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説
話
講
読
『
宇
治
拾
遺
物
語
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―
―
第
三
二
話
・
第
五
七
話
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一
三

避
す
べ
き
注
意
事
項
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
当
然
、
書
記
言
語
に
よ
っ
て

説
話
を
記
録
し
よ
う
と
す
る
、
説
話
集
編
者
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
の
点

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
編
者
な
ど
は
、
十
分
に
意
識
的
な
語
り
手
で
あ
っ
た
よ

う
だ
。
稿
者
は
ず
っ
と
以
前
に
、
第
一
六
話
「
尼
地
蔵
を
見
奉
る
事
」
を
取

り
上
げ
、
読
者
の
意
識
を
巧
み
に
ミ
ス
リ
ー
ド
し
つ
つ
、
末
尾
の
奇
瑞
（
＝

地
蔵
と
い
う
名
の
童
の
顔
が
裂
け
、
地
蔵
菩
薩
の
尊
顔
が
現
れ
る
）
を
つ
よ

く
印
象
づ
け
る
語
り
の
手
法
に
、注
意
を
喚
起
し
た
こ
と
が
あ
る（
１
）。
た
だ
、

こ
の
第
一
六
話
は
、
典
拠
未
詳
の
い
わ
ゆ
る
独
自
説
話
で
あ
る
た
め
、
ど
こ

ま
で
が
編
者
の
功
か
は
確
言
出
来
な
い
。
だ
が
、
説
話
を
ど
う
語
る
か
に
腐

心
し
た
形
跡
は
、『
宇
治
拾
遺
』
の
諸
処
に
散
見
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
テ
キ
ス
ト
に
即
し
、
説
話
が
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
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に
注

意
し
、
語
り
の
技
法
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。

は
じ
め
に

　

説
話
集
の
説
話
に
つ
い
て
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
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0

0

0

0

0
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で
は
な
く
、
ど
う
書
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か
れ
て
い
る
か
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を
問
題
に
し
た
い
。
一
般
に
説
話
の
語
り
手
は
、
語
る
べ
き

内
容
の
一
部
始
終
を
知
悉
し
た
上
で
、話
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

語
り
手
が
保
持
す
る
情
報
を
、
ど
の
よ
う
に
順
序
づ
け
て
開
示
す
る
か
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。
意
識
的
な
語
り
手
は
、
聴
き
手
・
読
者

の
反
応
を
想
定
し
つ
つ
、
ど
の
段
階
で
手
の
内
の
カ
ー
ド
を
見
せ
る
か
に
意

を
用
い
る
は
ず
だ
。
こ
こ
に
語
り
の
巧
拙
が
生
じ
る
の
は
見
易
い
道
理
で
、

も
し
話
の
展
開
や
事
態
の
帰
趨
が
、
早
々
に
予
見
さ
れ
て
し
ま
う
な
ら
、
一

話
の
興
趣
は
減
殺
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
話
の
末
尾
に
意
表
を
突
く

展
開
、
い
わ
ゆ
る
ど
ん
で
ん
返
し
が
あ
る
場
合
は
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ

る
。

　

い
わ
ゆ
る
ネ
タ
バ
レ
の
弊
は
、
達
者
な
語
り
手
に
と
っ
て
、
是
非
と
も
回

説
話
講
読
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

―
―
第
三
二
話
・
第
五
七
話
を
め
ぐ
っ
て
―
―

田
　
中
　
宗
　
博



一
四

の
マ
ス
ヒ
ス
テ
リ
ア
的
信
仰
状
況
に
不
審
を
抱
く
大
臣
の
思
い
が
、
心
内
語

表
現
を
以
て
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

〔
宇
治
拾
遺
〕
ま
こ
と
の
仏
の
、
世
の
末
に
出
で
給
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

我
行
き
て
試
み
ん
。

〔
今
昔
〕
実
ノ
仏
ノ
此
ク
俄
ニ
木
ノ
末
ニ
可
出
給
キ
様
無
シ
。
此
ハ
天

狗
ナ
ド
ノ
所
為
ニ
コ
ソ
有
メ
レ
。
外
術
ハ
七
日
ニ
ハ
不
過
ズ
。
今
日
、

我
行
テ
見
ム
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
稿
者
、
以
下
同
）

『
今
昔
』
は
、
こ
の
時
点
で
早
々
に
「
天
狗
ナ
ド
ノ
所
為
」「
外
術
」
と
い
う

表
現
を
用
い
て
い
る
。
し
か
も
、
現
地
に
赴
く
以
前
に
こ
の
よ
う
に
判
断
し

た
「
光
ノ
大
臣
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
前
に
「
深
草
ノ
天
皇
ノ
御
子
也
。

身
ノ
才
賢
ク
、
智
明
カ
也
ケ
ル
人
」
と
、『
宇
治
拾
遺
』
に
は
な
い
記
述
を

費
や
し
て
い
る
。

　

注
意
深
い
読
者
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
情
報
の
開
示
は
、
結
末
を
予
想

す
る
恰
好
の
手
掛
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
『
今
昔
』
の
場
合
、「
天

狗
現
仏
坐
木
末
語
第
三
」
と
の
標
題
を
有
す
る
わ
け
で
、
既
に
目
録
・
標
題

の
段
階
で
、
天
狗
偽
仏
譚
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
も
い
た
。
こ
の
よ
う

な
テ
キ
ス
ト
の
あ
り
方
は
、『
今
昔
』
の
巻
編
成
・
説
話
配
列
の
問
題
と
も

関
わ
る
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
本
朝
仏
法
篇
末
尾
に
当
た
る
巻
第
二
十

は
、第
一
話
か
ら
第
一
四
話
ま
で
連
続
し
て
、天
狗
や
人
を
化
か
す
異
類
（
野

猪
・
狐
）
の
説
話
を
類
纂
し
て
い
る
。
こ
の
構
成
の
中
で
「
天
狗
」
は
、「
仏

一
、
第
三
二
話
―
―
柿
の
木
上
の
「
仏
」
と
対
峙
す
る
「
右

大
臣
」
の
話

　

ま
ず
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
三
二
話
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
話
は

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
第
三
話
と
同
原
拠
の
説
話
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

話
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
。

醍
醐
天
皇
の
頃
、
五
条
天
神
近
辺
の
実
ら
ぬ
柿
の
木
に
仏
が
現
わ
れ
、

京
中
の
人
々
が
群
参
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
時
の
「
右
大
臣
」
は
こ
れ

を
疑
い
、
末
世
に
真
の
仏
が
出
現
す
る
は
ず
は
な
い
と
、
現
地
に
出
掛

け
て
試
み
る
こ
と
を
決
断
。
柿
の
木
の
仏
と
対
峙
し
「
一
時
」
ば
か
り

凝
視
し
た
結
果
、
視
線
に
耐
え
か
ね
た
か
「
糞
鳶
」
の
正
体
を
顕
し
て

墜
落
、
童
部
た
ち
に
打
ち
殺
さ
れ
た
。
時
の
人
々
は
「
大
臣
」
を
「
い

み
じ
く
か
し
こ
き
人
」
と
讃
歎
し
た
と
い
う
。

こ
の
「
右
大
臣
」
に
つ
い
て
、『
今
昔
』
は
「
光
ノ
大
臣
ト
云
フ
人
」（
＝
源

光
）
と
実
名
を
掲
げ
る
が（
２
）、
両
書
の
共
通
母
体
と
な
っ
た
資
料
が
、
こ

の
人
名
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。形
式
論
理
的
に
言
う
と
、

「
光
ノ
大
臣
」
と
あ
っ
た
も
の
を
、『
宇
治
拾
遺
』
が
敢
え
て
削
除
す
る
理
由

は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
な
お
『
今
昔
』
所
載
話
は
『
宇
治
拾
遺
』
の
倍
く

ら
い
の
字
数
が
あ
り
、
他
に
も
敷
衍
的
な
記
述
が
散
見
す
る
。

　

こ
こ
で
両
書
を
比
較
す
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
注
意
し
た
い
の
は
、
洛
中
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一
五

せ
ず
し
て
ま
も
り
て
、
一
時
ば
か
り
」
対
峙
し
た
と
い
う
。『
今
昔
』
テ
キ

ス
ト
の
文
脈
で
は
、天
狗
の
所
為
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る「
光
ノ
大
臣
」が
、

「
外
術
」
を
圧
伏
す
る
一
過
程
と
読
め
る
が
、『
宇
治
拾
遺
』
は
違
う
。
何
者

と
も
得
体
の
知
れ
な
い
異
界
の
存
在
と
視
線
を
戦
わ
せ
る
真
剣
勝
負
は
、
時

に
敗
北
し
た
人
間
を
狂
気
や
死
に
追
い
や
る
。
そ
れ
は
口
頭
伝
承
に
遺
る
化

け
物
話
の
類
型
に
も
明
ら
か
だ
し
、『
平
家
物
語
』「
物
怪
沙
汰
」
の
逸
話
も
、

あ
の
剛
胆
な
清
盛
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
目
競
」（
５
）
に
勝
ち
得
た
の
だ
と
、

逆
説
的
に
語
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

も
し
、
柿
の
木
の
仏
が
強
力
な
邪
神
の
化
現
で
あ
る
な
ら
、「
右
大
臣
」

は
即
座
に
蹴
殺
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
え
天
狗
の
仕
業
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、『
宇
治
拾
遺
』
一
六
九
話
の
「
美
濃
国
伊
吹
山
に
久
し
く
行
ひ
け

る
聖
」
の
よ
う
に
、
ま
ん
ま
と
真
の
仏
と
信
じ
込
ま
さ
れ
、
狂
気
の
果
て
に

死
を
迎
え
た
か
も
知
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
『
宇
治
拾
遺
』
の
語
り
、
情
報

の
開
示
の
次
第
は
、読
者
に
そ
う
読
む
こ
と
を
示
唆
す
る
。
概
し
て
『
今
昔
』

の
テ
キ
ス
ト
を
知
悉
す
る
我
々
は
、『
宇
治
拾
遺
』
の
構
築
す
る
文
脈
を
、

丁
寧
に
読
ん
で
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か（
６
）。
史
上
実
在
の「
光
ノ
大
臣
」

な
ら
ぬ
無
記
名
の
「
右
大
臣
」
は
、
仏
と
化
現
し
た
何
者
か
を
相
手
に
、
勝

敗
の
定
ま
ら
な
い
決
戦
を
挑
む
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
『
宇
治
拾
遺
』
説
話

の
叙
述
は
、
先
の
見
え
な
い
展
開
へ
と
読
者
の
好
奇
心
を
喚
起
し
、
手
に
汗

を
握
り
な
が
ら
事
態
の
推
移
を
見
守
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。そ
の
こ
と
は
、

法
に
敵
対
す
る
魔
物
で
、
ほ
と
ん
ど
仏
法
側
に
撃
退
さ
れ
」
る
こ
と
で
「
逆

に
仏
法
の
威
力
や
権
威
を
高
め
る
意
味
を
」持
た
さ
れ
て
い
る
と
も
い
う（
３
）。

な
ら
ば
編
者
に
と
っ
て
、
柿
の
木
に
現
じ
た
仏
が
、
智
あ
る
賢
臣
＝
源
光
に

よ
っ
て
「
天
狗
ナ
ド
ノ
所
為
」
と
、
早
々
に
看
破
さ
れ
る
こ
と
は
、
編
者
の

意
に
適
っ
た
話
の
展
開
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

説
話
を
一
つ
一
つ
の
〈
個
〉
と
し
て
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
巻
編
成
や

説
話
配
列
（
二
話
一
類
方
式
等
）
で
以
て
〈
群
〉
と
し
て
処
理
し
よ
う
と
す

る
『
今
昔
』
は
、ネ
タ
バ
レ
に
も
な
り
か
ね
な
い
情
報
の
提
示
を
厭
わ
な
い
。

心
内
語
表
現
中
の
「
外
術
ハ
七
日
ニ
ハ
不
過
ズ
」
に
つ
い
て
も
、
源
光
が
現

地
に
赴
い
た
の
が
何
日
目
で
あ
っ
た
か
は
措
く
と
し
て
、
天
狗
偽
仏
の
敗
北

を
確
約
す
る
表
現
と
し
て
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、構
成
が
ゆ
る
や
か
で〈
雑

纂
形
式
〉
な
ど
と
も
称
さ
れ
る
『
宇
治
拾
遺
』
は
、〈
個
〉
と
し
て
の
説
話

の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
先
の
見
え
な
い
展
開
を
読
者
に
提
示
し
続
け
る
。
標

題
に
つ
い
て
も
「
柿
木
ニ
仏
現
ズ
ル
事
」
と
あ
る
の
み
で
、
天
狗
の
関
与
を

示
唆
す
る
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
賢
臣
＝
光
な
ら
ぬ
「
右
大
臣
」
に
は
、「
天

狗
ナ
ド
ノ
所
為
」
と
の
予
見
も
な
け
れ
ば
、「
外
術
」
の
有
効
期
限
が
「
七

日
ニ
ハ
不
過
ズ
」
と
の
認
識
も
な
い（
４
）。
そ
の
た
め
、仏
出
現
後
「
五
六
日
」

の
段
階
で
、
現
地
に
赴
く
「
右
大
臣
」
の
行
動
は
、
自
ず
と
先
の
見
え
な
い

不
安
と
緊
張
感
に
包
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

「
右
大
臣
」
は
、
柿
の
木
の
上
の
仏
を
「
目
も
た
た
か
ず
、
あ
か
ら
め
も



一
六

緊
張
感
に
富
む
話
の
展
開
に
よ
っ
て
、
読
者
の
関
心
を
巧
み
に
繋
ぎ
止
め
た

上
で
、
敗
れ
た
「
仏
」
は
「
糞
鵄
」
の
卑
小
な
姿
を
現
し
「
童
」
に
打
ち
殺

さ
れ
た
と
、
結
末
の
カ
タ
ル
シ
ス
に
繋
ぐ
あ
た
り
、『
宇
治
拾
遺
』
の
語
り

に
は
非
凡
な
も
の
が
あ
る
。

　

と
は
言
え
、
こ
の
説
話
も
ま
た
伝
承
上
に
あ
っ
た
も
の
で
、『
今
昔
』
所

載
話
と
の
行
文
上
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
も
確
言
は
出
来
な
い
。
多
く
の
研

究
者
が
考
え
る
だ
ろ
う
よ
う
に
、
本
話
も
ま
た
散
佚
『
宇
治
大
納
言
物
語
』

を
典
拠
と
す
る
可
能
性
は
あ
る
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、『
今
昔
』
の

も
の
と
『
宇
治
拾
遺
』
の
も
の
の
、
ど
ち
ら
が
説
話
の
古
態
を
伝
え
る
の
か

が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
論
拠
あ
る
新
見
が
提
示
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
以
上
で
試
み
た
比
較
の
結
果
か
ら
も
、『
今
昔
』
の
方
が
後

代
の
『
宇
治
拾
遺
』
の
も
の
よ
り
も
、
手
が
加
わ
っ
た
も
の
と
す
る
の
が
穏

当
な
気
が
す
る
。

　

実
際
、「
延
喜
の
御
門
」
時
代
の
「
右
大
臣
」
に
固
有
名
詞
を
宛
て
、「
天

皇
ノ
御
子
」
に
し
て
「
身
ノ
才
賢
ク
、
智
明
カ
也
ケ
ル
」
と
讃
仰
さ
れ
る
賢

臣
＝
源
光
に
よ
っ
て
、
天
狗
が
一
蹴
さ
れ
た
と
語
る
の
は
、『
今
昔
』
の
表

現
意
図
に
適
う
も
の
が
あ
っ
た
。
小
な
り
と
は
い
え
『
今
昔
』
説
話
の
行
文

は
、
明
ら
か
に
仏
法
王
法
相
依
の
枠
組
で
構
想
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
仏
法
に

仇
を
な
す
天
狗
が
、
王
法
側
の
理
想
的
な
賢
臣
の
力
で
排
除
さ
れ
、
王
都
の

秩
序
は
回
復
す
る
。
そ
う
語
る
こ
と
を
志
向
す
る
『
今
昔
』
の
叙
述
に
お
い

柿
の
木
に
現
じ
た
仏
へ
の
待
遇
表
現
、
敬
語
の
使
い
方
に
お
い
て
も
言
え
そ

う
だ
。〔

宇
治
拾
遺
〕
こ
の
仏
、
し
ば
し
こ
そ
花
も
降
ら
せ
、
光
を
も
放
ち
給

ひ
け
れ
、
あ
ま
り
に
あ
ま
り
に
ま
も
ら
れ
て
、
し
わ
び
て
、
大
き
な
る

糞
鳶
の
羽
折
れ
た
る
…

〔
今
昔
〕
此
仏
暫
ク
コ
ソ
光
ヲ
放
チ
花
ヲ
降
シ
ナ
ド
有
ケ
レ
、
強
ニ
守

ル
時
ニ
、
佗
テ
、
忽
ニ
大
キ
ナ
ル
屎
鵄
ノ
翼
折
タ
ル
ニ
成
テ
…

こ
れ
以
前
、『
今
昔
』
は
冒
頭
部
で
「
俄
ニ
仏
現
ハ
レ
給
フ
」「
花
ナ
ド
ヲ
令

降
メ
」
と
記
し
、「
光
ノ
大
臣
」
の
現
地
到
着
時
に
も
な
お
「
実
ニ
木
ノ
末

ニ
仏
在
マ
ス
」「
見
ニ
、
実
ニ
貴
キ
事
無
限
シ
」
な
ど
と
、
敬
意
を
込
め
た

表
現
を
採
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
右
に
見
る
よ
う
に
、「
光
ノ
大
臣
」
の
凝
視

に
晒
さ
れ
た
段
階
で
、
既
に
正
体
は
看
破
さ
れ
勝
敗
は
明
ら
か
だ
―
―
と
ば

か
り
に
解
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
『
宇
治
拾
遺
』
は
、「
右
大
臣
」

の
眼
差
し
に
晒
さ
れ
、今
ま
さ
に
正
体
を
現
そ
う
と
し
て
い
る
何
者
か
が「
し

わ
び
て
」
敗
北
の
瞬
間
を
迎
え
よ
う
と
す
る
、そ
の
最
後
の
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
、

敬
語
の
使
用
を
止
め
よ
う
と
は
し
な
い
。

　

微
細
な
異
同
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
や
は
り
『
今
昔
』
は
こ
こ
で
も

軽
く
ネ
タ
バ
レ
を
犯
し
て
い
る
。
一
方
『
宇
治
拾
遺
』
の
語
り
手
は
、「
右

大
臣
」
と
柿
の
木
上
の
「
仏
」
と
の
対
峙
を
、
最
後
の
瞬
間
ま
で
結
末
の
見

え
な
い
、
勝
つ
か
負
け
る
か
の
真
剣
勝
負
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
。
か
か
る
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七

の
事
」
を
採
り
上
げ
て
、
も
う
少
し
こ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
た
い
。

　

『
宇
治
拾
遺
』
の
標
題
は
、
こ
こ
で
も
禁
欲
・
自
制
的
で
、
話
の
内
容
や

結
末
に
つ
い
て
殆
ど
何
も
語
ら
な
い
に
等
し
い
。
参
考
ま
で
に
『
増
補
改
訂

日
本
説
話
文
学
索
引
』（８
）
で
引
く
と
、
本
話
は
「
蛇
（
大
蛇
・
毒
蛇
・
虵
）」

の
項
に
「
人
を
恨
み
て
蛇
と
な
り
し
女
、
雲
林
院
の
菩
提
講
を
聞
き
て
人
に

生
る
」
と
、
極
少
の
字
数
で
要
約
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
一
話
の
顛
末
は

そ
の
通
り
だ
が
、
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
簡
潔
に
過
ぎ
る
の
で
、
も
う
少
し
言

葉
を
補
っ
て
話
の
概
要
（
何
が
起
こ
っ
た
か
）
を
示
し
て
み
よ
う
。

あ
る
女
が
雲
林
院
の
菩
提
講
に
向
か
う
途
中
、
西
院
の
辺
り
で
石
橋
を

踏
み
返
し
て
過
ぎ
去
っ
た
。
女
は
気
付
か
な
か
っ
た
が
、
石
橋
の
下
に

は
、
人
を
恨
む
あ
ま
り
蛇
に
転
生
す
る
報
い
を
受
け
た
女
が
い
た
の
だ

が
、
こ
れ
を
機
に
橋
の
下
か
ら
の
解
放
を
得
た
。
女
に
報
恩
し
よ
う
と

し
た
蛇
は
、
そ
の
ま
ま
雲
林
院
に
た
ど
り
着
き
、
共
に
菩
提
講
を
聴
聞

す
る
。
仏
縁
を
得
た
蛇
は
、罪
を
滅
し
て
人
に
転
生
す
る
こ
と
と
な
り
、

さ
き
の
女
に
「
良
縁
を
与
え
る
こ
と
で
恩
に
報
い
た
い
」
と
夢
で
と
告

げ
る
。
実
際
に
女
は
、
大
臣
家
の
裕
福
な
下
家
司
の
妻
と
な
る
こ
と
を

得
た
と
い
う
。

こ
れ
で
多
少
と
も
話
の
始
終
、
何
が
起
き
た
か
は
明
瞭
に
な
る
。
能
説
の
説

法
師
な
ら
、
右
の
梗
概
だ
け
を
示
さ
れ
て
も
、
適
宜
敷
衍
具
体
化
し
て
、
一

座
の
説
法
に
供
す
る
こ
と
も
出
来
た
か
も
知
れ
な
い
。し
か
し
、『
宇
治
拾
遺
』

て
、
天
狗
の
敗
北
が
早
々
に
予
告
さ
れ
、
結
末
が
予
定
調
和
的
に
流
れ
る
の

も
、
自
ず
か
ら
な
る
仕
儀
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。

　

一
方
『
宇
治
拾
遺
』
の
行
文
に
つ
い
て
は
、
単
に
散
佚
『
宇
治
大
納
言
物

語
』
の
如
き
原
拠
を
、
忠
実
に
書
承
し
た
だ
け
で
は
な
い
の
か
と
の
疑
い
も

残
る
。
そ
う
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
話
が
『
古
本
説
話
集
』
と
か
『
世

継
物
語
』
の
類
に
同
話
を
み
な
い
以
上
、
こ
れ
以
上
詮
索
を
進
め
る
材
料
は

な
い
。
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、『
今
昔
』
の
同
話
と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
、

『
宇
治
拾
遺
』
の
叙
述
の
背
後
に
は
、
情
報
の
提
示
に
意
識
的
な
語
り
手
の

存
在
を
、
確
実
に
感
知
で
き
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

二
、
第
五
七
話
―
―
石
橋
の
下
の
「
蛇
」
が
女
を
追
う
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）

　

前
節
で
み
た
事
例
に
限
ら
ず
、概
し
て
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
所
載
話
に
は
、

容
易
に
話
の
結
末
が
予
見
さ
れ
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
形
跡
が
窺
え
る
。
巧

み
に
読
者
の
関
心
を
制
御
し
つ
つ
、
話
の
末
尾
に
印
象
的
な
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
を
構
え
る
こ
と
は
、『
宇
治
拾
遺
』
編
者
の
お
手
の
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。

そ
の
こ
と
は
、『
宇
治
拾
遺
』
に
特
徴
的
な
笑
話
の
類
、
一
話
の
末
尾
に
配

さ
れ
た
興
言
利
口
で
哄
笑
が
喚
起
さ
れ
る
説
話
な
ど
に
も
指
摘
出
来
よ
う
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
先
行
研
究（
７
）
に
譲
る
と
し
て
、
以
下
本
稿
で
は
、
ま

ず
は
因
果
応
報
の
現
報
説
話
と
呼
べ
そ
う
な
、
第
五
七
話
「
石
橋
の
下
の
蛇



一
八

と
こ
の
蛇
の
行
け
ば
、
尻
な
る
女
の
見
る
に
あ
や
し
く
て
、「
い
か
に

思
ひ
て
行
く
に
か
あ
ら
ん
、
踏
み
出
さ
れ
た
る
を
悪
し
と
思
ひ
て
、
そ

れ
が
報
答
せ
ん
と
思
ふ
に
や
、
こ
れ
が
せ
ん
や
う
見
ん
」
と
て
、
尻
に

立
ち
て
行
く
に

　

も
と
よ
り
説
話
の
語
り
手
は
、
こ
の
蛇
が
何
者
で
ど
ん
な
目
的
か
ら
前
の

女
を
尾
行
す
る
の
か
、
知
悉
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
段
階
で
「
実
は
、

こ
の
踏
み
出
さ
れ
た
蛇
と
い
う
の
は
…
」
云
々
と
、
説
明
し
て
し
ま
う
こ
と

も
、
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
得
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
視
点
人
物
と

な
る
女
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
情
報
の
開
示
を
ず
っ
と
先
延
ば
し
に
す

る
こ
と
が
、
無
理
な
く
可
能
に
な
る
。
実
際
、
目
撃
者
の
女
が
事
の
真
相
を

知
る
の
は
、
も
っ
と
話
が
進
行
し
て
か
ら
の
こ
と
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
右
引
用
に
見
る
よ
う
に
、
女
は
心
中
「
蛇
が
仕
返
し
を

す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
ら
見
届
け
よ
う
」
と
思
っ
た
な
ど
と
、
心
内

語
表
現
で
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
苦
境
を
脱
し
た
女
＝
蛇
の
報
恩
の

意
志
は
伏
せ
ら
れ
、
一
話
は
暗
く
隠
微
な
雰
囲
気
を
ま
と
う
こ
と
と
な
る
。

　

復
讐
の
害
意
を
抱
く
蛇
と
、
何
も
知
ら
な
い
女
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
当

然
不
吉
な
破
局
を
想
起
さ
せ
る
。
化
け
物
退
治
譚
に
傾
斜
し
た
人
蛇
通
婚
譚

は
枚
挙
に
遑
が
な
い
し
、
も
っ
と
神
性
の
剥
落
し
た
、
蛇
が
女
を
犯
し
て
死

に
至
ら
し
め
る
話
も
、は
や
く
『
日
本
霊
異
記
』
が
記
録
に
留
め
て
い
る
（
中

巻
第
四
十
一
縁
／『
今
昔
』24

−

９
も
書
承
）。
さ
ら
に
女
陰
を
狙
っ
た
蛇
が
、

の
話
を
一
読
す
る
と
、
こ
の
梗
概
が
何
ほ
ど
の
こ
と
も
伝
え
て
い
な
い
こ
と

に
即
座
に
気
付
く
は
ず
だ
。
い
か
に
説
話
が
、
拡
縮
自
在
に
話
を
伝
え
得
る

媒メ
デ
ィ
ア介

だ
と
し
て
も
、
本
話
の
場
合
、
右
の
要
約
に
示
し
た
話
の
概
要
が
、
具

体
的
に
ど
う
語
ら
れ
て
い
る
か
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
、
一
話
を
読
ん
だ
こ

と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
２
）

　

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
こ
の
現
報
譚
を
語
る
に
当
た
っ
て
、
話
中
の
出

来
事
を
つ
ぶ
さ
に
見
聞
す
る
女
性
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
〈
視
点

人
物
〉
を
通
し
た
語
り
が
採
用
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、こ
の
も
う
一
人
の
女
は
、

能
で
い
う
ワ
キ
の
役
割
さ
え
超
え
て
、
一
話
の
中
で
ほ
と
ん
ど
主
役
に
近
い

存
在
と
も
な
っ
て
い
る
。
冒
頭「
こ
の
近
く
の
事
な
る
べ
し
。
女
あ
り
け
り
」

と
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
目
撃
者
の
女
の
こ
と
で
あ
り
、
石
橋
を
踏
み
返

し
て
現
報
を
得
た
女
の
こ
と
で
は
な
い
。
一
話
の
叙
述
は
、
こ
の
女
が
目
で

見
、
耳
で
聞
き
、
心
で
思
っ
た
こ
と
を
、
時
系
列
に
沿
っ
て
語
る
体
裁
で
展

開
す
る
。

　

前
を
行
く
女
が
、
件
の
石
橋
を
踏
み
返
す
場
面
は
こ
う
語
ら
れ
る
。

石
橋
を
ふ
み
返
し
て
過
ぎ
ぬ
る
跡
に
、
踏
み
返
さ
れ
た
る
橋
の
下
に
、

斑
な
る
蛇
の
、
き
り
き
り
と
し
て
ゐ
た
れ
ば
、
石
の
下
に
蛇
の
あ
り
け

る
と
い
ふ
程
に
、
こ
の
踏
み
返
し
た
る
女
の
尻
に
立
ち
て
、
ゆ
ら
ゆ
ら
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九

が
、
そ
れ
と
抜
き
が
た
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
人
物
の
目
に
し
か
見
え
な
い

と
い
う
の
は
、
古
今
東
西
の
怪
談
類
に
頻
出
す
る
話
の
型
で
も
あ
る
。
こ
こ

で
は
差
し
当
た
っ
て
、「
南
井
坊
総
六
丸
」
を
震
撼
さ
せ
た
と
い
う（
９
）、『
今

昔
』
巻
第
二
十
七
第
二
十
一
話
を
参
照
し
て
お
こ
う
。

　

周
知
の
よ
う
に
該
話
は
〈
己
が
命
の
早
使
い
〉（

10
）
型
の
怪
異
譚
だ
が
、
美

濃
国
へ
下
向
す
る
「
紀
遠
助
」
は
、「
勢
田
ノ
橋
」
で
怪
女
に
届
け
物
を
言

付
か
る
が
、
そ
の
会
話
の
一
部
始
終
は
「
遠
助
ガ
共
ナ
ル
従
者
共
ハ
、
女
有

ト
モ
不
見
ズ
、
只
、
我
ガ
主
ハ
馬
ヨ
リ
下
テ
、
由
無
ク
立
テ
ル
ヲ
、
ト
見
テ
、

怪
シ
ビ
思
ケ
ル
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
遠
助
が
結
局
、
本
人
の
過
失
で
は
な

く
妻
の
過
失
が
も
と
で
、
命
を
奪
わ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
た
だ
一
人

見
え
て
し
ま
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

女
が
、
既
に
否
応
な
く
怪
異
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
だ
。
―
―
不
吉
な
蛇
の
尾
行
を
た
だ
一
人
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を

告
げ
よ
う
と
し
な
い
女
は
、
蛇
の
侵
害
か
ら
安
全
で
あ
り
得
る
の
か
。
こ
の

点
に
お
い
て
も
、
先
の
見
え
な
い
展
開
に
読
者
の
関
心
を
繋
ご
う
と
す
る
語

り
手
の
意
志
は
、
貫
徹
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

次
い
で
話
の
舞
台
は
、雲
林
院
菩
提
講
の
場
に
移
る
。
女
を
追
う
蛇
も「
寺

の
板
敷
」
に
上
り
、「
傍
ら
に
わ
だ
か
ま
り
伏
し
」
た
が
、
や
は
り
「
こ
れ

を
見
つ
け
騒
ぐ
人
」
は
な
か
っ
た
と
い
う
。「
希
有
の
わ
ざ
か
な
」
と
思
い

つ
つ
、
蛇
の
動
向
を
「
目
を
放
た
ず
見
る
」
視
点
人
物
の
思
い
は
、
当
然
読

者
に
も
そ
の
ま
ま
共
有
さ
れ
る
。
蛇
は
何
を
た
く
ら
み
、
ど
う
し
よ
う
と
い

女
を
蕩
か
し
た
と
い
う
世
俗
化
し
た
話
も『
今
昔
』に
採
録
さ
れ
て
い
る（
巻

第
二
九
第
三
十
九
話
）。
女
を
追
う
蛇
と
い
う
構
図
は
、自
ず
と
こ
れ
ら
禍
々

し
い
話
柄
へ
の
連
想
を
呼
ぶ
は
ず
だ
。
読
者
は
、
自
ら
の
保
持
す
る
既
存
の

話
の
記
憶
を
参
照
し
つ
つ
、
一
話
の
展
開
を
追
う
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
は

視
点
人
物
の
女
の
心
内
語
（
＝
蛇
の
「
報
答
」
を
「
見
ん
」）
に
挑
発
さ
れ
、

方
向
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
蛇
の
報
恩
の
意
志
を
十
分
に
知
り
つ
つ
、
そ
れ
を
隠
蔽
し

て
お
こ
う
と
す
る
語
り
手
は
、読
者
の
野
卑
な
性
的
関
心
す
ら
掻
き
立
て
て
、

話
の
展
開
へ
の
関
心
を
繋
ご
う
と
す
る
。
微
細
な
表
現
に
拘
る
な
ら
「
女
の

尻
に
立
ち
て
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
こ
の
蛇
の
行
け
ば
」
と
い
っ
た
記
述
に
も
、
蛇

と
女
の
姦
淫
を
示
唆
す
る
意
図
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
明
ら
か
に
語
り
手
は
、

読
者
の
心
意
を
ミ
ス
リ
ー
ド
し
つ
つ
、
結
末
の
意
想
外
の
展
開
へ
と
関
心
を

繋
ご
う
と
企
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
３
）

　

一
話
の
展
開
は
、
こ
の
後
も
、
様
々
な
説
話
と
共
有
さ
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ

を
鏤
め
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
く
。
ま
ず
尾
行
す
る
視
点
人
物
の
女
の
目
に
映

じ
た
の
は
、
先
の
女
が
「
我
が
供
に
蛇
の
あ
る
と
も
知
ら
ぬ
げ
」
な
様
子
で

あ
り
、「
蛇
の
女
に
具
し
て
行
く
を
見
つ
け
い
ふ
人
も
な
し
」
と
い
う
状
況

で
あ
っ
た
。
幽
霊
で
あ
れ
妖
怪
で
あ
れ
、
怪
異
を
惹
き
起
こ
す
異
界
の
存
在



二
〇

り
と
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
関
心
も
こ
の
方
向
へ
確
実
に

ミ
ス
リ
ー
ド
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
４
）

　

夜
が
来
て
も
、
蛇
は
は
じ
め
の
女
の
傍
ら
を
離
れ
な
い
。
そ
れ
が
見
え
る

の
は
、
視
点
人
物
の
女
だ
け
だ
。「
今
や
寄
ら
ん
ず
ら
ん
」
と
見
守
る
女
は
、

「
こ
の
事
も
や
が
て
告
げ
ば
や
」
と
自
省
も
す
る
が
、「
我
が
た
め
も
悪
し
く

も
や
あ
ら
ん
」
な
ど
と
傍
観
者
の
利
己
主
義
を
発
動
し
、
た
だ
事
態
の
推
移

を
待
つ
。
読
者
も
当
然
、
こ
の
視
点
人
物
の
女
に
自
己
を
重
ね
合
わ
せ
、
手

に
汗
を
握
り
破
局
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
何
も
起
き
な

い
ま
ま「
遂
に
見
ゆ
る
方
も
な
き
程
に
火
消
え
ぬ
れ
ば
、こ
の
女
も
寝
ぬ
」と
、

舞
台
は
強
制
的
に
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ウ
ト
と
な
る
。

　

夜
が
明
け
て
、
視
点
人
物
の
女
は
「
い
か
が
あ
ら
ん
と
思
ひ
て
、
惑
ひ
起

き
」
た
。
夜
は
異
界
の
存
在
が
跋
扈
す
る
時
間
で
あ
る
。
女
は
蛇
に
ど
ん
な

目
に
あ
わ
さ
れ
た
の
か
―
―
そ
の
惨
状
を
目
撃
す
る
か
も
知
れ
な
い
緊
張
の

極
で
、
女
の
目
に
映
じ
た
の
は
件
の
女
の
「
と
も
か
く
も
な
げ
」
な
様
子
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
叙
述
を
通
し
て
、
時
に
陋
劣
な
性
的
関
心
を
も
掻
き

立
て
ら
れ
て
き
た
読
者
は
、
決
定
的
な
肩
す
か
し
を
喰
ら
う
。
話
の
展
開
の

中
で
緊
張
と
緩
和
の
妙
を
、
巧
み
に
操
っ
て
み
せ
る
語
り
の
手
腕
は
、
や
は

り
端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
だ
。

う
の
か
、
そ
れ
は
何
時
の
こ
と
か
。
し
か
し
、
蛇
が
行
動
に
出
る
瞬
間
を
待

つ
緊
張
感
は
、「
講
果
て
ぬ
れ
ば
」
の
一
文
で
敢
え
な
く
頓
挫
す
る
。
―
―

何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
、
や
は
り
寺
院
内
の
仏
事
の
場
で
は
、
執
念
深
い
蛇

で
あ
っ
て
も
手
出
し
は
出
来
な
い
の
か
。
そ
ん
な
読
者
の
反
応
を
見
越
し
た

か
の
よ
う
に
、「
女
立
ち
出
る
に
随
ひ
て
蛇
も
つ
き
て
出
で
ぬ
」
と
危
機
的

状
況
は
継
続
し
、
結
末
は
後
段
へ
と
持
ち
越
さ
れ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、
叙
述
に
緊
張
と
緩
和
を
適
宜
織
り
交
ぜ
、
結
末
へ
と
関
心

を
繋
ぐ
語
り
の
技
法
は
、か
な
り
手
馴
れ
た
も
の
と
評
価
出
来
よ
う
。
以
下
、

話
の
続
き
が
知
り
た
い
と
感
じ
る
読
者
の
輿
望
を
担
う
か
の
よ
う
に
、
視
点

人
物
の
女
の
追
跡
は
次
第
に
熱
を
帯
び
る
。
雲
林
院
で
の
聴
聞
を
終
え
、
京

中
に
戻
る
女
を
追
う
蛇
は
、
前
の
女
と
共
に
あ
る
家
に
入
り
込
む
。
そ
れ
を

見
た
視
点
人
物
の
女
は
「
昼
は
す
る
か
た
も
な
き
な
め
り
。
夜
こ
そ
と
か
く

す
る
事
も
あ
ら
ん
ず
ら
め
。
こ
れ
が
夜
の
有
様
を
見
ば
や
」
と
、
蛇
が
女
に

0

0

0

0

夜
す
る

0

0

0

こ
と
に
心
惹
か
れ
る
ま
ま
、
野
次
馬
根
性
剥
き
出
し
で
行
動
す
る
。

　

結
局
、
女
は
京
上
り
の
田
舎
人
な
ど
と
虚
言
を
弄
し
、
そ
の
家
に
入
り
込

む
事
に
成
功
す
る
が
、
右
の
心
内
語
の
内
容
は
、
そ
の
ま
ま
読
者
に
共
有
さ

れ
る
仕
組
み
と
な
る
。
―
―
な
る
ほ
ど
、
蛇
は
女
に
夜
に
な
っ
て
か
ら
何
か0

を
し
よ
う

0

0

0

0

と
企
ん
で
い
る
の
か
。
当
然
こ
こ
で
読
者
は
、
蛇
に
よ
る
女
性
へ

の
性
的
陵
辱
を
意
識
す
る
は
ず
だ
。
そ
の
「
夜
の
有
様
を
み
ば
や
」
と
は
、

何
と
も
陋
劣
な
好
奇
心
を
挑
発
す
る
一
文
に
も
思
え
る
が
、
こ
れ
が
き
っ
ち



説
話
講
読
『
宇
治
拾
遺
物
語
』 

―
―
第
三
二
話
・
第
五
七
話
を
め
ぐ
っ
て
―
―

二
一

を
約
束
す
る
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
庶
民
ク
ラ
ス
の
女
に
神
仏
が
霊
験
を

授
け
る
際
、
良
縁
を
与
え
る
こ
と
を
約
す
事
例
が
ま
ま
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

『
今
昔
物
語
集
』
本
朝
部
の
観
音
霊
験
説
話（

12
）（
貧
女
救
済
譚
）
等
で
知
ら

れ
る
。
た
だ
、
蛇
道
の
悪
報
を
享
け
、
石
橋
の
下
に
呻
吟
し
て
い
た
女
が
、

な
ぜ
縁
授
け
の
よ
う
な
霊
験
を
発
揮
で
き
る
の
か
は
、
一
話
中
で
の
了
解
・

説
明
が
難
し
い
。
敢
え
て
推
論
す
る
な
ら
、
同
じ
く
人
面
蛇
身
の
姿
で
形
象

さ
れ
る
「
宇
賀
神
」
が
、
弁
財
天
と
習
合
し
つ
つ
福
神
信
仰
の
対
象
と
な
っ

た
こ
と
な
ど
が
、
関
係
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
れ
は
措
く
と
し
て
、
女
の
〈
夢
語
り
〉
の
聴
取
と
い
う
形
で
、
今
ま
で

伏
せ
ら
れ
て
き
た
蛇
の
行
動
に
つ
い
て
、
十
全
な
謎
解
き
が
な
さ
れ
る
に
至

る
。
た
だ
し
こ
の
時
点
で
、夢
告
の
持
つ
意
味
の
重
さ
が
理
解
出
来
る
の
は
、

夢
告
を
受
け
た
当
の
女
で
は
な
い
。
そ
れ
を
知
る
の
は
、「
報
答
せ
ん
と
思

ふ
に
や
、
こ
れ
が
せ
ん
や
う
見
ん
」
と
、
怖
い
も
の
見
た
さ
の
エ
ゴ
イ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
欲
求
か
ら
、
虚
言
を
弄
し
て
ま
で
蛇
の
行
為
を
見
届
け
よ
う
と

し
た
女
の
方
で
あ
る
。
そ
し
て
読
者
も
ま
た
、
視
点
人
物
を
設
定
し
た
語
り

に
誘
導
さ
れ
、
多
少
な
り
と
も
下
世
話
で
陋
劣
な
関
心
を
掻
き
立
て
ら
れ
つ

つ
、
蛇
が
女
に
何
を
す
る
か
を
注
視
し
て
（
さ
せ
ら
れ
て
）
き
た
は
ず
だ
。

異
形
の
女
の
夢
中
の
言
葉
は
、
当
の
夢
見
た
女
に
は
心
当
た
り
の
な
い
意
味

不
明
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
視
点
人
物
の
女
と
我
々
読
者
に
は
、
こ
こ
ま
で

隠
さ
れ
て
き
た
情
報
の
開
示
・
謎
解
き
と
な
る
。

　

視
点
人
物
の
女
は
朝
の
光
の
中
で
、
件
の
女
が
家
主
の
女
に
始
め
た
〈
夢

語
り
〉
を
立
ち
聞
き
す
る
。
語
り
手
は
、
そ
の
言
葉
の
引
用
・
掲
出
に
よ
っ

て
、よ
う
や
く
事
の
真
相
―
―
蛇
は
何
故
女
を
追
い
続
け
た
の
か
に
つ
い
て
、

読
者
に
情
報
を
開
示
し
始
め
る
。
そ
の
仔
細
は
、
蛇
身
を
享
け
た
女
の
〈
懺

悔
物
語
〉
を
聞
い
た
女
の
〈
夢
語
り
〉
と
い
う
形
で
、
言
説
の
引
用
の
引
用

と
い
う
容
れ
子
構
造
を
と
る
。
夢
枕
に
立
っ
た
の
は「
腰
よ
り
上
は
人
に
て
、

下
は
蛇
な
る
女
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
姿
は
、
仏
縁
に
遇
っ
て
蛇
道
を
脱
し
つ

つ
あ
る
女
に
相
応
し
い
形
象
と
言
え
る
。
こ
の
真
反
対
に
あ
る
の
が
、
恋
の

妄
執
に
よ
っ
て
蛇
道
に
堕
ち
よ
う
と
す
る
女
を
、
上
半
身
蛇
・
下
半
身
人
間

で
描
き
出
し
た
『
道
成
寺
縁
起
』
の
も
の（

11
）
と
言
え
ば
、
そ
の
含
意
は
明

ら
か
と
な
ろ
う
。『
宇
治
拾
遺
』
の
異
形
の
女
は
、「
お
の
れ
は
人
を
恨
め
し

と
思
ひ
し
程
に
、
か
く
蛇
の
身
を
受
け
」
た
と
懺
悔
す
る
。
こ
の
告
白
は
、

不
必
要
な
情
報
を
捨
象
し
た
簡
潔
な
も
の
で
、
語
り
手
は
女
の
前
世
に
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
妬
婦
の
物
語
に
寄
り
道
し
て
、
物
語
を
拡
散
す
る
こ
と
な
く
結

末
を
急
ぐ
。

　

続
け
て
蛇
身
の
女
は
、
石
橋
か
ら
の
解
放
を
喜
び
、
謝
恩
の
思
い
か
ら
跡

を
追
っ
た
と
告
げ
る
。
そ
し
て
、は
か
ら
ず
も
雲
林
院
菩
提
講
に
同
席
し「
あ

ひ
が
た
き
法
を
う
け
た
ま
は
り
た
る
に
よ
り
て
、
多
く
罪
を
さ
へ
滅
し
」
人

へ
の
転
生
が
近
く
な
っ
た
と
言
う
。
さ
ら
に
「
こ
の
報
ひ
に
は
、
物
よ
く
あ

ら
せ
奉
り
て
、
よ
き
男
な
ど
あ
は
せ
奉
る
べ
き
な
り
」
と
、
具
体
的
に
利
益



二
二

視
点
人
物
の
女
に
ま
で
、
霊
験
が
届
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
一
方
的

な
見
る
・
見
ら
れ
る
関
係
に
あ
っ
た
二
人
の
女
の
間
に
、
一
種
の
結
縁
関
係

が
成
立
し
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
こ
れ
も
一
種
の
メ
デ
タ
シ
メ
デ
タ
シ
と
言

え
よ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
５
）

　

以
上
、
本
話
は
か
な
り
よ
く
出
来
た
説
話
だ
と
言
え
そ
う
だ
が
、
そ
れ
は

如
上
で
試
み
た
―
―
何
が
語
ら
れ
て
い
る
か
で
は
な
く
、
ど
う
語
ら
れ
て
い

る
か
を
意
識
化
し
た
分
析
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
語
り
口
を
備
え
た
説
話
は
、
ど
の
よ
う
な
場

で
生
成
し
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
も
と
に
届
い
た
の
か
。
も
と
よ
り
実
証

的
論
拠
と
な
る
徴
証
は
な
い
が
、
話
中
に
手
掛
か
り
が
求
め
ら
れ
な
い
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
二
人
の
女
が
共
に
目
指
し
た
と
い
う
「
雲
林
院
」
の
「
菩

提
講
」
で
あ
る
。
仮
構
さ
れ
た
『
大
鏡
』
の
談
話
の
場
が
、
雲
林
院
菩
提
講

に
設
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
大
宅
世
継
と
か
夏
山
繁
樹
ク
ラ
ス
の
、
京

中
衆
庶
が
集
ま
る
法
筵
と
し
て
あ
っ
た
。
本
話
に
つ
い
て
も
、
女
た
ち
（
と

蛇
）
は
「
寺
の
板
敷
に
上
り
て
」「
講
果
て
」
る
ま
で
、
参
列
・
聴
聞
が
可

能
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
貴
賤
衆
庶
に
開
か
れ
た
場
で
、
実
際
に
説
法
・
唱
導
活
動

に
従
事
す
る
僧
徒
は
、
眼
前
に
人
々
の
反
応
を
見
な
が
ら
、
そ
の
任
を
果
た

　

語
り
手
は
こ
の
一
話
の
終
結
部
ま
で
、
周
到
に
ネ
タ
バ
レ
を
回
避
し
て
き

た
。
結
局
本
話
は
、
執
念
深
い
蛇
の
邪
悪
な
振
る
舞
い
を
描
く
も
の
で
は
な

く
、
偶
然
の
出
会
い
が
仏
縁
・
救
済
に
繋
が
る
こ
と
を
語
る
、
現
報
霊
験
説

話
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
語
り
手
の
巧
み
な
話
法
に
引
き
ず
ら
れ
、
蛇
に
よ

る
女
性
侵
害
の
一
段
を
待
望
す
る
（
？
）
心
意
を
抱
い
た
読
者
は
、
邪
な
関

心
の
持
ち
方
を
恥
じ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
何
よ
り
後
ろ
暗
い
思
い
を
す
る
の

は
視
点
人
物
の
女
で
あ
ろ
う
。「
ま
こ
と
に
は
、
お
の
れ
は
田
舎
よ
り
上
り

た
る
に
も
侍
ら
ず
」
と
の
告
白
に
始
ま
り
、
女
は
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
し
て

昨
日
来
の
見
聞
を
語
り
始
め
る
。

　

そ
の
言
葉
の
中
に
は
「
告
げ
奉
り
て
は
我
が
た
め
も
悪
し
き
事
に
て
も
や

あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
恐
ろ
し
く
て
」
な
ど
と
い
っ
た
自
己
弁
護
の
詭
弁
も
含
む

が
、
夢
告
を
受
け
た
女
に
と
っ
て
は
、
夢
の
意
味
を
説
き
明
か
す
〈
夢
解
き
〉

と
し
て
、
そ
の
告
白
は
重
い
意
味
を
持
つ
。
い
か
に
〈
夢
信
仰
〉
が
厚
い
時

勢
に
あ
っ
て
も
、
夢
の
有
意
性
が
了
解
さ
れ
る
に
は
、
本
人
以
外
の
第
三
者

の
証
言
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
、
往
生
伝
の
類
に
も
明
ら
か
だ
。
こ
こ
に
、

第
三
者
の
立
場
か
ら
野
次
馬
的
な
尾
行
を
続
け
た
女
も
、
神
秘
的
な
蛇
（
に

転
生
し
た
女
）
の
報
恩
霊
験
譚
に
、
無
理
な
く
組
み
込
ま
れ
る
に
至
る
。

　

真
相
を
語
り
終
え
た
女
は「
今
よ
り
は
こ
れ
を
つ
い
で
に
何
事
も
申
さ
ん
」

と
話
を
結
ぶ
。
そ
れ
を
承
け
て
語
り
手
は
「
後
は
常
に
行
き
通
ひ
つ
つ
、
知

る
人
に
な
ん
な
り
に
け
る
」
と
簡
潔
に
後
日
譚
め
い
た
情
報
を
付
記
す
る
。



説
話
講
読
『
宇
治
拾
遺
物
語
』 

―
―
第
三
二
話
・
第
五
七
話
を
め
ぐ
っ
て
―
―

二
三

す
」
な
ど
と
語
り
始
め
た
場
面
を
空
想
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
に
は
聴

衆
を
見
回
し
て
、
彼
ら
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
話
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を

適
宜
採
り
込
み
な
が
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
６
）

　

論
拠
薄
弱
な
空
論
・
贅
言
は
慎
む
と
し
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
独
自

説
話
で
あ
る
本
話
が
、
相
当
よ
く
考
え
ら
れ
た
語
り
口
の
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
仔
細
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
才
あ
る
編
者
の
一
回
的
な

著
述
行
為
の
結
果
な
の
か
、
原
話
の
成
立
基
盤
に
関
わ
る
も
の
な
の
か
は
、

容
易
に
判
定
し
難
い
。
た
だ
、『
今
昔
物
語
集
』
の
よ
う
に
体
系
的
に
説
話

を
構
築
し
、
そ
の
構
造
の
中
で
説
話
を
意
義
付
け
提
示
し
て
い
く
類
の
説
話

集
と
、『
宇
治
拾
遺
』
と
で
は
、
説
話
の
扱
い
方
に
自
ず
と
差
が
出
て
く
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

既
に
先
行
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
通
り
、『
宇
治
拾
遺
』
の
説
話

配
列
に
は
、
時
に
明
白
に
時
に
隠
微
な
形
で
、
連
想
の
糸
が
指
摘
で
き
る
と

い
う（

13
）。
し
か
し
、
主
題
を
決
め
た
巻
編
成
や
、
明
示
的
な
説
話
類
集
を

行
わ
な
い
以
上
、『
宇
治
拾
遺
』
に
お
い
て
は
、
次
々
と
繰
り
出
さ
れ
る
説

話
を
予
断
な
し
に
、
変
化
・
変
転
の
相
に
お
い
て
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

も
い
る
。
そ
の
意
想
外
な
説
話
配
列
の
妙
味
と
共
に
、
説
話
一
つ
一
つ
の
中

に
お
い
て
も
、
容
易
に
結
末
を
見
通
せ
な
い
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と

さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
―
―
退
屈
で
難
し
い
話
を
す
れ
ば
、
欠
伸
を
さ
れ
る
。

余
談
が
長
け
れ
ば
話
が
拡
散
し
、
人
々
の
感
動
が
薄
い
。
そ
れ
ら
聴
聞
側
の

人
々
の
あ
か
ら
さ
ま
な
反
応
に
鍛
え
ら
れ
、
人
々
の
関
心
を
話
の
展
開
に
集

中
さ
せ
る
こ
と
に
長
け
た
語
り
手
が
、
本
話
の
背
後
に
透
け
て
み
え
る
よ
う

な
気
も
す
る
。

　

付
言
す
る
と
、
本
話
の
登
場
人
物
は
す
べ
て
無
名
の
女
性
た
ち
で
あ
る
。

雲
林
院
へ
出
向
い
た
二
人
は
も
と
よ
り
、
視
点
人
物
の
女
が
虚
言
を
構
え
て

宿
泊
を
頼
み
込
ん
だ
家
主
も
「
老
い
た
る
女
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、「
行

き
泊
る
べ
き
所
も
候
は
ぬ
」
女
を
快
く
宿
ら
せ
る
善
意
と
、
返
礼
に
「
麻
や

あ
る
、
績
み
て
奉
ら
ん
」
と
自
ら
の
技
能
を
提
供
す
る
女
と
の
、
双
方
向
的

な
扶
助
協
力
の
様
子
が
垣
間
見
え
る
。
本
話
の
後
景
を
成
す
の
は
、
そ
の
よ

う
な
女
た
ち
の
排
他
的
で
は
な
い
、
親
和
的
な
関
係
性
で
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
女
た
ち
の
世
界
に
通
じ
た
人
物
に
対
し
て
、
本
話
の
よ
う
な
説
話

は
十
分
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
発
揮
し
得
た
は
ず
だ
。
想
像
す
る
に
、
こ
の
間
の

事
情
に
明
る
い
僧
徒
の
手
に
よ
っ
て
、
話
中
の
女
た
ち
の
よ
う
な
階
層
の

人
々
が
聴
く
こ
と
も
意
識
し
て
、
構
想
さ
れ
た
の
が
本
話
で
あ
っ
た
と
考
え

た
い
。
想
像
に
想
像
を
重
ね
る
と
、
菩
提
講
の
行
事
が
一
段
落
し
た
後
、
お

も
む
ろ
に
能
説
の
僧
が
「
皆
様
、
今
日
は
よ
く
ぞ
御
聴
聞
に
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
何
事
も
仏
縁
と
い
う
も
の
…
実
は
皆
様
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
寺

に
参
詣
な
さ
ろ
う
と
し
た
方
に
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま



二
四

昔
』
本
文
は
、
源
光
の
勝
利
＝
天
狗
圧
伏
が
、
予
め
告
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

（
５
）
平
清
盛
の
、
福
原
に
お
け
る
物
怪
圧
伏
の
段
を
「
目
競
」
な
ど
と
称
す
る

の
は
、後
代
の
鳥
山
石
燕
『
今
昔 

百
鬼
拾
遺
』（
安
永
十
年
＝
一
七
八
一
年
）

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
便
宜
的
に
呼
称
を
借
用
し
た
。

（
６
）
一
例
を
挙
げ
る
と
、
前
掲
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
小
学
館
）
頭
注
が
、「
右

大
臣
は
、「
外
道
の
術
は
七
日
以
上
は
も
た
な
い
」
と
の
言
い
伝
え
を
思
い

出
し
、
実
否
を
確
か
め
に
赴
き
」
等
と
記
す
の
は
、『
今
昔
』
所
載
話
と
の

混
同
で
あ
り
、『
宇
治
拾
遺
』
説
話
理
解
と
し
て
は
明
ら
か
に
失
考
。

（
７
）
評
価
の
定
ま
っ
た
早
い
時
期
の
論
考
と
し
て
、
田
口
和
夫
「
中
世
的
人
間

像
―
―
宇
治
拾
遺
物
語
「
狂
惑
の
法
師
」
の
解
釈
か
ら
―
―
」（『
説
話
』

１
／
一
九
六
八
年
六
月
）・
中
野
猛
「“
鮭
の
一
二
尺
な
き
や
う
は
”
に
つ

い
て
―
―
宇
治
拾
遺
物
語
の
中
世
的
性
格
―
―
」（「
言
語
と
文
芸
）
76
／

一
九
七
三
年
五
月
」
な
ど
が
あ
る
。

（
８
）『
増
補
改
訂
日
本
説
話
文
学
索
引
』
境
田
四
郎
・
和
田
克
司 

編
（
清
文
堂
・

縮
刷
版
／
一
九
七
六
年
）
よ
り
引
用
。

（
９
）
周
知
の
よ
う
に
、
鈴
鹿
本
綴
じ
代
部
分
の
書
き
込
み
に
「
此
一
条
ハ
尤
コ

ワ
キ
事
也
可
有
覚
悟
」
と
あ
る
こ
と
を
指
す
。

（
10
）
柳
田
國
男
「
己
が
命
の
早
使
ひ
」（
筑
摩
書
房
『
柳
田
國
男
全
集
20
／

一
九
九
九
年
）。

（
11
）
道
成
寺
蔵
『
道
成
寺
縁
起
』
上
巻
末
尾
近
く
、
僧
を
追
う
女
が
完
全
に
蛇

と
変
身
す
る
直
前
、
下
半
身
は
人
間
の
女
性
で
あ
り
な
が
ら
、「
襟
元
か
ら

は
、
に
ょ
っ
き
り
と
鱗
の
生
え
た
蛇
の
生
首
が
の
ぞ
い
て
い
る
」
姿
が
描

か
れ
て
い
る
。
小
松
茂
美
編
集
解
説
「
続
日
本
の
絵
巻
24
」「
桑
実
寺
縁
起
・

道
成
寺
縁
起
」（
中
央
公
論
社
／
一
九
九
二
年
）
83
頁
参
照
。

（
12
）『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
一
六
第
九
話
・
第
三
十
話
等
。

（
13
）
前
掲
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
小
学
館
）
解
説
「
三 

説
話
配
列
の
特
色
」
に,

に
、
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
工
夫
は
、
容
易
に
ネ
タ
バ

レ
し
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
、
標
題
の
選
択
に
も
及
ぶ
か
も
知
れ
な
い
の
で

あ
る
。
や
は
り
『
宇
治
拾
遺
』
の
よ
う
な
説
話
集
を
読
む
際
に
は
、
何
が
語

0

0

0

ら
れ
て
い
る
か

0

0

0

0

0

0

だ
け
で
な
く
、
ど
う
語
ら
れ
て
い
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
も
、
各
説

話
ご
と
に
考
え
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
痛
感
す
る
。
や
は
り
『
宇
治

拾
遺
』
は
、
文
学
と
し
て

0

0

0

0

0

読
む
に
値
す
る
説
話
集
の
古
典
な
の
だ
。

注※
本
稿
で
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
以
下
の
諸
書
に
依
っ
て
い
る
。

・『
今
昔
物
語
集
』
―
―
小
峯
和
明
校
注
『
今
昔
物
語
集 

四
』（
岩
波
新
日
本
古
典

文
学
大
系
／
一
九
九
四
年
）。

・『
宇
治
拾
遺
物
語
』
―
―
小
林
保
治
・
増
古
和
子
校
注
・
訳
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
小

学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／
一
九
九
六
年
）。

（
１
）
田
中
宗
博
「
地
蔵
に
遇
っ
た
尼
の
こ
と
―
―
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
16
話

を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（「
人
文
学
論
集
」
第
９
・
10
集 
大
阪
府
立
大
学
人
文

学
会
／
一
九
九
一
年
三
月
）。

（
２
）
源
光
―
―
（
八
四
六
〜
九
一
三
）
仁
明
天
皇
皇
子
。
醍
醐
天
皇
治
世
の
昌

泰
四
年
（
九
〇
一
）、
菅
原
道
真
左
遷
の
後
任
で
右
大
臣
（
極
官
）。

（
３
）
前
掲
『
今
昔
物
語
集 

四
』
二
一
八
頁
「
天
狗
譚
か
ら
在
俗
の
菩
薩
道
譚
へ

―
―
仏
法
篇
の
終
章
」
参
照
。

（
４
）『
宇
治
拾
遺
』
本
文
に
は
、
柿
の
木
の
仏
が
出
現
し
て
「
五
六
日
」
と
あ
る

が
、『
今
昔
』
に
は
な
い
。
一
方
で
『
今
昔
』
で
は
、
源
光
が
「
外
術
」
の

有
効
期
限
に
つ
い
て「
七
日
ニ
ハ
不
過
ズ
」な
ど
と
認
識
し
て
い
た
と
あ
る
。

こ
れ
は
、『
宇
治
拾
遺
』
の
よ
う
に
「
五
六
日
」
と
あ
る
原
拠
本
文
を
み
て
、

『
今
昔
』編
者
が
操
作
し
作
文
し
た
結
果
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
か
ら
も『
今



説
話
講
読
『
宇
治
拾
遺
物
語
』 

―
―
第
三
二
話
・
第
五
七
話
を
め
ぐ
っ
て
―
―

二
五

研
究
史
の
ま
と
め
が
成
さ
れ
て
い
る
。

付
記
：
本
稿
の
う
ち
、
第
五
七
話
に
関
わ
る
部
分
の
論
旨
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府

立
大
学
人
間
社
会
学
部
言
語
文
化
学
科
（
日
本
言
語
文
化
コ
ー
ス
）
の
二
〇
一
八

年
度
卒
業
生
で
あ
る
則
皮
泰
良
く
ん
の
卒
業
論
文
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
五
十
七

話
「
石
橋
の
下
の
蛇
の
事
」
の
考
察
」
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
本
稿
の
執
筆
着

想
の
起
点
は
、
則
皮
く
ん
の
卒
業
研
究
を
指
導
す
る
過
程
で
、
二
人
で
考
察
・
討

議
を
重
ね
た
記
憶
に
遡
る
。
文
責
が
田
中
に
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
則
皮
く
ん
と

の
共
著
に
近
い
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
論
述
を
進
め
た
。
私
事
で
は
あ
る
が
、
本

学
定
年
退
職
の
時
期
に
当
た
り
、
学
部
専
門
教
育
に
携
わ
っ
た
頃
の
成
果
の
一
端

を
、
こ
こ
に
示
す
こ
と
が
出
来
た
の
を
喜
び
と
し
た
い

（
た
な
か 

む
ね
ひ
ろ
・
本
学
教
授
）


