仰
さ
れ
る
。
後
嵯
峨
院
時
代
の
こ

の
一
門
の
形
容
に
も
過
去
の
理
想
を
超
越
す
る
言
辞
が
用
い
ら
れ
る
。

　
　
か
の
法
成
寺
を
の
み
こ
そ
、
い
み
じ
き
た
め
し
に
世
継
も
い
ひ
た
め
れ
ど
、
こ
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れ
一
西
園
寺
）
は
な
を
山
の
気
色
さ
へ
お
も
し
ろ
く
、
都
は
な
れ
て
眺
望
そ
ひ

　
　
た
れ
ば
、
い
は
ん
か
た
な
く
め
で
た
し
。
　
（
第
五
「
内
野
の
雪
」
二
九
九
頁
）

　
西
園
寺
公
経
が
夢
告
に
従
っ
て
建
立
し
実
氏
が
受
け
継
ぐ
「
世
に
知
ら
ず
ゆ
∫
し

き
御
堂
」
は
、
あ
の
大
宅
世
継
が
絶
賛
し
た
道
長
の
法
成
寺
を
さ
ら
に
上
回
る
と
断

言
す
る
の
で
あ
る
。
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
で
王
朝
文
化
隆
盛
の
象
徴
と
し
て

仰
視
さ
れ
た
法
成
寺
を
凌
ぐ
現
実
が
『
増
鏡
』
時
代
に
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

後
深
草
帝
の
後
嵯
峨
院
へ
の
朝
親
行
幸
を
自
家
の
こ
の
上
な
い
栄
誉
と
感
じ
た
実
氏

の
「
た
め
し
な
き
我
身
」
に
始
ま
る
寿
祝
歌
と
そ
の
目
に
見
ら
れ
た
装
束
の
「
こ
し

か
た
も
例
な
き
ま
で
」
の
豪
華
さ
が
紹
介
さ
れ
る
が
（
第
五
「
内
野
の
雪
」
三
〇
九

頁
）
、
こ
れ
も
『
増
鏡
』
で
は
異
例
の
飾
辞
で
あ
る
。
ま
た
、
「
た
∫
人
」
実
氏
の
二

女
（
大
宮
院
姑
子
と
東
二
条
院
公
子
）
が
后
・
国
母
に
並
び
、
大
臣
の
二
子
（
右
大

臣
公
相
と
内
大
臣
公
基
）
が
左
右
の
近
衛
大
将
を
独
占
し
た
壮
観
は
「
た
め
し
稀
に

や
あ
ら
ん
」
「
た
め
し
い
と
あ
ま
た
は
き
こ
え
ぬ
事
な
る
べ
し
」
と
賛
嘆
さ
れ
る
（
第

六
「
お
り
ゐ
る
雲
」
三
二
二
頁
）
。
『
大
鏡
』
に
－
は
道
長
の
三
女
が
后
・
国
母
に
並
ん

だ
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
の
に
そ
れ
に
は
あ
え
て
触
れ
ず
、
過
去
の
大
将
独
占
の

実
例
も
看
過
し
て
、
西
園
寺
家
の
比
類
な
い
「
御
さ
か
へ
」
を
印
象
付
け
よ
う
と
し

て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
先
例
超
越
が
顕
著
な
箇
所
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
九
条
道
家
の
三
子
の
家
系
が
末
代

ま
で
摂
関
家
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
、
大
宮
院
一
後
嵯
峨
帝
中
宮
、
実
氏
女
）
の
皇

子
・
孫
三
人
が
帝
位
に
つ
き
し
か
も
女
院
を
含
め
て
全
員
が
健
在
な
こ
と
、
北
山
准

后
一
実
氏
室
一
九
十
賀
の
際
の
連
歌
に
み
え
る
西
園
寺
実
兼
の
「
む
か
し
に
も
猶
た

ち
越
ゆ
る
」
と
い
う
歌
句
、
永
福
門
院
鋒
子
一
実
兼
女
）
入
内
の
供
奉
の
衣
装
の
華

美
な
こ
と
、
伏
見
院
の
「
昔
の
行
成
」
に
も
優
る
能
書
の
こ
と
な
ど
が
確
認
で
き
る

が
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
こ
の
う
ち
、
伏
見
院
の
書
の
賛
辞
は
秀
能
の
歌
と
同

『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在

（
福
田
）

趣
で
、
治
世
の
評
価
と
は
少
し
異
質
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
残
る
四
例
の
う
ち
道
家

流
の
永
続
を
除
く
三
例
は
西
園
寺
家
の
栄
華
を
称
え
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、

道
家
の
栄
華
は
本
来
西
園
寺
家
と
の
姻
戚
関
係
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
が
、
「
一
道
家

の
）
北
の
方
は
公
経
の
大
臣
の
御
女
な
れ
ば
、
ま
し
て
世
の
重
く
な
び
き
奉
る
さ
ま
、

や
ん
ご
と
な
し
」
（
第
三
「
藤
衣
」
二
八
五
頁
一
、
「
北
政
所
の
御
父
は
、
公
経
の
大

臣
な
れ
ば
、
か
の
殿
と
ひ
と
つ
に
て
、
世
は
弥
御
心
の
ま
∫
な
る
べ
し
」
（
同
二
八

九
頁
）
と
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
西
園
寺
家
の
栄
華
の
一
環
と
考
え
て
支
障

は
な
い
。

　
『
増
鏡
』
で
先
例
が
克
服
さ
れ
る
箇
所
は
、
巻
五
「
内
野
の
雪
」
か
ら
巻
十
一
「
さ

し
ぐ
し
」
巻
頭
ま
で
に
集
中
し
、
西
園
寺
の
偉
観
に
始
ま
っ
て
西
園
寺
鋒
子
入
内
に

終
わ
る
と
も
言
え
る
。
こ
う
し
て
後
嵯
峨
院
の
盛
栄
と
実
氏
・
実
兼
を
中
心
と
す
る

西
園
寺
家
が
院
と
一
体
化
し
て
栄
華
を
極
め
た
さ
ま
が
先
例
を
超
え
る
形
で
強
調
さ

れ
る
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
な
お
、
こ
の
時
代
の
皇
統
分
裂
の
実
状
に
留
意
す
れ
ば
、
大
覚
寺
統
に
比
べ
て
持

明
院
統
に
先
例
を
超
越
す
る
場
合
が
多
出
す
る
偏
向
が
指
摘
で
き
る
。
鐸
子
が
入
内

し
た
の
は
後
深
草
院
政
下
の
伏
見
帝
の
後
宮
で
あ
っ
た
。
後
深
草
院
の
湯
殿
の
儀
に

つ
い
て
は
既
述
し
た
。
能
書
の
伏
見
院
も
こ
の
一
統
に
属
す
る
。
ま
た
、
亀
山
院
政

期
で
あ
り
な
が
ら
後
深
草
院
の
も
と
に
関
白
・
大
臣
以
下
散
位
・
入
道
の
者
に
至
る

ま
で
「
数
知
ら
ず
」
「
花
や
か
に
」
参
集
す
る
の
を
、

　
　
昔
の
後
二
条
関
白
師
通
と
き
こ
え
し
は
、
「
お
り
ゐ
の
御
門
の
門
に
、
車
の
立
つ

　
　
べ
き
事
か
な
」
と
、
そ
し
り
給
け
る
に
、
今
の
世
を
見
給
は
ば
と
思
出
で
ら
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
第
十
「
老
の
な
み
」
三
六
三
頁
）

と
、
『
今
鏡
』
で
師
通
が
院
政
を
攻
撃
し
た
逸
話
を
引
き
合
い
に
印
象
付
け
ら
れ
て

い
る
。
過
去
を
知
る
者
に
は
後
深
草
院
の
権
勢
は
驚
く
べ
き
も
の
に
映
る
で
あ
ろ
う
。

sokyu
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『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在

（
福
田
）

一
方
、
大
覚
寺
統
に
は
こ
の
よ
う
な
美
飾
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

亀
山
帝
の
居
所
の
火
災
を
さ
ら
に
悲
惨
な
三
条
朝
の
内
裏
焼
亡
に
例
え
て
亀
山
帝
の

退
位
の
予
兆
と
し
て
扱
う
よ
う
な
例
さ
え
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
（
第
八
「
あ
す

か
川
」
三
四
五
頁
）
。
亀
山
院
に
皇
子
女
が
多
い
こ
と
に
つ
い
て
「
昔
の
嵯
峨
天
皇

こ
そ
、
八
十
余
人
ま
で
御
子
も
た
ま
へ
り
け
る
と
、
う
け
た
ま
は
り
伝
へ
た
る
に
も
、

ほ
と
く
劣
り
給
ま
じ
か
め
り
。
一
一
第
十
「
老
の
な
み
一
三
六
〇
頁
一
と
述
べ
ら
れ

る
の
に
は
、
嵯
峨
帝
を
も
上
回
る
と
い
う
含
意
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

で
亀
山
院
が
賛
美
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
後
深
草
院
と
対
照
的
で
あ
る
。

こ
れ
は
西
園
寺
家
、
特
に
実
兼
の
動
向
に
一
致
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
持
明
院
統
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
3
）

隆
盛
を
強
調
す
る
一
面
が
確
認
で
き
る
。
『
増
鏡
』
の
後
嵯
峨
院
時
代
が
注
目
さ
れ

　
　
　
　
（
1
4
〕

る
こ
と
が
多
い
が
、
後
嵯
峨
院
の
後
継
者
と
し
て
の
持
明
院
統
も
脚
光
を
浴
び
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

　
『
増
鏡
』
に
は
歴
史
的
変
動
が
あ
ら
か
じ
め
予
告
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
前
述
の
、

凶
例
に
よ
っ
て
予
告
さ
れ
た
亀
山
帝
退
位
は
そ
の
直
後
に
現
実
に
な
る
。
後
鳥
羽
院

の
承
久
の
敗
戦
は
日
吉
杜
の
神
託
に
よ
っ
て
当
初
か
ら
予
知
さ
れ
て
い
た
。
後
高
倉

院
・
後
嵯
峨
帝
の
予
想
外
の
政
権
獲
得
や
後
醍
醐
帝
の
京
都
帰
還
は
前
も
っ
て
夢
告

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
物
語
文
学
な
ど
に
も
頻
出
す
る
話
型
で
、
巷
間
に
も
流
布

し
て
い
た
に
違
い
な
い
話
題
な
の
で
、
『
増
鏡
』
の
性
格
や
想
定
さ
れ
る
典
拠
採
択

（
1
5
一

方
法
に
照
ら
す
と
、
原
資
料
が
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
『
増
鏡
』
に
は
作
品
中
に
予
言
さ
れ
た
事
柄
が
そ
の
と
お

り
に
実
現
し
な
い
場
合
が
、
か
な
り
重
要
な
事
件
に
関
し
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
先
例
に
よ
る
予
言
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
他
の
歴
史

物
語
に
対
す
る
『
増
鏡
』
の
特
異
性
を
考
え
る
と
、
予
言
を
予
言
た
ら
し
め
な
い
こ

と
が
構
想
上
の
効
果
を
も
た
ら
す
一
点
は
無
視
で
き
な
い
。
「
今
」
に
関
す
る
こ
と

で
あ
る
。

　
『
増
鏡
』
作
品
の
「
今
」
は
、
あ
る
年
の
二
月
十
五
日
、
嵯
峨
の
清
涼
寺
で
老
尼

か
ら
筆
老
が
「
昔
物
語
」
を
聞
い
た
時
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
作
品
内
に
実
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
6
一

見
い
だ
せ
る
「
今
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
時
点
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

昔
の
師
通
の
；
冒
に
対
し
て
「
今
の
世
を
見
給
は
ば
…
」
と
言
っ
た
と
き
の
「
今
」

と
は
老
尼
が
史
談
を
展
開
し
て
い
る
と
き
で
は
な
く
て
、
後
深
草
院
の
も
と
に
公
卿

以
下
が
絶
え
ず
参
集
し
て
い
た
時
点
を
意
味
す
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り

『
増
鏡
』
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
「
今
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
『
増

鏡
』
が
『
大
鏡
』
や
『
今
鏡
』
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
点
で
あ
る
。
こ
の
特
質
に
関

し
て
は
多
方
面
か
ら
追
及
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
構
想
上
の
効
果
の
一
つ
を
指
摘
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

お
く
。
そ
の
効
果
と
は
、
運
命
の
急
転
を
克
明
に
印
象
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
か
つ
て
、
『
増
鏡
』
に
は
顕
栄
の
世
界
（
明
）
だ
け
で
な
く
同
時
に
そ
の
背
後
に

あ
る
不
遇
の
人
々
の
境
遇
一
暗
）
も
描
か
れ
、
し
か
も
明
と
暗
と
は
原
則
と
し
て
逆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
8
）

転
す
る
と
い
う
基
調
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
基
調
に
は
「
今
」

の
移
動
が
有
効
に
機
能
す
る
。
将
来
の
顕
栄
を
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
「
今
」
の
失
意

は
失
意
た
り
得
る
し
、
大
き
な
絶
望
が
あ
っ
て
初
め
て
未
来
の
喜
び
は
絶
大
な
も
の

に
な
る
。
持
明
院
統
の
空
前
絶
後
の
繁
栄
が
「
今
」
の
こ
と
と
し
て
緩
述
さ
れ
る
段

階
に
、
元
弘
の
動
乱
で
敗
走
す
る
六
波
羅
探
題
に
同
行
し
て
山
中
を
妨
僅
す
る
運
命

が
二
上
皇
と
帝
に
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
を
想
像
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
将
来
の
暗
雲

を
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
の
時
の
顕
栄
は
完
全
な
も
の
に
な
り
、
過
去
の
栄
耀
栄

華
が
華
々
し
い
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
続
く
惨
状
が
よ
り
悲
惨
に
映
る
。
も
し
も
、
す

べ
て
の
出
来
事
が
経
過
し
た
後
の
最
終
的
な
時
点
が
「
今
」
で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
れ



37

ほ
ど
ま
で
の
落
差
は
生
じ
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
も
し
も
読
者
が
作

品
内
の
「
今
」
の
進
行
に
同
行
す
る
形
で
し
か
『
増
鏡
』
の
歴
史
的
世
界
を
知
得
で

き
な
い
と
仮
定
す
る
と
、
移
動
す
る
「
今
」
は
決
定
的
に
効
力
を
発
揮
す
る
。

　
こ
れ
に
先
例
に
導
か
れ
る
予
言
が
加
わ
る
と
明
暗
の
落
差
は
さ
ら
に
大
き
く
な

る
。
予
定
さ
れ
た
栄
華
や
破
減
が
そ
の
と
お
り
に
訪
れ
ず
、
ま
っ
た
く
反
対
の
境
遇

に
至
り
着
い
た
と
き
、
そ
の
歓
喜
や
落
胆
は
倍
加
す
る
。
こ
の
意
味
で
も
『
増
鏡
』

の
先
例
の
機
能
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
先
例
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
歴
史
事

象
が
『
増
鏡
』
構
想
の
根
幹
を
左
右
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
『
増
鏡
』
作
者
の
関

心
の
所
在
を
暗
示
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
『
増
鏡
』
に
見
い
だ
せ
る
先
例
に
よ
る
予
言
に
は
吉
兆
も
凶
兆
も
あ
る
。
ま
ず
そ

れ
ら
が
予
言
と
し
て
明
確
に
機
能
す
る
場
合
の
典
型
を
例
示
し
て
お
く
。
一

　
　
内
侍
所
・
神
璽
・
宝
剣
は
、
譲
位
の
時
か
な
ら
ず
渡
さ
る
事
な
れ
ど
、
先
帝
一
安

　
　
徳
）
筑
紫
へ
率
て
お
は
し
け
れ
ば
、
こ
た
み
初
て
三
の
神
宝
な
く
て
、
め
づ
ら

　
　
し
き
例
に
成
ぬ
べ
し
。
後
に
ぞ
内
侍
所
・
し
る
し
の
御
箱
ば
か
り
帰
の
ぽ
り
け

　
　
れ
ど
、
宝
剣
は
つ
ゐ
に
、
先
帝
の
海
に
入
給
ふ
と
き
、
御
身
に
そ
へ
て
沈
み
げ

　
　
る
こ
そ
、
い
と
く
ち
を
し
け
れ
。
　
　
一
第
一
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
二
五
二
頁
）

　
　
今
上
一
四
条
帝
）
は
二
歳
に
ぞ
な
ら
せ
給
。
あ
さ
ま
し
き
程
の
御
い
は
け
な
さ

　
　
に
て
、
い
つ
く
し
き
十
善
の
あ
る
じ
に
定
ま
り
給
事
、
い
と
ゆ
∫
し
き
ま
で
、

　
　
前
の
世
ゆ
か
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
り
。
む
か
し
、
近
衛
院
三
、
六
条
院
二
に
て

　
　
位
に
つ
き
給
へ
り
し
、
い
づ
れ
も
い
と
心
ゆ
か
ぬ
た
め
し
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
「
藤
衣
」
二
八
七
頁
）

初
め
の
一
節
は
後
鳥
羽
帝
即
位
の
記
録
と
そ
の
際
の
批
評
で
あ
る
。
先
例
を
破
っ

『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在

（
福
田
）

て
三
神
器
を
携
え
な
か
っ
た
凶
例
に
加
え
て
、
宝
剣
が
永
久
に
失
わ
れ
た
こ
と
が
惜

し
ま
れ
て
い
る
が
、
承
久
の
変
に
よ
る
悲
劇
的
末
路
の
予
兆
と
見
な
し
て
も
大
過
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
承
久
の
変
の
顛
末
を
踏
ま
え
た
上
で
書
か
れ
た
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
神
聖
な
先
例
に
従
え
な
か
っ
た
た
め
に
前
例
の
な
い
悲
運
に
見
舞
わ
れ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
増
鏡
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
種
の
因
果
関
係
は
随
所
に
指

摘
で
き
る
。

　
後
の
引
用
は
、
四
条
帝
践
酢
に
対
す
る
老
尼
の
評
言
で
あ
る
が
、
前
掲
の
例
と
反

対
に
過
去
の
凶
例
を
踏
襲
し
た
た
め
に
、
帝
に
不
幸
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
暗
示

さ
れ
る
。
こ
の
少
し
前
に
は
「
さ
き
の
承
久
の
廃
帝
の
、
生
さ
せ
給
と
ひ
と
し
く
坊

に
ゐ
給
へ
り
し
は
、
い
と
不
用
な
り
し
を
」
と
い
う
四
条
帝
の
生
後
ま
も
な
く
の
立

坊
に
対
す
る
世
評
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
（
二
八
六
頁
）
。
「
さ
き
の
承
久
の
廃
帝
」
と

は
後
に
仲
恭
と
呼
ば
れ
る
、
幕
府
に
廃
さ
れ
た
幼
帝
で
あ
る
。
後
年
の
四
条
帝
夫
折

の
事
実
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
の
記
述
に
違
い
な
い
。
先
例
は
こ
う
し
て
『
増
鏡
』

の
各
記
事
を
関
係
づ
け
る
の
で
あ
る
。
一
貫
し
た
構
想
を
も
つ
歴
史
物
語
と
単
な
る

記
録
と
の
差
異
は
こ
こ
に
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
因
果
関
係
が
常
に
適
用
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
。
次
に
予
言
が
み
ご
と
に
裏
切
ら
れ
る
場
合
を
、

仲
恭
帝
践
昨
に
よ
っ
て
検
証
す
る
。

　
　
四
月
廿
日
、
御
門
（
順
徳
）
降
り
さ
せ
給
。
春
宮
（
仲
恭
）
四
に
な
ら
せ
給
に

　
　
譲
り
申
さ
せ
給
。
近
頃
、
み
な
こ
の
御
齢
に
て
受
禅
あ
り
つ
れ
ば
、
こ
れ
も
め

　
　
で
た
き
御
行
末
な
ら
ん
か
し
。
　
　
　
　
　
　
（
第
二
「
新
島
守
」
二
七
一
頁
一

　
「
近
頃
」
の
先
例
は
後
鳥
羽
院
と
土
御
門
院
の
四
歳
践
酢
を
示
す
が
、
わ
ず
か
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
9
）

十
余
目
後
に
「
め
で
た
き
行
末
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
前
途
洋

洋
と
し
て
い
た
は
ず
の
仲
恭
帝
の
悲
運
は
鮮
烈
に
な
る
。
後
鳥
羽
院
ら
の
先
例
も
実

は
不
吉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
四
条
帝
の
場
合
に
比
べ
て
明
暗
の
落
差
を
際
立
た
せ
よ
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『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在

（
福
田
）

う
と
い
う
意
図
が
よ
り
強
く
投
影
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
明
」
は
そ
の
立

坊
の
際
に
「
い
ま
一
し
ほ
、
世
の
中
め
で
た
く
、
定
ま
り
は
て
ぬ
る
さ
ま
な
め
り
」

一
第
一
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
二
五
九
頁
一
と
将
来
が
約
束
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
印
象

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
予
測
も
完
全
に
裏
切
ら
れ
る
。

『
増
鏡
』
に
お
け
る
承
久
の
変
の
重
要
性
が
看
取
で
き
る
と
と
も
に
、
四
歳
践
詐
が

こ
こ
に
凶
例
に
転
じ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ほ
ど
明
確
な
前
例
が
あ
り
な
が
ら
、
二
十
五
年
後
に
は
、
後
深

草
帝
一
久
仁
親
王
）
の
四
歳
践
昨
が
祝
福
さ
れ
る
。

　
　
正
月
廿
八
目
、
（
後
嵯
峨
帝
は
）
春
宮
一
後
深
草
）
に
御
位
譲
り
申
さ
せ
給
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

　
　
こ
の
御
門
も
又
四
に
ぞ
な
ら
せ
給
。
め
で
た
き
御
例
ど
も
な
れ
ば
、
行
末
を
し

　
　
は
か
ら
れ
給
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
第
五
「
内
野
の
雪
」
三
〇
二
頁
）

　
四
歳
の
践
柞
は
明
ら
か
に
吉
例
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
め
で
た
き
御
例
ど

も
」
は
後
鳥
羽
・
土
御
門
・
四
条
の
三
帝
の
践
詐
の
事
実
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。

本
来
な
ら
不
吉
な
は
ず
の
先
例
が
将
来
の
「
め
で
た
さ
」
を
予
測
さ
せ
る
方
向
に
機

能
す
る
の
で
あ
る
。
「
新
島
守
」
の
四
条
帝
受
禅
の
記
述
が
そ
の
ま
ま
転
用
さ
れ
た

結
果
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
三
帝
の
末
路
が
詳
述
さ
れ
た
後
の
記
事
と

し
て
は
不
注
意
の
誇
り
は
免
れ
ま
い
。
前
後
を
そ
れ
ほ
ど
勘
案
し
な
い
で
、
ま
と
ま

っ
た
原
資
料
を
忠
実
に
転
載
し
た
結
果
だ
と
し
た
ら
、
編
作
の
杜
撰
さ
を
露
呈
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
意
図
的
な
作
為
と
い
う
こ
一
と
も
考
え
ら
れ
る
。

す
べ
て
を
熟
知
し
て
い
な
が
ら
、
凶
例
を
吉
例
に
擬
装
し
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
そ
う
す
る
と
前
述
の
持
明
院
統
美
化
の
基
調
に
合
致
す
る
。
偶
発
的
に
生

じ
た
破
綻
と
し
て
も
、
そ
の
根
底
に
持
明
院
統
を
支
持
す
る
精
神
が
あ
っ
て
の
こ
と

か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
准
測
す
る
の
は
、
実
は
『
増
鏡
』
の
作
為
的
な
先
例
克
服
に
は
同
様

の
傾
向
が
抽
出
で
き
る
か
ら
で
も
あ
る
。
次
に
伏
見
院
（
煕
仁
親
王
一
立
坊
の
記
事

を
引
い
て
、
そ
れ
を
例
証
す
る
。

　
　
一
煕
仁
親
王
は
）
御
門
（
後
宇
多
）
よ
り
は
、
い
ま
二
ぱ
か
り
の
御
兄
な
り
。

　
　
ま
う
け
の
君
、
御
年
ま
さ
れ
る
た
め
し
、
遠
き
昔
は
さ
て
を
き
ぬ
、
近
比
は
三

　
　
条
院
・
小
一
条
院
・
高
倉
院
な
ど
や
お
は
し
ま
し
け
ん
。
高
倉
の
御
末
こ
そ
、

　
　
今
も
か
く
栄
へ
さ
せ
を
は
し
ま
せ
ば
、
か
し
こ
き
た
め
し
な
め
り
。
い
に
し
へ

　
　
の
天
智
天
皇
と
天
武
天
皇
と
は
、
お
な
じ
御
腹
の
御
は
ら
か
ら
な
り
。
そ
の
御

　
　
末
、
し
ば
し
は
、
う
ち
か
は
り
く
世
を
し
ろ
し
め
し
∫
た
め
し
な
ど
を
も
、

　
　
思
ひ
や
出
け
む
。
御
二
流
れ
に
て
、
位
に
も
お
は
し
ま
さ
な
む
と
思
ひ
申
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
九
「
草
枕
」
三
四
九
・
三
五
〇
頁
）

　
東
宮
が
帝
よ
り
年
長
で
あ
る
先
例
と
、
帝
と
東
宮
が
二
系
統
か
ら
出
た
史
実
に
よ

っ
て
、
持
明
院
統
と
伏
見
帝
の
皇
位
継
承
を
正
当
視
し
、
予
祝
す
る
意
図
が
察
知
で

き
る
。
こ
の
直
前
に
は
、
こ
の
立
坊
を
決
め
た
執
権
北
条
時
宗
の
賛
美
と
「
こ
れ
ぞ

あ
る
べ
き
こ
と
と
、
あ
い
な
う
世
人
も
思
ひ
い
ふ
べ
し
」
と
い
う
、
立
坊
を
支
持
す

る
世
評
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
引
用
し
た
箇
所
か
ら
与
え
ら
れ
る

印
象
と
歴
史
事
実
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
ま
ず
、
六
条
帝
の
三
歳
年
長
の
東

宮
だ
っ
た
高
倉
院
の
末
流
は
た
し
か
に
以
後
の
皇
位
を
独
占
し
て
栄
え
て
い
る
が
、

三
条
院
と
小
一
条
院
の
場
合
は
む
し
ろ
不
吉
な
前
例
と
な
る
。
皇
位
を
追
わ
れ
そ
う

に
な
っ
た
三
条
院
は
譲
位
と
引
き
替
え
に
第
一
皇
子
の
立
坊
に
成
功
し
た
が
、
院
の

没
後
、
今
度
は
東
宮
が
そ
の
地
位
の
放
棄
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
以
上
の

凶
例
は
な
い
。
そ
の
退
位
し
た
悲
運
の
東
宮
が
、
敦
明
親
王
す
な
わ
ち
小
一
条
院
な

の
で
あ
る
。
こ
の
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
に
も
載
る
薯
名
な
史
実
を
あ
え
て
無

視
し
て
煕
仁
立
坊
を
賛
美
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
持
明
院
統
を
支
援
す
る
姿
勢
が
顕
著

に
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
天
智
・
天
武
両
帝
の
子
孫
が
交
代
で
皇
位
に
就
い
た
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と
い
う
の
も
正
確
で
は
な
い
。
む
し
ろ
光
仁
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
天
武
系
か
ら
天

智
系
に
皇
位
継
承
権
が
大
移
動
し
た
事
実
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ

こ
に
も
忠
実
の
操
作
が
想
定
で
き
る
。

　
『
増
鏡
』
の
先
例
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
に
応
じ
て
自
在
に
解
釈
さ
れ
、
潤
色
さ
れ
、

ま
た
、
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
は
未
来
を
規
定
で
き
な
い
は

ず
の
先
例
を
、
そ
の
後
の
事
実
に
符
合
す
る
よ
う
に
改
変
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

こ
こ
に
『
増
鏡
』
構
想
の
基
調
、
歴
史
叙
述
の
基
本
姿
勢
が
露
呈
し
て
く
る
。

　
た
だ
し
、
そ
の
基
調
は
、
持
明
院
統
の
理
想
化
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
天
智
系

と
天
武
系
の
交
立
を
強
調
し
て
、
天
智
系
の
終
局
的
勝
利
を
隠
蔽
し
た
点
に
そ
れ
は

具
現
す
る
。
持
明
院
統
の
正
統
性
を
主
張
す
る
に
は
、
当
然
、
兄
の
天
智
帝
の
末
流

を
正
統
と
認
知
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
節
か
ら
は
持
明
院
統
は

支
持
さ
れ
る
が
、
同
時
に
両
統
並
存
の
現
実
も
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
。

同
様
の
例
は
他
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
伏
見
帝
践
詐
に
よ
っ
て
、
後
深
草
・
亀
山

両
院
に
後
宇
多
院
が
上
皇
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
太
上
天
皇
三
人
世
に
お
は

し
ま
す
比
な
り
。
め
づ
ら
し
く
侍
る
に
や
。
」
（
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
三
八
O
頁
）

と
淡
々
と
記
さ
れ
る
が
、
三
上
皇
鼎
立
の
前
例
は
次
の
よ
う
に
す
で
に
注
目
さ
れ
て

い
た
。

　
　
か
＼
れ
ぱ
、
ふ
り
に
し
事
を
思
ふ
に
も
、
猶
さ
り
と
も
、
い
か
で
か
三
皇
今
上

　
　
あ
ま
た
お
は
し
ま
す
宮
こ
の
、
い
た
づ
ら
に
亡
ぶ
る
や
う
は
あ
ら
ん
と
、
頼
も

　
　
し
く
こ
そ
覚
え
し
に
、
か
く
い
と
あ
や
な
き
わ
ざ
の
出
で
来
ぬ
る
は
、
こ
の
世

　
　
ひ
と
つ
の
事
に
も
あ
ら
ざ
め
ど
も
、
迷
ひ
の
お
ろ
か
な
る
前
に
は
、
な
を
い
と

　
　
あ
や
し
か
り
し
。
　
　
　
　
　
　
（
第
二
「
新
島
守
」
二
七
七
・
二
七
八
頁
）

　
承
久
の
変
の
総
括
の
中
の
一
文
で
あ
る
。
こ
の
凶
例
を
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

元
弘
の
動
乱
の
予
兆
に
も
な
り
得
た
三
院
鼎
立
を
「
め
づ
ら
し
く
侍
る
に
や
」
と
い

『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在

（
福
田
）

う
の
は
簡
潔
す
ぎ
る
。
先
例
を
騰
化
し
て
両
統
か
ら
の
上
皇
の
共
存
、
両
統
迭
立
の

現
状
を
容
認
す
る
言
質
と
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
増
鏡
』
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
一

二
者
の
対
等
対
立
を
肯
定
す
る
思
想
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
先
例
操
作
の
二
例
は
、
こ
こ
ま
で
に
頻
繁
に
取
り
上
げ
た
巻
五

か
ら
巻
十
一
冒
頭
の
先
例
超
越
の
多
出
す
る
箇
所
、
後
嵯
峨
院
・
西
園
寺
実
氏
・
同

実
兼
を
中
心
と
す
る
時
代
に
含
ま
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
部
分
に
も
目
を
向
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
後
鳥
羽
院
が
先
例
超
越
の
形
で
は
賛
美
さ
れ
ず
、
承
久
の
政
変
で
失
墜
す
る
こ
と

は
先
例
に
よ
っ
て
予
知
で
き
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
、
『
増
鏡
』

終
盤
の
中
心
人
物
後
醍
醐
帝
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
帝
は
第
十
一
「
さ

し
ぐ
し
」
の
鐸
子
入
内
後
に
登
場
す
る
。

　
後
醍
醐
帝
の
境
遇
が
後
鳥
羽
院
に
酷
似
し
、
承
久
と
元
弘
の
政
変
の
状
況
の
照
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
1
）

が
『
増
鏡
』
著
作
の
契
機
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
の
差
異
が

究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
醍
醐
帝
が
後
鳥
羽
院
に
で
き
な
か
っ
た
隠
岐
脱

出
や
北
条
氏
倒
減
に
成
功
し
た
事
実
が
あ
る
か
ぎ
り
は
、
両
者
を
同
一
に
造
型
す
る

わ
げ
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
相
違
を
、
後
醍
醐
帝
が
後
鳥
羽
院
の
先
例
を

超
克
し
た
結
果
と
捉
え
る
の
が
『
増
鏡
』
の
立
場
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
後
嵯

峨
院
に
特
徴
的
な
先
例
を
超
え
る
極
端
な
賛
辞
は
後
醍
醐
帝
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な

い
。
こ
の
点
で
は
後
鳥
羽
院
と
異
な
ら
な
い
が
、
後
醍
醐
に
は
、
過
去
の
凶
例
を
克

服
し
て
吉
例
に
転
ず
る
よ
う
な
特
殊
性
が
見
い
だ
せ
る
。

　
隠
岐
へ
の
道
中
、
後
醍
醐
帝
は
各
所
で
後
鳥
羽
院
の
先
例
を
踏
襲
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
帰
京
の
叶
わ
な
か
っ
た
後
鳥
羽
院
の
運
命
を
追
体
験
す
る
か
の
よ
う
で

sokyu
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『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在

（
福
田
）

あ
る
。

　
　
ふ
り
に
し
事
を
思
し
出
づ
る
に
も
、
た
ち
返
ま
た
世
を
や
す
く
思
さ
ん
事
の
い

　
　
と
か
た
げ
れ
ば
、
よ
ろ
づ
今
を
と
ち
め
に
こ
そ
と
、
思
し
め
ぐ
ら
す
に
、
人
や

　
　
り
な
ら
ず
、
口
惜
し
き
契
り
加
は
り
け
る
前
の
世
の
み
ぞ
、
つ
き
せ
ず
う
ら
め

　
　
し
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
六
「
久
米
の
さ
ら
山
」
四
五
八
頁
）

　
　
　
三
日
月
の
中
山
に
て
、
む
か
し
後
鳥
羽
院
の
仰
ら
れ
け
ん
事
思
し
出
づ
る
さ

　
　
へ
、
げ
に
憂
か
り
け
る
た
め
し
な
り
。

　
　
　
　
伝
へ
聞
く
昔
が
た
り
ぞ
う
か
り
げ
る
そ
の
名
ふ
り
ぬ
る
三
目
月
の
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
同
四
六
四
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
、
後
鳥
羽
院
配
流
の
「
ふ
り
に
し
事
」
を
想
起
し
、
同
じ
行
路
を
辿

っ
た
院
の
故
事
を
反
揚
し
て
、
先
帝
後
醍
醐
は
自
己
の
運
命
を
承
久
の
昔
に
重
ね
合

わ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
隠
岐
に
着
い
て
か
ら
も
、

　
　
御
身
の
上
は
さ
し
を
か
れ
て
、
ま
づ
か
の
い
に
し
へ
の
事
思
し
出
づ
。
か
＼
る

　
　
所
に
世
を
つ
く
し
給
け
ん
御
心
の
う
ち
、
い
か
ば
か
り
な
り
け
ん
と
、
あ
は
れ

　
　
に
か
た
じ
け
な
く
思
さ
る
＼
に
も
、
今
は
た
、
さ
ら
に
か
く
さ
す
ら
へ
ぬ
る
も
、

　
　
何
に
よ
り
思
ひ
立
ち
し
事
ぞ
、
か
の
御
心
の
末
や
果
た
し
遂
ぐ
る
と
思
ひ
し
ゆ

　
　
へ
也
。
苔
の
下
に
も
あ
は
れ
と
思
さ
る
ら
ん
か
し
と
、
か
き
集
め
つ
き
せ
ず
な

　
　
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
六
「
久
米
の
さ
ら
山
」
四
六
五
頁
）

と
後
鳥
羽
院
の
無
念
に
思
い
を
は
せ
、
自
身
の
倒
幕
計
画
は
院
の
遺
志
を
受
け
継
ぐ

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
。
元
弘
の
政
権
奪
還
も
後
鳥
羽
院
の
宿
願
が
果
た

さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
一
第
十
七
「
月
草
の
花
」
四
八
六
頁
）
。
後
鳥
羽
院
に

類
似
さ
せ
る
た
め
に
後
醍
醐
帝
関
係
の
勅
撰
集
記
事
が
操
作
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ

一
2
2
）

る
。
　
『
増
鏡
』
構
想
の
要
諦
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
徹
底
的
に
後
鳥
羽
院
に
同
一
化
さ
れ
た
後
醍
醐
帝
を
再
起
さ
せ
る
た
め

に
は
、
両
者
の
類
似
し
た
体
験
の
中
に
、
後
々
の
運
命
を
左
右
す
る
に
値
す
る
明
確

な
相
違
点
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
両
老
の
差
異
は
様
々

な
観
点
か
ら
数
多
く
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
先
例
と
し
て
の
後
鳥
羽
院
を
克
服

し
て
、
後
醍
醐
帝
の
将
来
を
切
り
開
く
よ
う
な
相
違
点
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
相
違
点
と
し
て
、
『
増
鏡
』
の
構
想
に
関
連
し
て
さ
し
あ
た
っ
て
次
の
三
点

が
想
定
で
き
る
。
ま
ず
第
一
に
、
後
鳥
羽
院
の
場
合
は
そ
の
境
涯
の
禍
福
か
院
個
人

の
責
任
に
帰
せ
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
の
に
対
し
て
、
後
醍
醐
帝
は
近
臣
を
初
め
と
す

る
他
人
の
活
動
に
運
命
を
左
右
さ
れ
る
場
合
が
目
立
つ
と
い
う
対
照
が
注
目
さ
れ

る
。
後
鳥
羽
院
の
承
久
の
敗
因
に
目
吉
杜
の
神
輿
の
侵
入
を
阻
止
し
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
阻
止
は
院
の
命
じ
た
こ
と
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
『
責

め
一
人
に
』
と
い
ふ
ら
ん
事
に
や
」
と
嘆
息
さ
れ
る
（
第
二
「
新
島
守
」
二
七
四
頁
）
。

全
責
任
が
天
子
個
人
に
帰
着
す
る
と
い
う
口
吻
で
あ
る
。
一
方
、
「
な
ま
腹
ぎ
た
な

き
」
近
臣
が
後
醍
醐
帝
と
は
無
関
係
に
帝
の
親
政
開
始
を
祈
っ
た
こ
と
が
見
え
、
帝

と
は
別
の
道
理
で
政
治
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
臣
下
の
存
在
が
知
ら
れ
る
（
第
十
三
「
秋

の
み
山
」
四
二
〇
頁
）
。
こ
れ
は
後
嵯
峨
院
な
ど
に
も
あ
る
程
度
共
通
す
る
が
、
後

鳥
羽
院
と
は
隔
絶
す
る
特
性
で
あ
る
。
ま
た
、
配
流
の
途
次
の
国
々
で
帝
に
心
を
寄

せ
る
人
々
が
絶
え
な
い
の
を
「
い
に
し
へ
の
御
幸
ど
も
に
は
、
か
う
は
あ
ら
ざ
り
け

り
」
（
第
十
六
「
久
米
の
さ
ら
山
」
四
六
四
頁
）
と
、
「
い
に
し
へ
」
の
後
鳥
羽
院
と

の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
。
他
人
が
帝
の
再
起
を
助
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
絶

望
の
淵
に
あ
る
と
き
に
敵
将
佐
々
木
道
誉
の
帝
へ
の
敬
心
ま
で
が
記
さ
れ
、
後
の
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
3
一

起
の
伏
線
に
な
る
場
合
さ
え
あ
る
。

　
第
二
に
、
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
の
目
的
達
成
へ
の
意
欲
の
差
が
指
摘
で
き
る
。

後
鳥
羽
院
が
配
流
後
ひ
た
す
ら
失
意
の
日
々
を
送
っ
た
の
に
比
べ
て
、
後
醍
醐
帝
は

倒
幕
の
意
欲
を
失
わ
な
い
と
い
う
点
が
あ
る
。
隠
岐
へ
の
道
中
に
「
た
い
ら
か
に
だ
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に
あ
ら
ば
、
を
の
づ
か
ら
御
本
意
と
ぐ
る
や
う
も
あ
り
な
ん
」
（
第
十
六
「
久
米
の

さ
ら
山
」
四
六
四
頁
）
と
目
的
達
成
を
夢
見
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
寵
臣
具
行
の

辞
世
の
歌
「
消
え
か
∫
る
露
の
命
の
は
て
は
見
つ
さ
て
も
あ
づ
ま
の
末
ぞ
ゆ
か
し
き
」

に
ま
で
倒
幕
を
「
思
ふ
心
」
が
表
明
さ
れ
て
い
る
（
同
四
七
二
頁
）
。
こ
こ
に
後
醍

醐
帝
固
有
の
近
臣
の
助
力
と
目
的
遂
行
の
意
志
の
力
が
端
的
に
現
れ
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
二
点
は
こ
こ
で
追
及
す
る
対
象
と
し
て
は
過
大
な
面
が
あ
る
の

で
、
別
稿
に
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
残
る
第
三
の
特
殊
性
は
、
少
な
く
と
も
現
存
の
『
増
鏡
』
最
末
部
ま
で
は

後
醍
醐
帝
の
皇
統
が
存
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
大
覚
寺
統
派
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

場
で
『
増
鏡
』
が
著
作
さ
れ
た
と
い
う
旧
来
の
見
方
と
は
観
点
が
異
な
る
。
持
明
院

統
や
幕
府
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ま
た
、
帝
も
後
鳥
羽
院
の
末
流
で
あ

っ
て
院
の
皇
統
も
同
時
に
持
続
し
て
い
る
と
い
う
の
と
も
趣
を
異
に
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
前
述
の
両
統
並
立
構
想
に
従
っ
て
後
醍
醐
系
は
肯
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
て
、
二
種
の
先
例
克
服
が
結
び
付
く
。
こ
れ
を
本
稿
で
論
及
し
て
き
た
先
例
超

越
に
関
連
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
一
、
『
増
鏡
』
で
は
先
例
を
適
度
に
操
作
し
な
が
ら
、
両
統
の
並
存
を
あ
る
べ
き

　
　
状
態
と
し
て
承
認
し
て
い
る
。

　
二
、
持
明
院
統
は
理
想
的
先
例
を
超
越
す
る
こ
と
で
、
後
醍
醐
帝
は
後
鳥
羽
院
の

　
　
先
例
を
克
服
す
る
こ
と
で
『
増
鏡
』
世
界
の
正
統
に
な
り
得
る
。

　
三
、
持
明
院
統
を
支
え
る
先
例
が
主
に
作
品
の
対
象
期
間
の
前
の
も
の
で
あ
る
の

　
　
に
対
し
て
、
後
醍
醐
帝
が
克
服
す
べ
き
先
例
は
作
品
の
中
に
あ
る
。

　
『
増
鏡
』
に
見
ら
れ
る
先
例
は
極
め
て
多
数
か
つ
多
様
で
あ
る
が
、
先
例
が
規
制

す
る
枠
の
外
に
出
る
事
態
は
少
な
い
。
し
か
し
、
過
去
が
ひ
た
す
ら
憧
憶
さ
れ
る
傾

『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在

（
福
田
）

向
の
作
品
に
あ
っ
て
過
去
を
超
え
る
現
実
が
少
し
で
も
あ
る
こ
と
の
意
義
は
軽
視
で

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
検
証
す
る
と
、
先
例
の
取
り
上
げ
方
に
か
な
り
作
為

的
な
面
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
の
作
為
の
目
的
の
ひ
と
つ
に
両
統
並
存
を
容
認
す
る
こ

と
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
到
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、

『
増
鏡
』
が
後
鳥
羽
・
後
嵯
峨
・
後
醍
醐
を
そ
れ
ぞ
れ
中
心
に
す
る
三
都
か
ら
成
る

と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
三
部
構
成
説
を
支
持
す
る
方
向
の
徴
証
も
散
見
し
た
よ
う
に
思

　
　
一
2
5
）

わ
れ
る
。
ま
た
、
西
園
寺
家
を
別
に
す
れ
ば
、
先
例
を
超
え
る
事
柄
の
ほ
と
ん
ど
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

皇
位
に
関
わ
り
、
『
増
鏡
』
の
機
軸
に
皇
位
継
承
史
的
構
想
が
存
在
す
る
こ
と
も
裏

付
け
る
。

　
な
お
、
従
来
増
補
本
と
見
な
さ
れ
て
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
流
布
本
（
二

十
巻
本
・
十
九
巻
本
）
系
の
本
文
が
、
実
は
『
増
鏡
』
の
原
態
に
近
い
と
い
う
見
解

　
　
（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
一

が
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
疑
問
も
提
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
是
非
は
決
し
難
い
現
状

　
（
2
9
）

に
あ
る
が
、
こ
の
本
文
も
古
本
（
十
七
巻
本
）
系
と
と
も
に
検
証
の
対
象
に
含
ま
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
流
布
本
が
混
態
本
で
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
言
わ
れ

　
　
　
　
　
　
一
3
0
）

る
こ
と
も
あ
っ
て
、
『
増
鏡
』
全
編
の
脈
絡
を
重
視
し
た
本
稿
で
は
あ
え
て
そ
の
本

文
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。
十
九
巻
本
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
検
討
を
加
え
た
い
。

註
（
1
）

（
2
）

　
保
元
元
年
七
月
二
目
、
鳥
羽
院
ウ
セ
サ
セ
給
テ
後
、
日
本
国
ノ
乱
逆
卜
云
コ
ト
ハ

　
ヲ
コ
リ
テ
ノ
チ
ム
サ
（
武
者
）
ノ
世
ニ
ナ
リ
ニ
ケ
ル
ナ
リ
。
（
『
愚
管
抄
』
巻
第
四
。

　
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
校
注
『
愚
管
抄
』
目
本
古
典
文
学
大
系
8
6
、
昭
和
四
十
二

　
年
、
岩
波
書
店
刊
、
二
〇
六
頁
）

岡
一
男
「
増
鏡
に
つ
い
て
の
私
説
」
（
『
月
刊
日
本
文
学
』
昭
和
六
年
九
月
。
同
著
『
古
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（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）87

　
　
　
　
　
『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在
一
福
田
）

典
の
再
評
価
　
　
文
芸
科
学
の
樹
立
　
　
』
へ
昭
和
四
十
三
年
、
有
精
堂
刊
〉
に
再

録
一
、
同
「
解
説
」
一
同
著
『
増
鏡
』
目
本
古
典
全
書
、
昭
和
二
十
三
年
、
朝
日
新
聞
杜

刊
一
、
山
岸
徳
平
・
鈴
木
一
雄
「
総
説
」
一
同
編
『
大
鏡
・
増
鏡
』
鑑
賞
日
本
古
典
文
学

第
十
四
巻
、
昭
和
五
十
一
年
、
角
川
書
店
刊
一
な
ど
。

　
山
下
宏
明
「
『
増
鏡
』
の
世
界
」
一
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
論
集
一
文
学
一
』
第
二
十
三

号
、
昭
和
五
十
一
年
三
月
一
、
西
沢
正
二
著
『
「
増
鏡
」
研
究
序
説
』
一
昭
和
五
十
七
年
、

桜
楓
杜
刊
）
な
ど
参
照
。

　
小
峯
和
明
「
増
鏡
」
一
大
曾
根
章
介
他
編
『
歴
史
・
歴
史
物
語
・
軍
記
』
研
究
資
料

日
本
古
典
文
学
第
二
巻
、
昭
和
五
十
八
年
、
明
治
書
院
刊
一
参
照
。

　
和
田
英
松
「
増
鏡
の
研
究
」
一
『
日
本
文
学
講
座
　
第
三
巻
』
昭
和
九
年
二
月
、
改
造

杜
刊
。
同
著
『
重
修
増
鏡
詳
解
附
録
』
〈
昭
和
十
年
、
明
治
書
院
刊
V
・
同
著
『
国
史

説
苑
』
〈
昭
和
十
四
年
、
明
治
書
院
刊
〉
に
再
録
。
一
、
金
子
大
麓
「
増
鏡
に
お
け
る
王

朝
的
な
る
も
の
　
　
そ
の
昂
揚
と
頽
廃
　
　
」
（
『
岡
一
男
博
士
頼
寿
記
念
論
集
　
平

安
朝
文
学
研
究
－
作
家
と
作
品
1
』
昭
和
四
十
六
年
、
有
精
堂
刊
一
な
ど
参
照
。

　
『
増
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
時
枝
誠
記
・
木
藤
才
蔵
校
注
「
増
鏡
」
（
『
神
皇
正
統
記

・
増
鏡
』
目
本
古
典
文
学
大
系
8
7
、
昭
和
四
十
年
、
岩
波
書
店
刊
一
に
よ
り
、
（
）

内
に
補
足
説
明
を
適
宜
補
っ
た
（
以
下
同
じ
）
。

　
井
上
宗
雄
「
『
増
鏡
』
と
和
歌
」
（
山
岸
徳
平
他
編
前
掲
書
く
2
v
一
参
照
。

　
石
田
吉
貞
「
増
鏡
作
者
論
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
十
巻
第
九
号
、
昭
和
二
十
八

年
九
月
）
、
宮
内
三
二
郎
「
『
増
鏡
』
の
成
立
年
代
」
（
『
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
研
究
紀

要
』
第
二
十
五
巻
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
。
宮
内
氏
の
論
文
は
す
べ
て
同
著
『
と
は
ず

が
た
り
・
徒
然
草
・
増
鏡
新
見
』
〈
昭
和
五
十
二
年
、
明
治
書
院
刊
V
に
再
録
さ
れ
て

い
る
。
一
、
同
「
増
鏡
の
成
立
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
十
一
巻
第
九
号
、
昭
和
四
十

九
年
九
月
）
、
西
沢
正
二
前
掲
書
一
3
）
三
五
∫
四
一
頁
な
ど
参
照
。

（
9
）

一
1
0
）

一
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

17 16 15

　
木
藤
才
蔵
氏
「
史
論
と
歴
史
物
語
」
（
『
講
座
日
本
文
学
　
6
　
中
世
篇
皿
』
昭
和
四

十
四
年
、
三
省
堂
刊
。
同
著
『
中
世
文
学
試
論
』
〈
昭
和
五
十
九
年
、
明
治
書
院
刊
㌧

に
再
録
一
に
は
、
『
増
鏡
』
作
者
が
「
こ
の
縮
小
さ
れ
た
宮
廷
生
活
を
、
平
安
朝
盛
時

の
そ
れ
よ
り
も
花
や
か
に
描
い
た
」
理
由
と
し
て
、
古
代
が
終
焉
を
告
げ
る
時
期
一
『
増

鏡
』
成
立
時
期
一
に
「
古
代
的
な
も
の
」
が
最
も
顕
著
に
現
れ
る
と
い
う
一
般
性
を
あ

げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
と
は
違
っ
た
観
点
か
ら
考
究
す
る
。

　
木
藤
才
蔵
「
増
蔵
に
お
け
る
後
鳥
羽
院
」
一
『
和
歌
文
学
の
世
界
　
第
三
集
』
昭
和
五

十
年
、
笠
間
書
院
刊
。
同
著
前
掲
書
く
9
v
に
再
録
一
参
照
。

　
西
沢
正
二
「
『
増
鏡
』
に
関
す
る
一
試
論
　
　
後
醍
醐
帝
の
物
語
を
め
く
っ
て
－

－
」
一
『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
三
号
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
一
、
同
著
前
掲
書
一
3
一
三

四
三
頁
、
山
下
宏
明
前
掲
論
文
な
ど
参
照
。

　
宮
内
三
二
郎
「
兼
好
法
師
と
増
鏡
　
　
増
鏡
の
作
者
は
兼
好
で
は
あ
る
ま
い
か
－

1
」
一
私
家
版
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
）
、
同
「
増
鏡
と
西
園
寺
家
　
　
増
鏡
は
西
園

寺
家
々
門
史
で
も
あ
る
　
　
」
一
『
国
語
国
文
薩
摩
路
』
第
十
六
号
、
昭
和
四
十
七
年

一
月
一
、
加
納
重
文
「
『
増
鏡
』
の
思
想
」
（
『
古
代
文
化
』
第
二
十
八
巻
第
六
・
七
号
、

昭
和
五
十
一
年
六
・
七
月
一
な
ど
参
照
。

　
伊
藤
敬
「
増
鏡
の
思
想
一
完
）
」
一
『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
第
三
十
四
号
、
昭

和
五
十
九
年
十
二
月
）
参
照
。

　
加
納
重
文
前
掲
論
文
一
1
2
一
、
深
津
睦
夫
「
『
増
鏡
』
の
勅
撰
和
歌
集
記
事
を
め
ぐ
っ

て
」
（
『
皇
学
館
論
叢
』
第
十
五
巻
第
四
号
、
昭
和
五
十
七
年
八
月
一
な
ど
。

　
木
藤
才
蔵
「
増
鏡
の
編
集
資
料
」
一
同
著
前
掲
書
く
9
v
）
参
照
。

　
（
8
）
に
同
じ
。

　
伊
藤
敬
氏
「
『
増
鏡
』
1
仮
名
物
語
の
伝
統
」
一
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
十
四

巻
第
三
号
、
平
成
元
年
三
月
一
に
、
『
増
鏡
』
が
現
在
時
制
を
と
る
点
に
つ
い
て
「
不



43

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

減
に
対
す
る
時
時
刻
刻
の
生
減
流
転
の
相
は
、
編
年
・
目
記
的
実
録
の
体
裁
が
効
果
的

な
の
で
声
っ
た
。
年
年
ご
と
に
叙
し
去
っ
て
昨
日
今
目
に
至
る
、
そ
の
た
め
一
貫
性
や

主
題
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
が
、
生
減
の
理
は
か
え
っ
て
確
か
と
な
っ
た
。
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
そ
の
繰
り
返
し
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
の
世
界
　
　
　
「
皇
位
継
承
」
の
意
義
を
め
く
っ
て
　
　
」
（
『
日
本

文
芸
論
叢
』
第
二
号
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
）
。
こ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
『
増
鏡
』
も
、
主
と
し
て
、
時
を
得
た
顕
栄
の
世
界
を
対
象
と
す
る
が
、
常
に
そ

　
　
の
裏
に
失
意
に
沈
む
人
々
の
悲
嘆
が
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の

　
　
で
あ
る
。
（
中
略
）

　
　
　
こ
れ
は
『
栄
花
物
語
』
以
来
の
明
暗
対
比
の
方
法
を
受
け
継
く
も
の
で
あ
ろ
う

　
　
が
、
『
増
鏡
』
の
場
合
は
、
単
な
る
対
比
に
終
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
す
な
わ
ち
、
失
意
に
沈
む
人
々
が
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
顕
栄
の
世
界
に
浮
上

　
　
も
し
く
は
再
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
栄
光
を
掌
中
に
し
て
い
た
皇
統
に
や

　
　
が
て
失
意
の
目
々
が
訪
れ
る
場
合
が
多
い
。
明
と
暗
と
は
反
転
を
繰
り
返
す
。
一

　
　
時
の
失
意
が
、
将
来
の
繁
栄
を
約
束
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
ま
こ
と
や
七
月
九
目
、
御
門
（
仲
恭
）
を
も
お
ろ
し
た
て
ま
つ
り
き
。
こ
の
卯
月

　
　
か
と
よ
、
御
譲
位
と
て
め
で
た
か
り
し
に
、
夢
の
や
う
な
り
。
七
十
余
目
に
て
降

　
　
り
給
へ
る
た
め
し
も
、
こ
れ
や
初
め
な
る
ら
ん
。
も
ろ
こ
し
に
ぞ
、
四
十
九
日
と

　
　
か
や
位
に
お
は
す
る
例
あ
り
け
る
と
、
唐
の
書
読
み
し
人
の
い
ひ
し
心
ち
す
る
。

　
　
そ
れ
も
か
や
う
の
乱
れ
や
あ
り
げ
ん
。
一
第
二
「
新
島
守
」
二
七
六
頁
）

　
中
村
直
勝
「
鎌
倉
時
代
の
公
武
の
関
係
に
つ
い
て
　
　
増
鏡
研
究
の
方
法
と
其
実

例
　
　
」
（
『
歴
史
公
論
』
第
七
巻
第
十
一
号
、
昭
和
十
三
年
十
月
一
参
照
。

　
『
増
鏡
』
の
歴
史
叙
述
が
後
鳥
羽
院
に
始
ま
る
の
を
、
「
序
」
に
言
わ
れ
る
と
お
り
に
、

『
弥
世
継
』
の
後
を
受
け
て
歴
史
物
語
の
系
譜
を
持
続
さ
せ
る
た
め
と
み
る
こ
と
は
で

　
　
　
　
『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在
（
福
田
）

24 23 22
（
2
5
）

27 26
一
2
8
）

（
2
9
）

き
な
い
。
作
品
の
統
一
性
の
た
め
の
必
然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
南
波
敦
子
「
増
鏡

の
史
観
に
つ
い
て
　
　
　
と
く
に
鎌
倉
の
武
家
に
対
す
る
記
述
か
ら
　
　
」
一
『
史
海
』

第
十
三
号
、
昭
和
四
十
一
年
三
月
）
、
拙
稿
「
『
今
鏡
』
に
描
か
れ
る
藤
原
道
長
の
栄
華

　
　
残
映
と
し
て
の
『
大
鏡
』
　
　
」
（
『
島
大
国
文
』
第
十
八
号
、
平
成
元
年
十
一

月
）
参
照
。

　
深
津
睦
夫
前
掲
論
文
（
1
4
）
。

　
山
岸
徳
平
・
鈴
木
一
雄
編
前
掲
書
（
2
一
二
八
八
頁
参
照
。

　
尾
上
八
郎
「
解
題
」
（
『
校
註
日
本
文
学
大
系
』
第
十
二
巻
、
大
正
十
五
年
五
月
、
国

民
図
書
刊
）
、
中
村
直
勝
「
増
鏡
」
（
『
岩
波
講
座
目
本
文
学
』
第
十
三
回
配
本
、
昭
和

七
年
六
月
）
、
和
田
英
松
前
掲
論
文
（
5
）
な
ど
。

　
木
藤
才
蔵
「
解
説
」
（
前
掲
書
〈
6
〉
）
、
田
尻
幹
子
「
典
拠
か
ら
見
た
増
鏡
の
性
格
」

（
『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
第
二
十
号
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
）
、
宮
内
三
二
郎
「
兼

好
法
師
と
増
鏡
　
　
　
増
鏡
の
作
者
は
兼
好
で
は
あ
る
ま
い
か
　
　
」
一
前
掲
へ
1
2
〉
）
、

金
子
大
麓
前
掲
論
文
（
5
）
、
加
納
重
文
前
掲
論
文
（
1
2
）
、
西
沢
正
二
前
掲
書
（
3
一

一
〇
五
∫
一
一
〇
頁
な
ど
に
三
部
構
成
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
前
掲
拙
稿
（
1
8
）
参
照
。

　
宮
内
三
二
郎
「
増
鏡
の
原
形
態
　
　
　
二
十
巻
本
が
原
形
に
近
い
　
　
」
一
私
家
版
、

昭
和
四
十
六
年
十
月
）
、
高
橋
宏
幸
「
増
鏡
論
」
（
『
史
料
と
研
究
』
第
四
号
、
昭
和
五

十
年
六
月
一
、
伊
藤
敬
「
『
増
鏡
』
流
布
本
考
」
一
『
藤
女
子
大
学
・
藤
女
子
短
期
大
学
紀

要
』
第
二
十
号
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
）
、
同
「
続
『
増
鏡
』
流
布
本
考
」
一
『
藤
女
子

大
学
国
文
学
雑
誌
』
第
三
十
一
号
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
一
な
ど
。

　
吉
岡
幹
子
二
条
冬
良
と
『
増
鏡
』
」
一
『
後
藤
重
郎
教
授
停
年
退
官
記
念
国
語
国
文

学
論
集
』
昭
和
五
十
九
年
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
刊
）
、

　
鈴
木
登
美
恵
「
『
増
鏡
』
の
本
文
異
同
を
め
く
っ
て
　
　
後
崇
光
院
本
の
検
討
か
ら
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（
3
0
）

　
　
　
『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在
（
福
田
）

一
一
『
中
世
文
学
一
第
三
十
号
、
昭
和
六
十
年
吾
一
参
照
。

伊
藤
敬
前
掲
二
論
文
（
2
7
）
。


