
でフ

’つ

し

考」

序

ひ
と
つ
の
乙
と
ば
を
取
り
出
し
、
そ
の
乙
と
ば
が
実
際
ど
の
よ
う
に
使
用
さ

れ
た
か
を
出
発
点
と
し
て
、
語
源
・
時
代
的
変
遷
・
散
文
的
語
か
あ
る
い
は
韻

文
的
語
か
・
類
似
語
と
の
比
較
・
辞
書
は
正
し
く
そ
の
意
義
務
｝
伝
え
て
い
る
か

等
の
点
か
ら
、
乙
の
論
文
を
構
成
し
て
い
と
う
と
思
う
。

研
究
課
題
と
し
て
と
り
あ
げ
た
語
は
？
つ
つ
し
」
で
あ
る
が
、
巾
広
く
み
て

い
く
た
め
同
語
の
熟
語
と
み
な
さ
れ
る
「
う
っ
し
色
」
「
う
っ
し
の
香
」
「
う

っ
し
心
」
そ
れ
に
？
つ
つ
し
の
香
」
と
の
比
較
対
象
と
し
て
「
う
つ
り
が
」
も

課
題
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

辞
書
を
検
討
し
た
り
、
用
例
に
あ
た
っ
て
い
る
う
ち
に
で
つ
つ
し
」
を
二
つ

に
分
け
て
考
え
る
仮
説
を
た
て
て
み
た
。
ひ
と
つ
は
「
，
つ
つ
し
う
ま
」
？
つ
つ

し
の
う
ま
」
「
う
っ
し
ぐ
ら
」
「
う
つ
し
の
く
ら
」
の
略
語
と
し
て
の
つ
つ
つ

し
」
、
も
う
ひ
と
つ
は
明
ら
か
に
他
動
詞
四
段
活
用
「
う
っ
す
」
の
連
用
形
名

詞
と
し
て
の
「
宇
つ
つ
し
」
で
あ
る
。
果
し
て
、
乙
の
仮
説
が
証
明
さ
れ
う
る
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
し
か
し
、
乙
と
で
は
紙
面
の

都
合
上
、
主
と
し
て
「
う
つ
し
う
ま
」
「
，
つ
つ
し
の
う
ま
」
「
う
っ
し
ぐ
ら
」

う
つ
し
の
く
ら
」
の
略
語
と
し
て
の
「
，
つ
つ
し
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
を

発
表
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

宮

田

曹、

子

フ
つ
つ
し
」
の
用
例
は
後
に
記
す
表
を
み
て
い
た
だ
け
ば
わ
か
る
よ
う
に
、

き
わ
め
て
僅
少
で
あ
る
。
し
か
し
、
僅
少
と
は
い
え
実
在
し
た
乙
と
は
確
か
で

あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
研
究
も
あ
ま
り
す
す
ん
で
い
な
い
と
と
は
、
こ
れ
を
調

べ
る
乙
と
に
少
な
か
ら
ぬ
意
義
を
み
い
だ
す
も
の
で
あ
る
。
と
乙
で
散
文
と
韻

文
と
に
わ
け
で
用
例
数
を
示
す
。
（
次
頁
）

乙
れ
は
万
葉
集
と
二
十
一
代
集
を
編
纂
さ
れ
た
年
代
順
に
単
純
に
並
べ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
乙
れ
ら
の
勅
撰
集
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
歌
の
詠
ま
れ
た

時
代
と
単
純
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
散
文
の
方
で
底
本
と
し
て
使
用
し
た
も
の
は
岩
波
書
店
刊
の
日
本
古

典
文
学
大
系
、
韻
文
の
方
で
底
本
と
し
た
も
の
は
国
歌
大
観
で
あ
る
。

- 8ー

第
一
章

し
「
う
つ
し
」
の
全
般
的
考
察

ω
国
時
「
ま
め
や
か
に
は
、
御
装
は
い
づ
れ
を
か
奉
ら
む
」
中
将
「
う
つ

し
を
置
き
て
給
で
な
に
せ
む
に
か
、
無
礼
な
り
」
（
宇
津
保
・
初
秋
）

ω
国
時
御
厩
に
三
十
鈴
匹
巴
立
て
る
御
馬
の
中
に
吹
上
の
浜
に
て
得
給
へ
り

し
つ
る
ぷ
ち
に
勝
る
御
馬
な
し
。
そ
れ
に
う
っ
し
置
き
て
、

（
｛
子
津
保
・
初
秋
）

ω宰
相
「
御
厩
の
別
当
右
の
馬
の
助
に
そ
の
御
厩
の
御
馬
の
中
に
、
仲
忠
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つ
ぎ
に
韻
文
の
方
を
み
て
み
る
と

代

し

ご

が

鎌 倉 時 代 平 安 時 代 奈良

霊富 続 五新続続続新新
千詞金後拾 後 古 万

千葉後拾古後勅古 載花葉拾遺 撰 今 葉

載 集撰遺今撰撰今 集集集遺集集集 集

2 

3 

2 4 。

し二」
人
采
ル
〉
（
ひ
）
と
も
各
な
カ
る
べ
き
御
馬
、
移
し
オ
か
せ
給
へ
」

（
宇
津
保
・
初
秋
）

ω
み
や
に
は
、
い
と
多
く
き
こ
え
給
ひ
て
、
み
ま
ゃ
に
、
足
疾
き
御
馬
に

う
っ
し
内
き
て
、
一
夜
の
文
夫
を
ぞ
た
て
ま
つ
れ
給
ふ
。

（
源
氏
・
タ
霧
）

ω
頭
中
将
下
襲
の
し
り
は
さ
み
て
、
移
を
き
た
る
馬
に
の
り
て
お
は
す
る

に

、

（

大

鏡

・

巻

六

）

削
基
俊
の
君
の
連
歌
は
「
っ
き
草
の
’
つ
つ
し
の
も
と
の
く
つ
わ
最
」
な
ど

し

た

る

。

（

今

鏡

・

す

ぺ

ら

ぎ

の

中

）

仰

「

た

Y
い
け
」
と
て
、
薄
色
の
指
貫
は
り
た
る
、
香
の
染
め
布
な
ど
、

納
般
よ
り
と
り
出
だ
さ
せ
給
ひ
て
、
俄
か
に
縫
は
せ
て
、
御
鞠
花
の
枝
に

つ
け
て
、
御
馬
に
’
つ
つ
し
置
き
て
、
（
今
鏡
・
藤
波
の
上
）

ユ

ノ

ヲ

シ

テ

ノ

回

一

リ

キ

ノ

ケ

レ

パ

ニ

キ

ω
俄

此

僧

正

遣

、

夜

内

返

可

参

事

有

、

御

厩

物

驚

ズ

リ

ジ

テ

ナ

ラ

ム

ニ

テ

不

為

畢

不

為

慣

御

馬

移

置

（

今

昔

・

巻

二

二

）

グ

ヌ

ト

テ

ニ

テ

仰
「
日
高
成
。
遅
々
」
云
、
馬
移
置
（
今
昔
・
巻
二
七
）

ヨ

リ

ノ

カ

ノ

三

テ

ケ

ル

ニ

側

左

方

近

衛

舎

人

下

野

公

忠

盛

御

随

身

有

時

、

ノ

ノ

ノ

キ

ヲ

セ

テ

ヌ

ユ

キ

ノ

ヲ

テ

左

競

馬

装

束

微

妙

着

、

艶

馬

微

妙

平

文

移

置

、

（
今
昔
・
巻
二
八
）

帥
寛
治
五
年
五
月
廿
七
日
、
二
条
大
路
に
て
、
は
な
ち
が
ひ
し
け
る
馬
を

取

て

、

移

を

置

て

、

（

古

今

著

・

巻

十

）

同
夜
の
し
ら
／
＼
と
あ
く
る
ほ
ど
に
、
殿
下
く
ろ
さ
馬
に
’
つ
つ
し
を
き
た

る

に

た

て

ま

つ

り

で

、

（

古

今

著

・

巻

十

四

）

帥
緑
を
ば
移
に
ぞ
か
け
ら
れ
け
る
。
（
古
今
著
・
巻
十
五
）

帥

v
つ
つ
し
に
乗
せ
給
ヒ
て
走
ら
せ
給
へ
れ
ば
（
宇
津
保
・
初
秋
）

同
中
将
，
つ
つ
し
に
乗
り
て
、
車
の
鞍
ち
か
ウ
副
ひ
て
立
つ
。
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（
宇
津
保
・
初
秋
）

間
国
時
「
他
男
ど
も
、
う
っ
し
侍
ら
ぬ
も
の
あ
る
を
、
さ
て
奉
ら
む
は
、

俄
に
男
ど
も
煩
ひ
侍
り
な
む
。
」
（
宇
津
ー
保
・
初
秋
）

以
上
「
v

つ
つ
し
」
の
用
例
十
六
例
中
、

ωj帥
の
用
例
は
較
、
帥
闘
は
馬
、

残
る
聞
は
鞍
と
も
馬
と
も
、
そ
の
両
者
と
も
と
れ
る
。
略
語
ア
つ
つ
し
」
を
馬

か
鞍
か
に
判
別
す
る
手
掛
り
は
、
後
接
動
詞
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
す
な
は
ち
、

川

ωωωωωωω
側

ωω
の
後
接
動
詞
は
「
置
く
」
で
、
明
ら
か
に
そ
の
弓

〈
注
1
V

え
の
名
詞
？
つ
つ
し
」
は
「
鞍
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
同
も
「
月
草
の
色
う

つ
ろ
ひ
し
下
に
轡
最
帰
く
」
の
意
で
、
月
草
に
は
馬
の
つ
き
毛
、
う
っ
し
に
は

移
鞍
を
か
け
、
轡
と
と
も
に
馬
の
緑
語
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
。
同
も
「
鞍

」
を
と
っ
て
別
段
不
審
は
な
い
。
帥
の
後
接
動
詞
は
「
乗
る
」
で
、
乙
れ
は
明

ら
か
に
そ
の
う
え
の
名
詞
ヲ
つ
つ
し
」
は
「
馬
」
で
あ
る
。
問
題
は
闘
で
で
つ

つ
し
侍
ら
ぬ
」
と
は
「
馬
を
持
っ
て
い
な
い
」
「
鞍
を
持
っ
て
い
な
い
」
あ
る

い
は
「
馬
・
鞍
両
方
と
も
持
っ
て
い
な
い
」
と
三
と
お
り
の
解
釈
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
用
列
に
よ
っ
て
確
か
に
ア
つ
つ
し
」
と
い
う
語
が
存
在
し
、
馬
や

較
に
関
係
す
る
語
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
つ
つ
つ
し
」
を

単
純
に
動
詞
「
移
す
L

の
連
用
形
名
詞
と
断
定
で
き
な
い
理
由
を
以
下
述
べ
る

こ
と
に
す
る
。

2. 

う
っ
し
馬
子
つ
つ
し
の
馬
）
考
察

「v
つ
つ
し
馬
」
あ
る
い
は
「
v

つ
つ
し
の
馬
」
と
は
っ
き
り
あ
る
の
は
、

ω
御
烏
帽
子
直
垂
な
が
ら
、
移
の
馬
に
乗
給
て
、
（
宇
治
拾
遺
）

ω
vつ
つ
し
馬
ど
も
引
き
出
だ
し
て
、
宿
直
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
十
鈴
人
ば
か
り

し

て

参

り

給

ふ

。

（

源

氏

・

東

屋

）

③
御
厩
よ
り
、
移
馬
ど
も
引
き
た
り
。
（
宇
津
保
・
藤
原
の
君
）

④
仁
平
元
年
九
月
七
日
，
賀
茂
行
幸
に
、
樋
口
東
洞
院
に
て
、
左
大
臣
の

移

馬

の

居

飼

（

古

今

著

）

削
拝
賀
の
夜
、
く
せ
も
な
き
一
馬
を
移
馬
に
ひ
か
れ
け
る
に
（
古
今
著
）

附
殿
下
よ
り
唐
の
御
車
、
移
し
の
罵
な
ん
ど
参
ら
せ
ら
る
。

（
平
家
・
厳
島
御
幸
）

「
移
し
馬
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
、
ど
の
六
例
の
場
面
状

況
を
観
察
し
て
み
る
と
、

ωは
伴
大
納
言
が
応
天
門
を
焼
い
た
と
い
う
と
と
で

罪
せ
ら
る
と
聞
い
た
忠
仁
公
（
藤
原
良
一
民
）
が
、
お
ど
ろ
い
て
御
烏
帽
子
直
垂

の
ま
ま
「
移
の
馬
」
に
飛
び
の
っ
て
北
の
陣
（
朔
平
門
）
ま
で
か
け
つ
け
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
岩
波
大
系
木
「
宇
治
恰
遺
物
語
」
の
頭
注
に
お
い
て
は
、

「
移
の
馬
と
は
諸
国
の
牧
か
ら
馬
寮
に
徴
し
移
さ
れ
た
馬
」
と
な
っ
て
い
る
。

ωは
浮
舟
を
み
つ
け
て
匂
宮
が
迫
ま
っ
て
き
た
の
で
、
乳
母
や
右
近
等
が
困
惑

し
て
い
る
折
、
明
石
中
宮
御
悩
の
使
者
で
匂
宮
は
急
い
で
内
裏
に
お
い
で
に
な

る
。
そ
の
お
い
で
に
な
る
時
「
う
っ
し
馬
」
ど
も
を
引
き
出
し
て
宿
直
を
し
て

い
た
人
十
数
人
ば
か
り
で
参
内
な
さ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
岩
波

大
系
本
「
源
氏
物
語
五
」
の
頭
注
に
お
い
て
は
v

つ
つ
し
罵
の
と
ど
ろ
に
「
乗
り

か
え
用
の
馬
な
ど
を
」
と
あ
る
、
そ
し
て
補
注
に
で
つ
つ
し
馬
は
『
移
鞍
の

馬
」
で
あ
る
。
移
鞍
は
、
乗
り
か
え
用
の
鞍
の
意
で
あ
る
が
、
移
鞍
を
置
い
た

馬
在
移
馬
と
言
っ
た
。
」
と
な
っ
て
い
る
。

ωは
絵
解
の
部
分
で
第
二
の
両
市
の
説
明
で
あ
る
。
場
所
は
正
頼
と
大
宮
の
す

む
北
の
大
殿
。
正
頼
が
朝
廷
へ
参
内
し
よ
う
と
準
備
を
急
い
で
い
る
と
こ
ろ

で
、
馬
屋
か
ら
「
v

つ
つ
し
馬
」
ど
も
を
引
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
岩
波
大

系
本
「
宇
津
保
物
語
こ
の
頭
注
に
お
い
て
は
で
つ
つ
し
馬
は
v

つ
つ
し
と
も
い

っ
て
、
の
り
か
え
の
馬
・
副
馬
。
官
人
が
其
所
属
の
本
司
か
ら
給
せ
ら
れ
る
馬
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寮の馬」となっている。

ωは仁平元年九月七日、賀茂の行幸に、樋口東洞院で左大臣（藤原
頼長）の「移馬」の居飼があたりにいた雑人を追い払ったと乙ろ、

太万をぬいたものが二人、大臣の馬前に走りよってきたところであ

る。岩波大系本「古今著聞集」の頭注には「諸国の牧から馬寮にめ

し移された馬。馬寮から役人に乗用として支給された馬。乗りかえ

用の馬。移しの鞍をおいた馬等諸説がある」となっている。

ωは小松内大臣（平重盛）が内大臣におなりになった時の拝賀の
夜、悪いくせのない馬を「移馬」として引出物に出されるというこ

とになったのを番長の国方が、集まった者たちの期待を裏切る乙と

になると近習の者たちに不満を洩らしているところである。岩波大

系本の注はωと同じである。
ωは三月十七日、厳島御幸の御出発というととで、入道相国の北の

方、二位殿のお屋敷である八条大宮へ御幸がありその日すぐに厳島

の御神事が始められる。その日の夕方に関白基俊殿から唐腐のお車

と、移しの馬などをお送りするところである。岩波大系本『平家物

語（上〉』の頭注においては「諸国の牧場に放ち飼いしである馬を

馬寮に移して飼っておく馬」とある。

以上の場面状況から「移馬」使用の分

類表をつくってみるとつぎのようにな
る。

行き先 書名 頻度

私 内裏
源古宇治拾
今氏著

3 
用

-0: 賀厳茂島
古王子今津保著家 3 

用 内裏

乙
こ
で
私
用
・
公
用
と
わ
け
た
の
は
、
大
系

本
の
頭
注
お
よ
び
補
注
に
お
い
て
は
フ
つ
つ
し

馬
」
は
公
有
の
も
の
を
宮
人
に
賜
わ
る
馬
と
注

し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
た
だ

『
源
氏
物
語
（
五
）
』
の
補
注
は
乙
れ
ら
と
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
宇
津
保
物

語
・
源
氏
物
語
の
用
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
馬
に
鞍
を
も
置
か
ず
厩
に
飼
っ
て

お
い
た
馬
を
ヲ
つ
つ
し
馬
」
と
い
っ
て
い
る
。
乙
れ
に
よ
っ
て
「
移
し
の
鞍
」

を
お
い
た
馬
が
移
し
馬
と
い
う
こ
の
説
は
あ
た
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

公
有
の
も
の
を
賜
わ
る
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
使
途
は
お
の
ず
か
ら
公
事
の

た
め
に
と
解
釈
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
用
例
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
い
か
に
解
釈
し
て
み
て
も
公
事
の
た
め
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
と
に
も
移

馬
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
乙
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
も
う
少
し
文
献
を
み

八
注
Z
V

て
い
く
こ
と
に
す
る
。
『
世
俗
浅
深
秘
抄
（
上
）
』
に
、

上
皇
幸
時
。
不
ν
然
近
習
殿
上
人
。
路
頭
供
奉
問
。
必
不
レ
依
ニ
位
階
一
。

雄
二
下
蕗
一
供
下
奉
自
ニ
我
位
一
上
上
例
也
。
ー
中
略
｜

同
時
随
身
不
参
時
。
移
馬
引
ニ
御
車
後
一
。
是
尋
常
事
也
。

『
明
月
記
』
に
、

文
暦
二
年
二
月
九
日
（
略
）
十
六
日
（
略
）
巳
時
許
出
円
。
先
前
駈
笠
持
嫡

次
移
馬
舎
人
二
人

乙
の
二
例
で
は
、
移
馬
は
行
例
（
行
幸
の
）
に
加
わ
っ
て
馬
だ
け
が
副
馬
と
し

て
歩
い
て
い
る
。
前
述
の
用
例
に
お
い
て
は
、
引
出
物
と
し
て
出
さ
れ
た
り
、

ま
た
移
馬
に
乗
っ
た
り
し
て
い
る
。
乙
れ
だ
け
で
は
前
述
の
疑
問
の
解
答
は
え

ら
れ
そ
う
に
も
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
と
乙
で
抑
々
「
移
馬
」
と
は
何
で
あ
る

の
か
と
い
う
原
初
的
問
題
に
か
え
っ
て
み
る
。

〈
注
S
V

『
延
喜
式
』
の
「
左
右
馬
寮
」
の
項
に
、

風
諸
節
及
行
幸
応
レ
周
二
国
飼
御
馬
一
。
掛
ニ
量
須
数
一
奏
問
。
乃
下
一
一
官
符
一

令
進
。
唯
牧
放
飼
馬
者
。
寮
移
ニ
当
同
一
。
国
即
令
牧
子
牽
送
。

と
み
え
、
又
そ
の
注
に
、
但
摂
津
国
鳥
養
牧
。
豊
島
牧
不
ν
移
ニ
当
同
一
。
寮
直

放
繋
。
と
あ
る
の
を
合
い
考
え
れ
ば
、
左
右
馬
寮
よ
り
移
文
を
作
っ
て
同
々
に
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放
飼
う
馬
を
め
す
ζ

と
に
よ
り
乙
の
馬
を
’
つ
つ
し
馬
と
い
う
と
と
な
の
で
あ

八
注
4
V

る
。
『
古
今
要
覧
稿
』
に
お
い
て
は
「
乗
る
人
が
変
り
常
な
き
故
に
’
つ
つ
し
馬

八
注
5
V

と
い
ふ
」
と
記
し
て
い
る
。
『
後
松
日
記
』
に
は
、
「
昔
、
宮
人
が
公
事
の
た

め
に
、
そ
の
所
属
す
る
本
司
か
ら
馬
寮
に
移
牒
を
以
て
馬
を
賜
わ
る
、
そ
の
’
つ

つ
し
か
ら
’
つ
つ
し
馬
の
名
が
で
た
」
な
ど
と
異
説
が
多
い
。
で
あ
る
か
ら
、
こ

と
で
ア
つ
つ
し
馬
と
は
」
と
断
定
で
き
あ
根
拠
は
ほ
と
ん
ど
な
い
わ
け
で
あ
る

が
、
調
べ
た
範
囲
で
い
ち
応
の
結
論
を
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
は
じ
め
は
『
延
喜

式
』
に
も
述
べ
て
あ
る
よ
う
な
官
馬
を
い
っ
た
も
の
で
、
そ
の
使
途
は
行
列
に

加
わ
っ
て
罵
だ
け
が
副
馬
と
し
て
歩
い
た
り
、
ま
た
、
乗
っ
た
り
す
る
馬
で
あ

っ
た
こ
と
に
違
い
は
あ
る
ま
い
。
時
代
の
変
遷
に
つ
れ
て
、
所
属
本
司
か
ら
給

付
す
る
と
い
う
制
度
が
く
ず
れ
て
私
有
の
馬
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
も
「
移

し
馬
」
と
い
う
言
葉
だ
け
は
残
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
使
途
は
公
用
の
場

合
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
私
用
の
場
合
も
内
裏
に
関
す
る
と
と
で
あ
っ
た
ら
「
移

し
馬
」
を
用
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
？
つ
つ
し
馬
」
の
で
つ
つ
し
」
の
意
義
語
源
説
を
ま
と
め
て
み
る

と
円
「
う
っ
し
」
は
昔
、
官
人
が
公
事
の
た
め
に
そ
の
属
す
る
本
司
か
ら
馬

寮
に
移
牒
を
も
っ
て
馬
を
賜
わ
る
と
と
、
そ
の
ア
つ
つ
し
」
か
ら
「
，
つ
つ

し
馬
」
の
名
が
で
た
。

日
日
野
飼
の
馬
を
馬
寮
の
命
に
よ
り
移
す
。

持
乗
る
人
が
変
わ
り
常
な
き
馬
ゆ
え
に
う
つ
し
馬
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
諸
説
が
あ
る
が
、
今
の
と
と
ろ
ど
れ
と
も
断
定
の
し
よ
う
は
な

p
v
 q

山
，
つ
つ
し
鞍
〈
う
つ
し
の
鞍
）
考

う
っ
し
鞍
、
あ
る
い
は
、
う
つ
し
の
鞍
と
は
っ
き
り
あ
る
の
は
、

的
殿
上
人
酔
ひ
み
だ
れ
で
、
お
の
／
＼
此
馬
に
、
移
し
の
鞍
置
き
て

（
宇
治
拾
遺
〉

ω移
の
鞍
二
十
具
、
鞍
か
け
に
か
け
た
り
け
り
。
公
子
治
拾
遺
）

「
序
」
に
記
し
た
表
を
み
て
も
わ
か
る
ζ

と
で
あ
る
が
、
う
つ
し
馬
の
場
合

「v
つ
つ
し
」
で
馬
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
が
二
例
ヲ
つ
つ
し
馬
」
と
あ
る
も
の

が
六
例
で
、
そ
の
百
分
率
は
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
対
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
う
つ
鞍
の
場
合
は
で
つ
つ
し
」
で
鞍
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
が
十

三
例
「
亨
つ
つ
し
の
鞍
」
と
あ
る
も
の
が
二
例
、
そ
の
百
分
率
は
八
七
パ
ー
セ
ン
ト

対
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
略
語
？
つ
つ
し
」
の
使
用
度
が
逆
転
し
て
い
る
。
こ
れ

が
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ひ
と
つ
い
え
る
乙
と
は
、
す
な
は
ち
、
馬
に
関
し
て

は
？
つ
つ
し
馬
」
で
、
鞍
に
関
し
て
は
「

P

つ
つ
し
」
で
と
い
う
よ
う
に
、
文
学

作
品
で
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
と
ば
の
意
味
の
暖
味
さ
を
防
ぐ
た
め

と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
と
れ
も
宇
津
保
物
語
や
源
氏
物

語
に
お
い
て
は
、
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

抑
々
、
「
移
鞍
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
以
下
述
べ
て
い

く
と
と
に
す
る
。

〈
注
6
V

移
鞍
の
体
裁
製
法
に
つ
い
て
『
御
襖
行
幸
服
飾
部
類
』
に
、

寿
永
元
信
範
記
云
。
摂
政
殿
令
二
参
内
一
給
。
御
装
束
如
レ
常
。
云
々
随
身
云

々
騎
一
一
喜
一
。
移
譲
螺
銅
橋
鰹
二
号
豹
文
彩
色
町
醤
一
塁
側

赤
地
唐
錦
。
渡
皮
同
力
革
散
物
鐙
。
大
奈
女
藍
革
縁
（
略
）

覆
輪
一

八
詑

7
V

『
諸
鞍
目
白
巴
に

移
ト
云
ハ
。
覆
輪
打
付
タ
ル
鉢
鞍
也
。
ニ
ツ
白
木
ヲ
掛
タ
リ
園
内
ハ
朱
ヲ
サ

シ
テ
。
外
ハ
黒
塗
ナ
リ
。
〈
略
〉
行
幸
ノ
時
ハ
。
公
卿
殿
上
人
モ
此
鞍
－
一
乗
ル

ナ
リ
。
随
身
ハ
此
鞍
－
一
乗
ル
。
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と
あ
る
。
乙
れ
ら
か
ら
推
察
す
る
と
移
鞍
は
唐
鞍
・
水
干
鞍
・
前
駈
鞍
等
と
並

八
注
8
V

ぷ
鞍
の
一
種
の
名
だ
と
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
吾
妻
鏡
』
を
み
る
と
、

建
久
六
年
三
月
十
三
日
戊
成
。
（
中
略
）
奥
州
征
伐
之
時
以
下
所
二
著
給
一
之

甲
胃
井
鞍
馬
三
疋
金
銀
等
上
被
レ
贈
ニ
和
卿
一
賜
ニ
甲
胃
一
為
ニ
造
営
釘
料
一
施
二

入
手
如
藍
一
止
ニ
鞍
一
口
一
。
為
ニ
手
掻
会
十
列
之
移
鞍
一
同
寄
二
進
之
二
広

。々
と
あ
り
、
乙
れ
は
頼
朝
が
、
奥
州
征
伐
の
時
用
い
た
鞍
を
陳
和
卿
に
贈
っ
た
の

で
、
和
卿
は
東
大
寺
に
寄
進
し
て
十
列
の
移
鞍
と
な
し
た
。
合
戦
の
時
に
用
い

た
鞍
を
移
鞍
と
し
た
も
の
で
、
「
移
鞍
」
と
い
う
も
の
が
別
に
制
約
を
v
つ
け
て

つ
く
っ
た
鞍
で
な
い
乙
と
が
わ
か
る
。
乙
ζ

で
問
題
に
な
る
の
は
『
諸
鞍
日

記
』
は
、
た
Y
金
沢
称
名
寺
よ
り
享
保
年
中
に
発
見
さ
れ
た
と
い
う
ば
か
り

で
、
成
立
年
代
も
作
者
も
不
詳
な
の
で
あ
る
。
と
ど
で
も
う
ひ
と
つ
資
料
と
し

〈
注
9
V

て
『
西
宮
記
』
を
み
て
み
る
と
そ
の
「
大
嘗
会
御
旗
」
の
項
に
、

近
衛
次
将
乗
ニ
移
鞍
一
。
結
ニ
唐
尾
一
。
近
衛
次
将
移
馬
。

と
あ
る
の
を
み
る
と
「
移
鞍
」
と
い
う
の
は
近
衛
次
将
が
大
嘗
会
御
膜
行
幸
の

時
に
乗
用
す
る
鞍
で
、
そ
れ
は
移
馬
に
置
く
鞍
で
あ
る
か
ら
で
つ
つ
し
鞍
」
と

い
う
の
で
あ
る
。
と
の
頃
は
ま
だ
「
移
馬
」
が
官
馬
と
し
て
給
付
さ
れ
て
い
た

と
恩
わ
れ
る
か
ら
「
う
つ
し
鞍
」
も
同
じ
く
寮
の
も
の
で
あ
っ
た
と
と
は
想
像

八
注

m
v

さ
れ
る
。
h

次
に
『
『
飾
抄
』
を
み
て
み
る
と
、

近
衛
次
将
乗
二
用
平
文
移
二
円
中
略
）
左
右
次
将
各
一
人
用
ニ
寮
移
ぺ
近

代
面
々
新
調
用
ν
之
。
宿
老
次
将
或
乗
－
一
和
鞍
一
。

『
飾
抄
』
は
、
土
御
門
大
納
言
久
我
通
方
の
作
で
あ
る
。
通
方
卿
は
、
嘉
禎
元

年
一
月
よ
り
二
年
四
月
ま
で
大
納
言
で
あ
っ
た
乙
と
が
『
公
卿
補
任
』
に
よ
っ

て
知
る
乙
と
が
で
き
る
。
で
あ
る
か
ら
、
乙
れ
よ
り
寮
の
も
の
を
用
い
な
い
で

私
的
に
新
調
す
る
ζ

と
も
と
の
頃
か
ら
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
古
今

要
覧
稿
』
に
お
い
て
は
「
人
に
か
し
て
の
ら
し
む
る
よ
り
か
な
ら
ず
近
国
の
牧

に
う
つ
し
飼
ふ
と
と
は
な
け
れ
ど
も
v
つ
つ
し
む
ま
と
い
ふ
も
の
あ
る
よ
り
、
終

に
の
る
人
の
常
な
き
も
の
を
さ
し
て
ァ
う
つ
し
鞍
と
い
ふ
」
と
あ
る
。

以
上
の
と
と
が
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

付
唐
鞍
等
と
並
ぶ
鞍
の
一
種

口
移
馬
に
用
い
る
鞍

①
は
じ
め
は
寮
の
も
の

②
あ
と
で
は
私
物
と
し
て
新
調

同
乗
る
人
の
常
な
き
鞍

と
の
よ
う
に
諸
説
が
あ
っ
て
、
用
例
ひ
と
つ
／
k
、
に
あ
て
は
め
て
み
て
も

ヲ
つ
つ
し
の
鞍
」
で
あ
げ
た
ヨ
子
治
拾
遺
物
語
』
の
用
例
で
は
、
前
記
の
諸
説

に
該
当
す
る
も
の
が
な
く
、
と
の
場
合
は
た
Y
乗
り
か
え
用
の
鞍
と
解
し
た
方

が
い
ち
ば
ん
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
岩
波
大
系
本
の
頭
注
に
お

い
て
は
、
前
記
コ
説
を
踏
襲
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
『
宇
津
保
物

語
』
に
お
け
る
。

同
時
ま
め
や
か
に
は
、
御
装
束
は
い
づ
れ
を
か
奉
ら
む

中
将
，
つ
つ
し
を
置
き
て
給
へ
。
な
に
せ
む
に
か
無
礼
な
り
。

を
み
る
と
、
仲
忠
（
中
将
）
と
国
時
と
の
乙
の
問
答
、
特
に
仲
忠
が
で
つ
つ
し

鞍
」
を
卑
下
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
点
は
依
然
と
し
て
解
け
な
い
の
で
あ

る。
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結

び

紙
面
の
都
合
上

第
二
章
他
動
詞
「
う
っ
す
」
の
連
用
形
名
詞
と
し
て
の
「
，
つ
つ
し
」

1

染
料
・
染
色
関
係
の
で
つ
つ
し
」



ー
香
に
関
す
る
「
う
つ
し
」

1

移
し
の
香
と
移
香

第

三

章

「
v

つ
つ
し
」
に
関
す
る
熟
語
「
，
つ
つ
し
ご
と
ろ
」
」
う
っ
し
い

ろ」は
省
く
こ
と
に
す
る
。

人
注
V

板
橋
倫
行
絞
注
「
今
鏡
」
町
朝
日
新
聞
社
刊
日
本
古
典
全
書

群
書
類
従
第
二
十
六
巻
「
世
俗
浅
深
秘
抄
上
」
仰
頁

輔
一
伽
国
史
大
系
「
延
喜
式
後
篇
」
左
右
馬
寮
同
一
貝

頁

2. 3. 

古
川
弘
文
館

お
伽
草
子
の
性
格
に
て〉

し、

て
の

恋

愛

物

を

序

室
町
時
代
よ
り
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
作
ら
れ
た
お
伽
草
子
は
、
政
権
が

貴
族
か
ら
氏
士
へ
と
移
動
し
た
鎌
倉
時
代
後
の
、
め
ま
ぐ
る
し
い
変
遷
時
期
の

文
学
と
し
て
種
々
の
特
色
が
み
ら
れ
る
。

南
北
朝
の
争
乱
後
、
下
組
上
と
い
う
風
潮
が
生
れ
公
家
は
没
落
の
色
を
呈
し

始
め
た
。
そ
の
反
面
、
著
し
く
殆
頭
し
た
地
方
豪
族
、
下
級
武
士
、
富
裕
町
人

4. 

古
今
要
覧
橋
器
材
部
馬
具
閉
山
頁

今
泉
定
介
編
故
実
叢
書
「
後
松
日
記
」

弘
文
館

5. 10 9. 

群今増新続群
書泉補訂群書
類定図書類
従介史類従
「編大従「
飾故系武御
抄実「家穣
」叢吾部行

書妻二幸
「鏡十・
西」五服
宮 536「飾
記頁諸部
」 鞍類

日第
記三
Lーー し一－

162 410 
頁 頁

6. 7. 8. 

古
川
弘
文
館

f
l
h
M
V
J＼
『
口

μ

コh
ム
ベ
ノ
ゐ
H
A

考
察
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中

心

lこ

同
文
科
四
年
三
十
五
号

典

子

日

中

は
、
経
済
力
、
社
会
的
地
位
の
上
昇
に
伴
い
文
化
的
教
養
を
身
に
つ
け
よ
う
と

し
、
彼
ら
の
要
求
に
応
え
て
、
王
朝
物
語
を
模
倣
し
た
も
の
、
民
間
説
話
、
民

間
伝
承
、
神
伝
普
及
を
目
的
と
し
た
神
仏
の
功
徳
や
本
地
の
由
来
な
ど
が
、
国

語
風
の
口
語
り
や
、
絵
巻
物
、
奈
良
絵
本
と
共
に
、
次
第
に
書
写
さ
れ
て
い
っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
主
朝
物
語
が
貴
族
中
心
で
あ
っ
た
の
が
、
お
伽
草
子
で

は
武
士
、
僧
侶
、
庶
民
も
多
く
登
場
し
、
更
に
、
異
類
ま
で
登
場
し
て
多
種

多
様
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
舞
台
も
さ
ま
ざ
ま
に
な
り
、
内
容
も
、
恋
愛
物
を




