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『
古
今
著
聞
集
』

は、

編
者
橘
成
季
が
自
ら
示
し
て
い
る
よ
う
に、

説

話
集
や
日
記
か
ら
説
話
を
採
録
す
る
の
み
で
な
く、

周
囲
の
人
物
か
ら
直

(
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)

 

接
取
材
し
て
成
っ
た
説
話
集
で
あ
る。
『
著
聞
集
』

の
成
立
基
盤
を
考
え

る
に
あ
た
っ
て
は、

諸
資
料
と
照
ら
し
合
せ
て
出
典
考
証
を
す
る
の
み
で

な
く、

成
季
の
交
流
を
探
り、

取
材
源
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る。

た
だ
し、

成
季
の
実
像
は
ほ
ぽ
分
か
っ
て
お
ら
ず、

そ
の
交
流
範
囲
に

つ
い
て
も
判
然
と
し
な
い。

外
部
資
料
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は、

九
条
道
家

(
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に
近
仕
し
（
明
月
記）、

藤
原
孝
道
を
音
曲
の
師
と
し
て
い
た
（
文
机
談）

と
い
う
程
度
で
あ
ろ
う。

結
局、
『
著
聞
集
』

が
成
季
を
知
る
最
良
の
資

料
と
な
る。

す
な
わ
ち、

取
材
源
に
つ
い
て
は
『
著
聞
集
』

自
体
か
ら
類

推
す
る
他
な
い
の
で
あ
る。

外
部
資
料
か
ら
の
保
証
が
得
ら
れ
ず、

蓋
然
性
に
留
ま
る
こ
と
と
は
い

え、

取
材
源
を
探
る
試
み
が
無
益
と
は
思
わ
な
い。

結
論
を
先
取
り
す
る

は
じ
め
に

橘
成
季
と
後
鳥
羽
院
近
臣

『
古
今
著
聞
集』

一
、
交
野
八
郎
説
話

と、

取
材
源
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
成
季
の
交
流
範
囲
を
考
え
る
こ
と
に

よ
っ
て、
『
著
聞
集
』

に
『
十
訓
抄
』

か
ら
大
部
の
抄
入
が
な
さ
れ
て
い

る
意
味
に
つ
い
て、

若
干
の
見
通
し
を
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る。

以
上
の

こ
と
を
踏
ま
え、

考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い。

『
著
聞
集
』

に
は
後
烏
羽
院
に
関
す
る
説
話
が
少
な
く
な
く、

天
皇
と

(
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し
て
は
最
多
の
二
十
三
話
を
数
え
る。

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
独
自
説
話
と

な
っ
て
い
る
の
は、

現
存
し
な
い
資
料、

あ
る
い
は
未
見
の
も
の
に
依
拠

し
て
い
る
可
能
性
は
留
保
さ
れ
る
に
せ
よ、

や
は
り
少
な
か
ら
ず
を
口
承

に
依
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う。

巻
十
二
倫
盗
篇
四
三
六
話
は
出
典
未
詳

の
後
鳥
羽
院
説
話
の
―

つ
で
あ
る。

後
鳥
羽
院
の
御
時、

交
野
八
郎
と
い
ふ
強
盗
の
張
本
あ
り
け
り。

今
津
に
宿
り
た
る
よ
し
聞
し
め
し、

西
面
の
裁
を
遣
は
し
て、

か
ら

め
召
さ
れ
け
る
時、

や
が
て
御
幸
な
り
て、

御
舟
に
め
し
て
御
覧
ぜ

『
十
訓
抄』

旅

田

孟



ら
れ
け
り。

か
の
や
つ
は
究
党
の
も
の
に
て、

か
ら
め
て
四
方
を
ま

き
て
攻
む
る
に、

と
か
く
ち
が
ひ
て
い
か
に
も
か
ら
め
ら
れ
ず。

御

舟
よ
り
上
皇
身
づ
か
ら
櫂
を
と
ら
せ
給
て、

御
お
き
て
あ
り
け
り。

そ
の
と
き
則
ち
か
ら
め
ら
れ
に
け
り。

水
無
瀬
殿
へ

参
り
た
り
け
る
に、

め
し
す
ゑ
て、
「
い
か
に
汝
ほ

ど
の
や
つ
は、

こ
れ
ほ
ど
や
す
く
は
据
め
ら
れ
た
る
ぞ」

と
御
尋
ね

あ
り
け
れ
ば、

八
郎
申
し
け
る
は
…

そ
の
後、

交
野
八
郎
は
後
鳥
羽
院
に
気
に
入
ら
れ、

御
幸
に
付
き
従
う

ま
で
に
な
っ
た
と
続
く。

本
話
は、

説
話
と
し
て
は
他
苔
に
見
な
い
な

が
ら、

同
一

事
件
と
思
し
き
記
事
が
『
明
月
記
』

に
載
る。

建
永
元
年

(
―
二
0
六）

九
月
十
二
日
条
に
は、

後
烏
羽
院
一

向
が
交
野
へ

狩
に
行
っ

た
と
あ
り、

翌
十
三
日
条
に
「
今
夜
於
今
津
辺、

被
溺
強
盗。

密
々
御
船

御
見
物。

人
不
知
之
云
々
」

と
今
津
で
の
強
盗
捕
縛
に
つ
い
て
の
記
事
が

見
え
る。

翌
日
条
に
は
「
夜
部
盗
有
御
覧
〈
義
成
預
云
々
〉
」

と
あ
る。

『
著
聞
集
』

と
麒
師
す
る
情
報
は
認
め
ら
れ
ず、

同
一

事
件
を
伝
え
る
も

の
と
見
て
よ
か
ろ
う。

事
件
の
概
要
の
み
を
伝
え
る
『
明
月
記
』

に
比
し
て、
『
著
聞
集
』

は

相
当
に
詳
細
で
あ
る。

日
記
と
説
話
集
と
で
は
資
料
の
性
格
が
異
な
る
た

め、

情
報
址
の
差
を
論
じ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
有
意
と
言
え
な
い
に
せ

よ、
『
著
聞
集
』

で
強
盗
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き

已

な
い
。

捕
縛
の
様
子
な
ど
は
と
も
か
く、

定
家
が、

強
盗
の
名
前
を
知
り

な
が
ら
言
及
し
な
い
と
は
考
え
が
た
い
。

例
え
ば、

次
節
で
見
る
伊
予
国

の
博
突
者
天
竺
冠
者
は
『
明
月
記
』

で
も
そ
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る。

や
は
り
定
家
は、

交
野
八
郎
の
名
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か。

事
件
内
容
や
後
1
諏
と
い
っ
た
も
の
な
ら、

伝
承
過
程
で
潤
色
が
加
え

ら
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
ろ
う
が、

著
名
で
も
な
い
人
物
の
名
が
貼
り
付
け

ら
れ
る
な
ど、

ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。

勝
手
に
創
作
さ
れ
る
と
も
思
え
な

い
。

強
盗
の
名
は、

事
件
に
通
じ
た
人
物
で
な
け
れ
ば
伝
承
し
え
な
い
事

柄
と
言
え
よ
う。

よ
っ
て、
『
著
聞
集
』

の
交
野
八
郎
説
話
は、

少
な
く

と
も
強
盗
の
名
を
知
っ
て
い
る
程
度
に
は
事
件
に
通
じ
て
い
る
人
物
か
ら

の
伝
承
と
見
る。

取
材
源
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
渡
辺
党
で
あ
る。

渡
辺
党
は
淀

川
水
系
の
渡
辺
を
拠
点
と
し
た
武
士
団
で、
『
著
聞
集
』

の
一

取
材
源
で

あ
っ

た
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る。

渡
辺
翔
な
ど、

渡
辺
党
は
後

鳥
羽
院
西
面
に
名
を
連
ね
て
お
り、

随
身
で
あ
る
成
季
と
は
職
掌
も
近
い

の
で、

自
ず
と
交
流
の
機
会
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う。

さ
て、

八
郎
捕
縛
の
場
で
あ
る
今
津
は、

河
音
能
平
氏
に
よ
っ
て
現
在

(
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の
大
阪
府
柱
本
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た。

今
津
は
淀
川
水
系

に
屈
し、

渡
辺
党
の
支
配
領
域
と
は
言
え
な
い
ま
で
も、

十
分
に
勢
力
圏

内
と
見
倣
せ
る。

ま
た、

捕
縛
は
水
上
で
行
わ
れ
た
も
の
で、

水
軍
と
し



橘
成
季
と
後
鳥
羽
院
近
臣
|
|＇
『
古
今
著
聞
集』
と
『
＋
訓
抄』

ー

て
の
性
格
を
有
す
る
渡
辺
党
の
協
力
は
要
請
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

る。
加
え
て、
捕
膊
に
際
し
て
西
面
の
武
士
が
遣
わ
さ
れ
た
と
『
著
聞

集』
に
あ
る
こ
と
も、
渡
辺
党
が
事
件
に
関
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を

窺
わ
せ
る。
と
い
う
よ
り、
状
況
か
ら
す
れ
ば、
渡
辺
党
が
今
津
に
い
た

こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
と
言
え
る。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と、
渡
辺

党
を
取
材
源
と
す
る
立
場
に
は一
定
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
よ
う。

し
か
し
そ
れ
以
上
に、
捕
縛
さ
れ
た
八
郎
を
預
か
る
こ
と
に
な
っ
た
と

『
明
月
記』
に
出
る
「
義
成」
に
注
目
し
た
い。
「
義
成」
は一
条
能
保
の

家
人
で、
後
藤
基
清・
中
原
政
経
と
と
も
に
「
三
左
衛
門」
と
称
さ
れ
た

小
野
義
成
の
こ
と
で
あ
る。
義
成
は
い
わ
ゆ
る
在
京
御
家
人
で、
幕
府
と

の
繋
が
り
を
持
つ一
方
で、
西
面
の
武
士
と
し
て
後
鳥
羽
院
に
も
近
仕
し

(6)
 

て
い
た。
承
久
の
乱
前
に
病
没
し
て
お
り、
参
戦
は
し
て
い
な
い。

後
鳥
羽
院
の
近
臣
で、
し
か
も
事
件
に
も
関
わ
り
の
あ
っ
た
こ
と
が
確

実
な
義
成
は
取
材
源
と
し
て
相
応
し
い。
さ
ら
に、
義
成
が
在
京
御
家
人

と
い
う
の
も
注
目
さ
れ
る。
五
味
文
彦
氏
に
よ
る
と
成
季
は
西
園
寺
家
に

仕
え
て
お
り、
同
家
に
出
入
り
す
る
人
物
か
ら
は
少
な
か
ら
ぬ
話
材
が
提

(
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供
さ
れ
て
い
た
ら
し
い。
関
東
御
家
人
の
義
成
は、
関
東
申
次
を
事
実

上
の
家
職
と
し
た
西
園
寺
家
に
出
入
り
す
る
機
会
も
当
然
あ
っ
た
ろ
う。

そ
の
縁
で
成
季
と
交
流
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
識
で
は
な
い。
後

鳥
羽
院
周
辺
や
西
園
寺
家
周
辺
で、
成
季
は
義
成
か
ら
説
話
を
取
材
し
た

天
竺
冠
者
巳
入
洛
遅
。々
可
参
神
泉
由
被
仰
〈
国
司
被
召

進〉。
日
入
之
後、
天
竺
丸
参
入。
被
召
問、
不
足
言
之

間、
散
々
凌
礫
給。
信
久
下
部
相
具
向
其
家。
見
者
如

堵。
後
聞、
即
禁
獄。

こ
れ
に
比
し
て
『
著
聞
集』
は、
や
は
り
詳
細
で
あ
る。
『
明
月
記』

に
「
見
者
如
堵」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
広
く
知
ら
れ
た
事
件
ら
し
い
と
分

か
る
の
で、
様
々
な
伝
承
が
巷
間
で
な
さ
れ
て
い
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に

廿
九
日

廿
八
日

次
に
見
る
巻
十
二
博
変
編
四
二
四
話、
い
わ
ゆ
る
天
竺
冠
者
説
話
も、

や
は
り
後
鳥
羽
院
近
臣
に
取
材
し
た
説
話
で
あ
ろ
う。
本
話
も
出
典
末
詳

な
が
ら、
『
明
月
記』
承
元
元
年
(―
二
0
七）
四
月
条
に
同一
事
件
が
認

め
ら
れ
る。 二、

の
で
は
な
い
か。

渡
辺
党
に
せ
よ
義
成
に
せ
よ、
と
に
か
く
交
野
八
郎
説
話
は
後
烏
羽
院

近
臣
に
取
材
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る。

天
竺
冠
者
説
話

殆
及
暁
鐘、
小
男
令
退
出。
予
待
名
謁
之
後
退
出。
人

云、
伊
予
国
称
天
竺
冠
者
狂
者
据
取、
明
日
可
上
洛、
可

有
御
覧
云
。々
月
来
於
彼
国
称
神
通
自
在
由、
致
種
々
横

謀
云
。々

〗



難
く
な
い
。

詳
細
だ
か
ら
と
い
う
の
み
で、

成
季
が
事
件
を
実
見
し
た
人

物
か
ら
取
材
し
た
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
あ
る。

一

方
で、

実
見
し
て
い
な
け
れ
ば
知
り
え
な
い
よ
う
な
事
柄
も
『
著
聞

集
』

に
は
認
め
ら
れ
る。

神
泉
苑
で
の
天
竺
冠
者
凌
礫
に
つ
い
て
の
箇
所

で
あ
る。

こ
の
事
を
院
聞
し
め
さ
れ
て、

か
ら
め
と
ら
せ
ら
れ
け
り。

神
泉

に
御
幸
な
り
て、

件
の
冠
者
を
め
し
す
ゑ
て、
「
汝、

神
通
の
も
の

に
て、

空
を
と
び
水
の
面
を
走
る
な
る
に、

こ
の
池
の
面
走
る
べ

し」

と
て、

池
に
つ
け
ら
れ
た
り
け
る
に、

あ
へ

て
そ
の
儀
な
し。

「
馬
に
よ
く
乗
り
て、

山
の
峰
よ
り
走
り
く
だ
す
な
る
に」

と
て、

あ
が
り
馬
に
乗
せ
ら
れ
た
る
に、

一

た
ま
り
も
せ
ざ
り
け
り。
「
大

カ
の
聞
え
あ
り」

と
て、

賀
茂
の
神
主
能
久
と
相
撲
を
と
ら
せ
ら
れ

け
る
に、

能
久
と
り
て
池
の
面
へ
七
八
尺
ば
か
り
投
げ
す
て
た
り
け

れ
ば、

水
に
お
ぽ
れ
て
浮
き
あ
が
り
け
る
を、

お
ほ
引
目
に
て
射
さ

せ
ら
れ
け
り。

二
位
の
法
印、

ま
た
か
な
こ
ぽ
し
に
て
う
た
れ
な
ど

せ
ら
れ
け
り。

か
く
責
め
ら
れ
て
の
ち、

獄
定
せ
ら
れ
け
る
と
ぞ。

凌
礫
の
具
体
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
み
で
な
く、

そ
れ
を
行
っ
た
人
名

ま
で
明
示
さ
れ
て
い
る。

さ
き
の
交
野
八
郎
説
話
と
は
事
情
を
異
に
す
る

も
の
の、

や
は
り、

伝
承
の
過
程
で
知
ら
な
い
な
が
ら
人
名
が
貼
り
付
け

ら
れ
る
類
の
事
柄
で
は
な
か
ろ
う。

ま
た、

神
泉
苑
と
い
う、

院
の
支
配

す
る
閉
鎖
空
間
で
の
一

部
始
終
が
外
部
に
伝
わ
る
と
い
う
の
も
考
え
が
た

い。

少
な
く
と
も、

広
く
巷
間
に
知
ら
れ
伝
承
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
事
と

は
言
え
な
い。

本
話
に
関
し
て
も、

あ
る
程
度
は
事
件
に
通
じ
た
人
物
か

ら
取
材
し
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う。

な
お、

五
味
文
彦
氏
は、

本
話
を
西
園
寺
家
周
辺
か
ら
齋
さ
れ
た
説

(
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話
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る。

伊
予
国
が
西
園
寺
家
の
所
領
で、

『
著
聞
集
』

に
は
同
国
の
伝
承
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
見
解

で
あ
り、

一

応
首
肯
さ
れ
る。

ま
た
小
泉
恵
子
氏
は、

本
話
を
徳
大
寺
家
周
辺
に
取
材
し
た
も
の
と
推

(
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定
さ
れ
て
い
る。
『
著
間
集
』

に
は
徳
大
寺
家
に
関
す
る
説
話
が
多
く、

徳
大
寺
公
継
の
主
宰
す
る
一

種
の
サ
ロ
ン
が
成
季
に
少
な
か
ら
ぬ
話
材
を

提
供
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る。

そ
し
て、

徳
大
寺
家

は
丹
波
国
私
市
・

美
作
国
河
内
庄
を
賀
茂
別
宮
に
寄
進
し、

預
所
に
賀
茂

の
神
官
で
あ
る
能
久
・

久
継
を
任
じ
て
い
る
こ
と
か
ら、

そ
の
縁
で
公
継

サ
ロ
ン
を
通
じ
て
成
季
は
賀
茂
社
お
よ
び
能
久
・

久
継
関
連
の
説
話
を
取

材
し
て
い
た
の
で
は
と
述
べ

ら
れ
て
い
る。

要
す
る
に、
『
著
聞
集
』

に

は
天
竺
冠
者
を
凌
礫
し
た
一

人
と
し
て
能
久
が
登
場
す
る
た
め、

本
話
も

徳
大
寺
家
か
ら
府
さ
れ
た
も
の
と
氏
は
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る。

こ
れ

も、
一

応
首
肯
さ
れ
る。

以
上
が
本
話
の
取
材
源
に
つ
い
て
の
先
行
す
る
指
摘
で
あ
る。

し
か

四



橘
成
季
と
後
鳥
羽
院
近
臣
—__
 『
古
今
著
聞
集』
と
『
＋
訓
抄』

ー

し、
本
稿
で
は
異
な
る
見
解
を
示
し
た
い。
注
目
さ
れ
る
の
は、
天
竺
冠

(
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者
を
鉄
拳
殴
打
し
た
と
し
て
『
著
闘
集』
に
出
る
二
位
法
印
尊
長
で
あ

る。
尊
長
は一
条
能
保
の
息
子
で、
後
鳥
羽
院
の
近
臣
と
し
て
私
兵
的
役

割
を
担
い、
承
久
の
乱
で
は
院
方
に
付
き、
敗
走
の
後
も
逃
亡
を
続
け、

最
終
的
に
は
自
害
に
及
ん
で
い
る。

尊
長
か
ら
成
季
が
直
接
取
材
す
る
と
は
考
え
が
た
い
も
の
の、
尊
長
と

近
し
い
院
近
臣
か
ら
取
材
し
た
と
見
る
こ
と
は
強
ち
無
理
で
は
な
い。
と

い
う
よ
り、
後
鳥
羽
院
説
話
の
多
く
が
秦
氏・
下
野
氏
な
ど
の
院
近
臣

や、
院
と
交
流
の
あ
る
藤
原
孝
時
や
藤
原
家
隆
か
ら
取
材
し
て
い
る
ら
し

い
こ
と
か
ら
す
る
と、
本
話
に
関
し
て
も
院
に
近
し
い
人
物
を
取
材
源
と

見
る
方
が
妥
当
か
と
考
え
る。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば、
伊
予
国
が
西
園
寺

家
所
領
だ
か
ら
同
家
周
辺
を
取
材
源
と
見
る
の
で
は
な
く、
同
家
に
出
入

り
し
て
い
た
在
京
御
家
人
か
ら
の
伝
承
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
伊
予
国

に
関
係
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で、
神
泉
苑
で
の一
部
始
終
を
知
る
こ
と
の
で

き
る
院
近
臣
で
な
く
て
は、
天
竺
冠
者
説
話
の
取
材
源
と
し
て
不
適
で
あ

る。ま
た、
賀
茂
能
久
か
ら
窟
さ
れ
た
と
考
え
た
場
合
で
も、
徳
大
寺
家
周

辺
の
能
久
で
は
な
く、
院
近
臣
と
し
て
の
能
久
か
ら
の
伝
承
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う。
そ
も
そ
も、
成
季
と
徳
大
寺
家
と
の
関
わ
り
は
不
明
で
あ

る。
成
季
周
辺
に
徳
大
寺
家
と
関
わ
る
人
物
が
多
く
存
し
た
た
め、
結
果

五

と
し
て
徳
大
寺
家
関
連
の
説
話
が
『
著
聞
集』
に
散
見
さ
れ
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
か。
次
節
で
見
る、
西
行
が
出
家
以
前
は
徳
大
寺
家
に
仕

え
て
い
た
と
い
う
説
話
に
つ
い
て
も、
徳
大
寺
家
か
ら
の
伝
承
と
見
倣
せ

る一
方
で、
在
京
御
家
人
の
後
藤
基
綱
に
取
材
し
た
と
見
倣
せ
る。
む
し

ろ、
基
網
の
方
が
取
材
源
と
し
て
妥
当
と
言
え
る。

こ
れ
ま
で
後
鳥
羽
院
近
臣
と
成
季
と
の
交
流
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
が、
改
め
て
考
え
て
お
く
必
要
の
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き

た
い。
後
鳥
羽
院
周
辺
と
盛
ん
に
交
流
を
持
ち、
そ
の
文
化
的
迫
風
を
受

け
て
い
た
か
ら
こ
そ、
成
季
は
『
著
問
集』
掴
箪
後
に
新
古
今
集
党
宴
に

擬
え
た
宴
会
を
催
し
た
の
で
は
な
い
か。
ま
た
『
著
聞
集』
に
後
鳥
羽
院

説
話
が
多
い
の
は、
単
に
成
季
周
辺
に、
後
鳥
羽
院
に
近
し
い
人
物
が
多

か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か。

後
鳥
羽
院
説
話
に
限
ら
ず、
西
行
説
話
も
院
近
臣
が
取
材
源
と
考
え

る。
西
行
説
話
は
『
著
聞
集』
に
全
八
話
あ
り、
い
ず
れ
も
出
典
未
詳
で

あ
る。
基
本
的
に
は
『
山
家
集』
な
ど
に
載
る
和
歌
に
関
す
る
話
で
あ
る

の
で、
西
行
に
近
し
い
人
物
が
取
材
源
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な

い。
ま
た、
西
行
は
様
々
な
伝
承
の
存
す
る
人
物
で
あ
り、
現
存
し
な
い

資
料
に
依
拠
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る。
例
え
ば、
西
行
の
大
峰
で
の
苦

三
、

西
行
説
話



行
を
語
る
巻
二
釈
教
篇
五
十
七
話
は、

同
話
が
『
西
行
物
語
』

に
存
す

る。
『
西
行
物
語
』

の
当
該
箇
所
は
『
山
家
集
』

所
載
和
歌
を
も
と
に
構

(
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成
し
て
い
な
が
ら、
『
著
聞
集
』

の
説
話
と
の
共
通
も
認
め
ら
れ
る。

直

接
関
係
は
な
い
に
し
て
も、

母
胎
に、

共
通
す
る
西
行
伝
承
の
存
在
が
窺

わ
れ
る
の
で
あ
る。

そ
ん
な
中、

出
家
以
前
の
西
行
に
つ
い
て
語
る
巻
十
五
宿
執
篇
四
九
四

話
は、

背
後
に
歌
語
り
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し、

ま
た

『
西
行
物
語
』

な
ど
と
も
重
な
ら
な
い
。

類
話
を
窺
う
こ
と
の
で
き
な
い

独
自
説
話
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

特
異
な
伝
承
で
あ
る
以
上、

い
く

ら
西
行
が
著
名
で
あ
る
と
は
い
え、

取
材
源
は
自
ず
と
限
定
さ
れ
よ
う。

ま
た
仮
に、

西
行
の
伝
記
類
に
依
拠
し
て
い
た
と
し
て
も、

成
季
が
そ
う

い
っ
た
資
料
を
披
見
で
き
る
状
況
を
考
え
る
必
要
が
あ
る。

書
承
で
あ
れ

口
承
で
あ
れ、

西
行
に
あ
る
程
度
近
し
い
人
物
が
成
季
の
周
辺
に
い
た
こ

と
を
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い。

小
野
義
成
と
同
じ
く
一

条
能
保
の
家
人
で
あ
っ
た
後
藤
基
清
は、

西
行

説
話
の
取
材
源
と
し
て
一

定
の
妥
当
性
が
あ
る。

基
清
は
佐
藤
仲
消
の
息

子
で
あ
り、

の
ち
に
後
藤
実
基
の
養
子
に
入
り
後
藤
氏
と
な
っ
た。

基
消

の
実
父
仲
消
は
佐
藤
義
消
11
西
行
の
兄
で、

基
清
は
西
行
の
甥
に
当
た

る。

基
消
は
御
家
人
と
し
て
甜
府
に
仕
え
る
一

方
で、

後
烏
羽
院
の
近
臣

(
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と
し
て
も
活
躍
し、

承
久
の
乱
で
は
院
方
に
つ
い
て
い
る。
『
著
聞
集
』

所
収
の
他
説
話
か
ら
窺
わ
れ
る
成
季
と
在
京
御
家
人
と
の
関
係
か
ら
す
れ

ば、

基
消
と
の
交
流
も
自
ず
と
想
定
さ
れ
る。

し
か
し
基
消
の
息
子、

基
綱
こ
そ
が
西
行
説
話
の
取
材
源
で
あ
る
と
考

え
る。

基
網
も
後
烏
羽
院
と
幕
府
に
仕
え
る
在
京
御
家
人
で、

父
と
は
異

な
り、

承
久
の
乱
で
は
群
府
方
に
つ
い
て
い
る。

院
方
・

幕
府
方
と
い
う

相
違
は
あ
れ、

父
基
消
と
同
様
に
後
烏
羽
院
周
辺
や、

西
園
寺
家
周
辺
で

成
季
と
交
流
す
る
機
会
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。

ま
た、
『
明
月
記
』

寛

喜
二
年
（
一
―
―
三
0)

四
月
二
十
四
日
条
の
記
事
か
ら、

賀
茂
祭
に
成
季

と
基
綱
は
と
も
に
供
奉
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る。

同
じ
場
に
駆
り
出
さ

れ、

し
か
も
年
齢
も
近
い
と
考
え
ら
れ
る
両
者
で
あ
れ
ば、

在
京
御
家
人

と
し
て
の
縁
の
み
で
な
い
個
人
的
な
交
流
も
想
定
で
き
よ
う。

取
材
源
と
し
て、

基
消
以
上
に
基
網
が
相
応
し
い
と
考
え
る
理
由
は
そ

れ
の
み
で
な
い。

ま
ず、

基
網
は
勅
撰
集
に
入
集
を
果
た
し
て
い
る
程
の

歌
人
で
あ
り、

血
縁
の
あ
る
歌
人
西
行
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は

考
え
が
た
い。

さ
ら
に、

既
に
指
摘
の
あ
る
よ
う、

基
綱
は
後
藤
氏
で
あ

り
な
が
ら、

秀
郷
に
連
な
る
佐
藤
の
家
柄
の
出
自
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意

(
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識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る。

そ
う
だ
と
す
る
と、

隠
遁
の
歌
人
西
行
に
対

し
て
の
み
で
な
く、

左
衛
門
尉
と
し
て
鳥
羽
院
の
北
面
に
名
を
連
ね
て
い

た
佐
藤
義
消
に
対
し
て
も、

基
綱
は
関
心
深
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る。

出
家
以
前
以
降
を
問
わ
な
い
西
行
説
話
の
保
持
者
・

伝
承
者

六



橘
成
季
と
後
鳥
羽
院
近
臣
ー
ー＇
『

古
今
著
問
集』
と
『

＋
訓
抄』

ー

『

十
訓
抄』
は
建
長
四
年
(―
二
五
二）
の
成
立 。
編
者
に
つ
い
て
は
諸

説
あ
っ
て
定
説
を
見
ず 、
菅
原
為
長
や
湯
浅
宗
業
な
ど
が
候
補
に
挙
げ
ら

(M)
 

れ
る 。
そ
の
中
で 、
浅
見
和
彦
氏
が
示
さ
れ
た
後
藤
基
網
説
は
注
目
さ
れ

る 。基
綱
編
者
説
の
検
討
は
他
日
を
期
す
が 、
お
そ
ら
く
唯一
問
題
と
な
る

の
は 、
『

十
訓
抄』
序
文
か
ら
窺
わ
れ
る
編
者
像
と
基
綱
の
姿
と
が一
致

し
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う 。
序
文
に
「
草
の
庵
を
東
山
の
ふ
も
と
に
し
め

て 、
蓮
の
台
を
西
士
の
雲
に
の
ぞ
む
翁 、
念
仏
の
ひ
ま
に
こ
れ
を
し
る
し

(
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終
は
る」
と
あ
る
の
に
対
し 、
基
綱
が
東
山
で
庵
居
し
て
い
た
か
ど
う
か

判
然
と
し
な
い 。
浅
見
氏
は
京
都
の
東
山
で
は
な
く 、
基
網
の
邸
宅
が

あ
っ
た
大
倉一
帯
を
「
東
山」
と
称
し
て
い
た
の
で
は
と
さ
れ
る 。
と
は

い
え 、
『

＋
訓
抄』
序
文
の
編
者
像
が
実
態
に
即
し
て
い
る
と 、
あ
え
て

見
る
必
要
も
な
い
の
で
は
な
い
か 。

『
＋
訓
抄』
序
文
は
『

古
今
集』
仮
名
序
を
踏
ま
え
た
文
章
で
始
ま
る 。

四、

『
十
訓
抄』

か
ら
の
抄
入

と
し
て 、
基
網
は 、
成
季
周
辺
で
最
も
適
当
な
人
物
と
言
え
よ
う 。

さ
て 、
成
季
と
基
綱
と
の
交
流
に
つ
い
て 、
こ
と
は
西
行
説
話
に
留
ま

ら
な
い 。
両
者
の
関
係
か
ら 、
『

著
聞
集』
と
『
＋
訓
抄』
の
関
係
に
つ

い
て
も
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る 。

七

そ
の
序
文
末
部
「
こ
れ
に
よ
り
て 、
建
長
四
年
の
冬 、
神
無
月
の
な
か
ば

の
こ
ろ 、
お
の
づ
か
ら 、
心
閑
か
な
る
折
節
に
あ
た
り
つ
つ 、
草
の
庵
を

東
山
の
ふ
も
と
に
し
め
て 、
蓮
の
台
を
西
土
の
雲
に
の
ぞ
む
翁 、
念
仏
の

ひ
ま
に
こ
れ
を
し
る
し
終
は
る
こ
と 、
し
か
り
と
な
む
い
へ
り」
と
い

う
箇
所
は 、
『

方
丈
記』
の 、
特
に
「
時
に 、
建
暦
二
年 、
弥
生
の
つ
ご

(
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も
り
ご
ろ 、
桑
門
の
蓮
胤 、
外
山
の
庵
に
し
て 、
こ
れ
を
し
る
す」
と 、

表
現
上
の
類
似
を
指
摘
で
き
る 。
『

十
訓
抄』
序
文
か
ら
窺
わ
れ
る
編
者

像
は 、
『

方
丈
記』
の
記
す
長
明
像
に
重
な
り 、
あ
る
い
は
序
文
末
部
は

『

方
丈
記』
に
倣
っ
て
創
作
し
た
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い 。
さ
ら

に
跛
文
に
つ
い
て 、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
で
は
「
水
の
流
れ

を
引
い
て 、
無
常
を
嘆
ず
る
あ
た
り 、
『

方
丈
記』
と
近
似
す
る」
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
加
え
て 、
『

方
丈
記』
と
の
関
係
は
無
視
で
き
な

い
と
考
え
る 。

で
は 、
『

＋
訓
抄』
序
文
末
部
が
『
方
丈
記』
に
倣
っ
た
も
の
と
し
て 、

そ
の
理
由
は
何
か 。
と
り
あ
え
ず
は 、
『

＋
訓
抄』
編
者
が
『

方
丈
記』

を 、
そ
し
て
長
明
を 、
西
行
に
通
じ
る
も
の
と
見
て
い
た
こ
と
に
由
る
の

で
は
と
考
え
て
い
る 。
『
方
丈
記』
の
「
夫 、
三
界
は
た
だ
心ー
つ
な
り」

や 、
「
静
か
な
る
あ
か
つ
き 、
こ
の
こ
と
わ
り
を
思
ひ
つ
づ
け
て 、
み
づ

か
ら
心
に
問
ひ
て
云
は
く 、
世
を
の
が
れ
て 、
山
林
に
ま
じ
は
る
は 、
心

を
修
め
て
道
を
お
こ
な
は
む
と
な
り」
「
そ
の
時 、
心 、
更
に
答
ふ
る
事



な
し」

な
ど、

万
物
を
心
の
問
題
へ

と
帰
消
さ
せ
る
唯
識
的
思
考
と、

以

下
に
引
く、

い
わ
ゆ
る
西
行
の
「
甜
雄
歌
論」

な
ど、

歌
論
に
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
唯
識
的
和
歌
観
と
に
類
似
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ

(
17)
 

れ
る
通
り
で
あ
る。

西
行
上
人
常
二
来
テ
物
語
日、

我
歌
ヲ
読
ハ

世
ノ
常
二

異
也、

花
郭

公
月
雪
惣
ジ
テ
万
物
ノ
興
二

向
テ
モ
凡
所
有

乙
祖
皆
是
虚
妄
ナ
ル
事

遮
眼

乙
洞
耳。

又
所
読
出
歌
句
ハ

皆
是
真
言
二

非
ス
ヤ、

華
ヲ
ヨ
メ

ト
モ
ケ
ニ

花
卜
思
コ
ト
ナ
シ、

月
ヲ
詠
ス
レ
ト
モ
実
二
月
ト
モ
不
存

一

只
如
此
一

シ
テ
依
縁
随
興
一

所
読
骰
也、

紅
虹
タ
ナ
ヒ
ケ
ハ
虚
空

彩
ト
レ
ル
ニ

似
タ
リ、

白
日
カ
ヽ
ヤ
ケ
ハ
虚
空
明
二

似
タ
リ、

然
而

虚
空
ノ
本
明
ナ
ル
物
二

非
ス、

我
又
如
虚
空
一

於
心
上

二
種
々
ノ
風

情
ヲ
色
ト
ル
ト
イ
ヘ
ヘ

ト
モ、

更
無
蹴
跡
一

此
歌
即
是
如
来
ノ
真
ノ

形
妹
也、

サ
レ
ハ
一

首
ヲ
詠
出
シ
テ
ハ
一

妹
ノ
尊
像
ヲ
造
ル
思
ヲ
成

ス
、

一

句
ヲ
思
連
テ
ハ

秘
密
真
言
ヲ
唱
ル
ニ

同
シ、

我
依
此
歌
ー

得

法
事
ア
リ、

若
是
二
不
至
ス
シ
テ
妄
リ
ニ
人
コ
ノ
詞
ヲ
マ
ナ
ハ
ヽ
大

二
可
入
邪
路
一

云
々
、

サ
テ
ヨ
ミ
ケ
ル、

山
フ
カ
ク
サ
コ
ソ
心
ハ
カ
ヨ
フ
ト
モ
ス
マ
テ
哀
ハ
シ
ラ
ン
モ
ノ

(
18)
 

カ
ハ

さ
て、

『
方
丈
記
』

の
唯
識
的
思
考
と
「
高
雄
歌
論」

の
唯
識
的
和
歌

観
と
に
ど
こ
ま
で
の
一

致
を
認
め
て
よ
い
か
は
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な

(
19)
 

い
と
は
い
え、

こ
こ
で
は、

そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。

考
え
る
べ

き
は、

後
人
が
『
方
丈
記
』

に
西
行
の
歌
論
に
通
じ
る
側
面
を
看
取
し
た
か
ど
う

か
で
あ
る。

も
ち
ろ
ん、

具
体
的
に
確
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が、

歌

人
で、

西
行
に
も
近
し
い
基
綱
が
「
麻
雄
歌
論」

な
ど
の
唯
識
的
和
歌
観

に
無
関
心
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
く、

そ
の
基
綱
で
あ
れ
ば、

歌
論
甚

『
無
名
抄
』

を
も
の
し
た
歌
人
長
明
の
『
方
丈
記
』

に
出
る
唯
識
的
思
考

に、

歌
論
的
世
界
を
看
取
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う。

基
網
が
そ
の
よ
う

に
『
方
丈
記
』

を
捉
え、

長
明
を、

隠
遁
者
・

歌
人
と
し
て
西
行
に
通
じ

る
人
物
と
見
て
い
た
か
ら
こ
そ、
『
＋
訓
抄
』

序
文
・

跛
文
の
背
後
に
は

『
方
丈
記
』

の
存
在
が
窺
わ
れ
る
と
考
え
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か。

と
に
か
く、
『
＋
訓
抄
』

序
文
の
編
者
像
を、

そ
の
ま
ま
編
者
の
実
態

で
あ
る
と
即
断
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る。

し
か
し、

仮
構
で
あ
れ
実
態
で

あ
れ、

い
ず
れ
に
し
た
と
こ
ろ
で、

基
網
編
者
説
に
大
き
な
瑕
疵
が
認
め

ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
は
異
な
ら
な
い
。

よ
っ
て、

基
綱
編
者
説
に
従

い、

考
察
を
進
め
る。

さ
て、
『
＋
訓
抄
』

を
用
い
て
『
著
聞
集
』

に
抄
入
を
行
う
に
は、

両

帯
が
手
元
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

成
季
と
基
網
に
交
流
が
あ
れ
ば、

基
網
は
状
況
的
に
『
著
問
集
』

を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ

う。

と
は
い
え
基
綱
は、

『
著
聞
集
』

描
筆
か
ら
二
年
後
の
建
長
八
年

（
―

二
五
六
）

に
没
し
て
い
る。

成
季
は
脱
稿
後
も
説
話
を
苔
き
加
え
て

八



あ
る 。

橘
成
季
と
後
鳥
羽
院
近
臣

ー
『
古
今
著
聞
集』
と
『
＋
訓
抄』
|
|＇

い
た
ら
し
く 、
し
ば
ら
く
は
『
著
聞
集』
を
手
元
に
留
め
て
い
た
よ
う
で

あ
る 。
基
綱
が
抄
入
を
行
う
に
は
時
間
上
の
制
約
が
あ
る
わ
け
で
あ
る 。

そ
も
そ
も 、
基
網
が
『
十
訓
抄』
か
ら
『
著
聞
集』
に
説
話
を
補
う
理
由

も
説
明
で
き
ず 、
基
網
に
よ
る
抄
入
と
は
考
え
難
い 。
あ
る
い
は 、
そ
の

子
息
た
ち
の
抄
入
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
問
題
は
残
る 。

(20)
 

三
輪
正
胤
氏
は
「
古
今
注
と
説
話」
で 、
抄
入
は
家
隆
流
の
人
物
の
手

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る 。
和
歌
篇
末
部
に

『
＋
訓
抄』
か
ら
ま
と
ま
っ
た
形
で
説
話
を
抄
入
し 、
配
列
に
よ
っ
て 、

家
隆
を
称
揚
す
る
和
歌
曼
荼
羅
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
の
が
氏
の
説

の
大
要
で
あ
る 。
確
か
に 、
当
該
抄
入
部
分
に
は
家
隆
を
称
揚
す
る
姿
勢

が
明
ら
か
で
あ
る
の
で 、
従
う
べ
き
指
摘
で
あ
ろ
う 。
ち
な
み
に 、
抄
入

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
が
ら 、
抄
入
さ
れ
て
い

る
こ
と
の
「
意
味」
に
つ
い
て
探
ろ
う
と
し
た
の
は 、
三
輪
氏
が
唯一
で

三
輪
氏
の
説
に
従
う
と 、
基
綱
や
そ
の
子
息
に
よ
る
抄
入
を
想
定
す
る

の
は
難
し
く
な
る 。
基
綱
の
息
子
で
あ
る
基
政
は
歌
人
と
し
て
著
名
で
は

あ
る
も
の
の 、
家
隆
流
と
の
関
連
は
判
然
と
し
な
い 。
ど
こ
ろ
か 、
基
政

(

21
)
 

は
定
家
の
弟
子
だ
っ
た
ら
し
く 、
む
し
ろ 、
家
隆
流
和
歌
曼
荼
羅
を
作
る

人
物
と
し
て
適
当
で
は
な
い
と
言
え
る 。
基
政
に
限
ら
ず 、
後
藤
家
と
家

隆
流
と
の
関
わ
り
は 、
や
は
り
確
認
さ
れ
な
い 。
『
＋
訓
抄』
は
家
隆
流

九

(22)
 

『
古
今
注』
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が 、
以
て
後
藤
家
が
す
な
わ

ち
家
隆
流
で
あ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い 。

そ
こ
で
改
め
て 、
成
季
自
身
に
よ
る
抄
入
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
た

(23)
 

い 。
成
季
は
家
隆
の
弟
子
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
で 、
と
り
あ
え
ず 、
家
隆

流
和
歌
曼
荼
羅
を
作
り
上
げ
る
理
由
は
認
め
ら
れ
る 。

『
著
聞
集』
巻
二
十
魚
虫
禽
獣
篇
七
二
五
話
は
『
十
訓
抄』
か
ら
の
抄

入
で 、
著
名
な
荘
子
の
説
話
で
あ
る 。
そ
の
説
話
末
尾
に
「
こ
の一
篇
な

ど
は 、
禽
獣
の
部
に
い
る
べ
き
に
あ
ら
ず 。
さ
り
な
が
ら 、
二
雁
の
た
め

し
に
注
し
入
れ
侍
る
な
り」
と
あ
る
の
は 、
抄
入
を
行
っ
た
当
人
の
言
で

あ
ろ
う 。
「
あ
ら
ざ
る
か」
で
は
な
く
「
禽
獣
の
部
に
い
る
べ
き
に
あ
ら

ず」
と 、
編
成
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
つ
い
て 、
し
か
も
雑
多
な
内
容
の
た

め
に
統一
し
た
編
成
原
理
な
ど
見
出
し
が
た
い
魚
虫
禽
獣
篇
に
そ
ぐ
わ
な

い
説
話
で
あ
る
と
断
定
的
に
判
定
で
き
る
の
は 、
成
季
を
措
い
て
他
に
は

な
い
の
で
は
な
い
か 。
と
い
う
よ
り 、
成
季
の
言
と
見
て
何
ら
矛
盾
は
生

じ
な
い 。
抄
入
は
後
人
の
所
為
と
す
る
の
が
現
在
の
共
通
見
解
で
あ
る
と

は
い
え 、
少
な
く
と
も
『
＋
訓
抄』
か
ら
の
抄
入
に
つ
い
て
は 、
成
季
の

手
に
よ
る
も
の
と
見
倣
せ
る
の
で
あ
る 。

『
著
聞
集』
に
は
時
代
順
配
列
が
傾
向
と
し
て
認
め
ら
れ 、
そ
れ
を
乱

す
説
話
は 、
後
人
の
抄
入
と
さ
れ
る 。
し
か
し 、
既
に
完
成
し
て
い
る

『
著
聞
集』
の
合
間
に 、
成
季
が
説
話
を
書
き
込
み 、
補
っ
て
い
く
事
情



も
あ
り
得
た
の
で
は
な
い
か。

例
え
ば、

巻
一

神
祇
篇
三
十
＼
三
十
三
話

は、

前
話
の
二
十
九
話
よ
り
も
遡
る
時
点
の
話
と
な
っ
て
い
る
た
め、

後

人
の
抄
入
と
さ
れ
る。

二
十
九
話
は
賀
茂
の
夢
告
の
話
で、

そ
れ
に
隣
接

す
る
三
十
話
は
賀
茂
の
利
生
と
稲
荷
の
夢
告、

三
十
一

話
は
賀
茂
の

夢

告、

三
十
二
話
は
賀
茂
の
利
生
と
な
っ
て
い
る。

い
ず
れ
も
「
神
威
を
語

る
説
話」

と
括
る
こ
と
が
で
き
る
し、
「
賀
茂」

と
い
う
共
通
項
も
存
す

る。

三
十
三
話
は
利
生
と
は
逆
の
話
で
あ
る
が、
「
神
威
を
語
る
説
話」

と
い
う
点
で
は
二
十
九
S
三
十
二
話
と
同
じ
と
言
え
る。

ま
た、

後
人
の

抄
入
と
さ
れ
る
三
十
S
三
十
三
話
は
い
ず
れ
も
出
典
未
詳
な
が
ら、

成
季

と
近
し
い
人
物
と
の
縁
が
認
め
ら
れ
る
の
も
看
過
で
き
な
い
。

す
な
わ

ち、

賀
茂
に
ま
つ
わ
る
話
は
後
鳥
羽
院
近
臣
の
能
久
か
ら
の
伝
承
と
想
定

さ
れ
る
し、

三
十
三
話
は
伊
予
守
信
隆
の
話
で
あ
る
の
で、

伊
予
を
所
領

と
す
る
西
園
寺
家
か
ら
の
伝
承
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る。

抄
入
説
話

の
全
て
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も、

成
季
は、
『
著
聞
集
』

掴
筆
後

に
入
手
し
た
説
話
を、

既
に
採
録
済
み
の
説
話
の
関
連
話
と
し
て、

巻
の

終
わ
り
な
ど
に
苔
き
加
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

そ
う
い
っ
た

手
入
れ
作
業
の
一

っ
が、

基
網
編
『
十
訓
抄
』

か
ら
の
抄
入
で
あ
る
と
考

え
る。

ま
と
め
と
展
望

『
著
聞
集
』

の
説
話
取
材
源
を
探
る
試
み
は
少
な
く
な
い
。

し
か
し、

こ
れ
ま
で
は
成
季
の
交
流
囲
を
見
る
に
と
ど
ま
り、

そ
こ
か
ら
如
何
な
る

知
見
が
得
ら
れ
る
の
か
に
ま
で
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

本
稿

で
は、

交
流
囲
か
ら
進
め
て、
『
著
聞
集
』

の
抄
入
説
話
に
つ
い
て
の
考

察
を
行
っ
て
み
た。

大
部
の
抄
入
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い

な
が
ら、

三
輪
氏
を
例
外
と
し
て、

そ
の
「
意
味」

に
つ
い
て
は
重
視
さ

れ
ず
に
い
た
の
が
現
状
で
あ
る。

さ
て、

抄
入
は
『
江
談
抄
』

や
『
な
よ
竹
物
語
』

か
ら
も
行
わ
れ
て
い

る
以
上、
『
十
訓
抄
』

以
外
の
諸
資
料
と
『
著
聞
集
』

の
関
係
に
つ
い
て

も
考
察
を
進
め
て
い
か
ね
ば
ら
な
い。

こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と

せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
の、
『
江
談
抄
』

に
関
し
て
は、

成
季
と
醍
醐
寺

と
の
関
係
か
ら
説
明
で
き
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る。
『
著
問
集
』

に
は

醍
醐
寺
に
関
わ
る
説
話
が
少
な
く
な
く、

か
つ
醍
醐
大
僧
正
実
賓
に
ま
つ

わ
る
説
話
の
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら、

五
味
氏
は
取
材
源
の
一

っ
に
実
賢

(
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を
想
定
さ
れ
て
い
る。

そ
の
実
賢
あ
た
り
を
縁
と
し
て、

成
季
は
現
醍
醐

寺
蔵
『
水
言
抄
』

の
如
き
『
江
談
抄
』

の
テ
キ
ス
ト
を
披
見
で
き
た
の
で

は
な
い
か。
『
水
言
抄
』

そ
の
も
の
と
は
考
え
難
い
が、
『
著
聞
集
』

と

『
江
談
抄
』

と
の
関
係
は、

古
本
系
か
ら
流
布
本
系
『
江
談
抄
』

へ
の
過

四
〇



（
注）(

l)

跛
文
に
「
或
は
家
々
の
記
録
を
う
か
が
ひ、

或
は
処
々
の
勝
絶
を
た
づ

ね、

し
か
の
み
な
ら
ず、

た
ま
ぼ
こ
の
み
ち
の
ゆ
き
ず
り
の
語
ら
ひ、

あ
ま
さ
か
る
ひ
な
の
て
ぶ
り
の
な
ら
ひ
に
つ
け
て、

た
だ
に
聞
き
っ
て

に
聞
く
事
を
も
し
る
せ
れ
ば、

さ
だ
め
て
う
け
る
事
も、

ま
た
た
し
か

な
る
こ
と
も
ま
じ
り
侍
ら
ん
か
し」

と
あ
る。

な
お、
『
著
聞
集
』

引
用

は、

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
著
聞
集
』
(
-

九
八
三
＼
八
六
／
新
潮

社）

に
依
る。

(

2
)

『
明
月
記
』

究
喜
二
年
(
―
二
三
0)

四
月
二
十
四
日
条
に
は
「
右
衛
門

尉
成
季
〈
近
習
無
双
故
光
季
養
子
基
成
消
成
等
一

腹
弟〉

と
出
る。

五

味
文
彦
氏
は
「
『
古
今
著
聞
集
』

と
橘
成
季」
（『
平
家
物
語、

史
と
説

話
』
一

九
八
七
年
／
平
凡
社）

で、

右
の
「
成
季」

を
「
中
原
成
季」

に
比
定
す
る。

し
か
し
増
淵
勝
一

氏
「
橘
成
季
伝
の
再
検
討」
（『
保
育

論
叢
』
一

四
号
／
一

九
七
九
年）

の
指
摘
す
る
よ
う、
「
右
衛
門
尉
成

季」

は
や
は
り
「
橘
成
季」

と
見
る
べ
き
と
思
う。

な
お、
『
明
月
記
』

か
ら
の
引
用
は、

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
叢
苔
『
明
月
記』
(
-

九
九
三
＼

二
0
0
三
／
朝
日
新
聞
社）

に
依
り、

句
読
点
は
私
に
付
し
た。

(
3)

二
十
三
話
と
い
う
の
は、

後
烏
羽
院
が
一

定
の
役
割
を
担
っ
て
登
場
す

る
説
話
を
数
え
た
も
の
で、

単
に
名
前
が
挙
が
る
だ
け
の
も
の
は
計
上

し
て
い
な
い。

具
体
的
な
院
の
言
動
が
語
ら
れ
る
も
の
が
二
十
三
話
と

い
う
こ
と
で
あ
る。

後
鳥
羽
院
説
話
を
二
十
六
話
と
す
る
新
潮
日
本
古

典
集
成
や、

二
十
四
話
と
す
る
鍋
谷
初
美
氏
「
古
今
著
聞
集
党
宴
へ
の

一

考
察
—
成
季
と
後
烏
羽
院
ー」
（『
国
文』

六
十
八
号
／
一

九
八
八
年）

橘
成
季
と
後
鳥
羽
院
近
臣

ー
『
古
今
著
聞
集』
と
『
十
訓
抄』

ー

渡
に
つ
い
て
の
問
題
に
及
ぶ
か
も
し
れ
ず、

後
稿
を
期
し
た
い。

一
考
に
値
す
る
と
思
う
の
で

四

な
ど
数
が
一

定
し
な
い
の
は、

計
上
基
準
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
で

あ
ろ
う。

(
4)

小
林
美
和
氏
「
中
世
武
勇
伝
承
と
そ
の
基
陪
ー
中
世
渡
辺
家
伝
ー」
（
初

出
『
立
命
館
文
学』

四
三
五•
四
三
六
号
／
一

九
八
一

年
九
月。
『
平
家

物
語
生
成
論』
一

九
八
六
年
／
三
弥
井
困
店、

所
収）。

渡
辺
党
に
つ
い

て
は、

加
地
宏
江
氏
・

中
原
俊
章
氏
『
中
世
の
大
阪
ー
水
の
里
の
兵
た

ち
ー』
(
-
九
八
四
年
／
松
願
社）

に
詳
し
い。

(
5)
「
鎌
倉
前
期
河
内
鋳
物
師
の
一

風
貌
ー
『
古
今
著
聞
集
』

の
一

説
話
ー」

（
初
出
『
美
原
の
歴
史
』

三
号
／
一

九
七
七
年。
『
中
世
封
建
社
会
の
首

都
と
農
村』
一

九
八
四
年
／
東
京
大
学
出
版
会、

所
収）。

(

6
)

小
野
義
成
に
つ
い
て
は、

塩
原
浩
「
三
左
衛
門
事
件
と一

条
家」
（『
立
命

館
文
学』

六
二
四
号
／
二
0
―
二
年一

月）

な
ど
に
詳
し
い。

(
7)

前
掲
(
2)

五
味
氏
論
文。

(
8)

前
掲
(
2)
(
7)

五
味
氏
論
文。

(

9
)

「『
古
今
著
聞
集』

の
成
立
—
徳
大
寺
公
継
の
サ
ロ
ン
に
つ
い
て
1」
(『
日

本
歴
史』

四
八
二
号
／
一

九
八
八
年
七
月）。

(
10)

二
位
法
印
に
つ
い
て、

日
本
古
典
文
学
大
系
な
ど
は
な
ぜ
か
「
未
詳」

と

す
る。

後
鳥
羽
院
に
近
い
存
在
で
「
二
位
法
印」

と
称
さ
れ
る
人
物
と

い
え
ば、
「
二
位
法
印
尊
長」

以
外
あ
り
え
な
い。
「
未
詳」

と
す
る
注

は
問
題
で
あ
り、

谷
昇
氏
「
承
久
の
乱
に
お
け
る
後
烏
羽
上
皇
の
寺
社

政
策
ー
「
四
箇
神
領」

の
創
出
と
熊
野
・

賀
茂
・

石
消
水
社
ー」
（
初

出
『
立
命
館
史
学
』

二
十
七
号
／
二
0
0
六
年。
『
後
烏
羽
院
政
の
展

開
と
儀
礼
』

二
0
1

0
年
／
思
文
閣
出
版、

所
収）

で
は、

天
竺
冠
者

説
話
に
言
及
す
る
中
で
当
た
り
前
の
よ
う
に
「
二
位
法
印
尊
長
が
打
ち

据
え
た」

と
し
て
い
る。

な
お、

尊
長
に
つ
い
て
は、

今
谷
明
『
中
世

奇
人
列
伝』
（
二
0
0
一

年
／
草
思
社）、

棋
道
雄
「
二
位
法
印
尊
長
と

院
政
ー
院
政
時
代
に
お
け
る
院
近
臣
僧
の
変
質
ー」
（『
院
近
臣
の
研
究
』



二
0
0
一
年
／
群
宙
類
従
完
成
会）

に
詳
し
い。

(
11)
『
著
聞
集
』

巻
二
釈
教
篇
五
十
七
話
と
『
西
行
物
語』
に
共
通
す
る
箇
所

の
あ
る
こ
と
は、

山
口
典
琴
氏
「『
西
行
物
語』
の
構
想
的
再
編
と
時

衆」
（
初
出
『
麻
知
大
国
文
』

二
十
三
号
／一
九
九ー一
年
十一
月。
『
西

行
説
話
文
学
論
』

二
0
0
九
年
／
笠
間
帯
院、

所
収）

で
も
指
摘
さ
れ

て
い
る。

(
12)

基
梢
・
基
綱
に
つ
い
て
は
浅
見
和
彦
氏
「
＋
訓
抄
編
者
孜
ー
後
藤
基
綱
の

可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
ー」
（『
説
話
論
集
（
七）
』
一
九
九
七
年
／
消
文
盤

出
版）、

前
掲
注
(
6)

塩
原
氏
論
文
な
ど
に
詳
し
い。

(
13)

前
掲
(
12)

浅
見
氏
論
文。

(
M)
『
十
訓
抄』

編
者
に
つ
い
て、

候
補
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
と
そ
れ
に

開
し
て
の
主
な
研
究
を
示
し
て
お
く。

①
竹
原
為
長

・
乾
克
己
氏
「
＋
訓
抄
の
作
者
は
行
原
為
長
か
J

(
初
出
『
国
学
院
雑

誌』
六
十
八
ー
五
号
／一
九
六
七
年
五
月。
「
＋
訓
抄
と
iu
原
為
長

補
説」
『
国
学
院
雑
誌
』

七
十
ー
四
号
／
一
九
六
九
年
四
月、

所

収）。

・
志
村
有
弘
氏
「『
十
訓
抄』
の
説
話
配
列
と
作
者
1
北U
原
為
長
説
考

ー」
（『
立
教
大
学
日
本
文
学』
二
十一
号
／一
九
六
八
年
十
二
月）、

「『
＋
訓
抄』
の
編
者
に
つ
い
て
ー
北U
原
為
長
説
再
考
—
J

(『
国
文
学

研
究』
九
号
／一
九
七
三
年
十一
月）。

②
渇
浅
宗
業

•
永
井
義
憲
氏
「
＋
訓
抄
の
作
者」
（『
国
語
と
国
文
学
』

二
十
九
ー
九

号
／
一
九
五
二
年
九
月）、
「
十
訓
抄

再
考」
（『
国
文
学』
三
ー

十
一
号
／
一
九
五
八
年
一
0
月）、
「『
十
訓
抄
』

と
北
条
重
時
の
家

訓
ー
作
者
渇
浅
宗
業
の
環
税
ー」
（『
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』

十
号
／一
九
七
八
年
三
月）。

③
佐
治
重
家
な
ど

•
石
井
進
氏
「
改
め
て
問
わ
れ
る
『
＋
訓
抄』
の
価
値
と
編
者」
（
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄』
月
報、
一
九
九
七
年
／
小
学
館）。

④
後
藤
基
綱

•
前
掲
(
12)
（
13)

浅
見
氏
論
文。

⑤
竹
原
宗
長

•
五
味
氏
「
説
話
集
と
家
ー
『
＋
訓
抄
』

か
ら
『
古
今
著
IJU
集』

ー」

（『
帯
物
の
中
世』
二
0
0
三
年
／
み
す
ず
符
房）。

(
15)
『
＋
訓
抄
』

引
用
は、

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
依
る。

(
16)
『
方
丈
記
』

引
用
は`

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
方
丈
記

発
心
集
』

（一
九
七
六
年
／
新
潮
社）

に
依
る。

(
17)

久
保
田
淳
氏
「「
う
か
れ
出
づ
る
心」

再
論」
（
初
出
『
国
文
学

解
釈
と

鑑
賞
』

五
十
三
ー
九
号
／
一
九
八
八
年
九
月。
『
中
世
和
歌
史
の
研
究』

一
九
九
三
年
／
明
治
掛
院、

所
収）。

(
18)
『
栂
尾
明
恵
上
人
物
語』
（『
明
恵
上
人
資
料
（一
）
』
一
九
七
一
年
／
東
京

大
学
出
版
会）。

(
19)

荒
木
浩
氏
「
和
歌
を
詠
む
心
ー
中
世
古
今
集
注
釈
帯
の
一
隅
を
読
む
ー」

（『
中
世
の
知
と
学
—
〈
注
釈〉

を
読
む
ー
』

一
九
九
七
年
／
森
話
社）

で
は
「
OO
味
深
い
一
致
と、

し
か
し
確
実
に
存
す
る
微
妙
な
異
な
り
が

浮
か
ぴ
上
が
っ
て
く
る」

と
し
て
い
る。

(
20)
『
説
話
の
講
座
（
三）

説
話
の
場
ー
唱
蒋
・
注
釈
ー』
（一
九
些
二
年
／

勉
誠
社）。

三
倫
氏
は
「
和
歌
泄
頂
の
諸
甚
を
め
ぐ
っ
て」
（
日
本
古
典

偽
諮
叢
刊
一
『
和
歌
古
今
泄
頂
巻
・
玉
伝
深
秘
巻
・
伊
勢
物
語
髄
脳』

二
0
0
五
年
／
現
代
思
潮
社）

で
も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る。

『
古
今
著
聞
集』
に
追
補
部
分
を
作
成
し
て
一
流
を
呼
称
し
た
の
は

家
隆
流
で
あ
る。
『
古
今
著
間
集』
本
論
の
和
歌
の
部
に
は
人
丸
を

「
歌
聖」

と
す
る
系
統
図
（
曼
荼
羅）

が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

匹l



橘
成
季
と
後
鳥
羽
院
近
臣

ー
『
古
今
著
聞
集』
と
『
＋
訓
抄』
ー'
_

（
た
び
た

は
じ
め
•

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学）

る。

こ
れ
に
倣
っ
て
家
隆
を
祖
と
す
る
家
隆
梱
の
人
々
の
系
統
図

を
描
き
い
れ
て、

そ
の
正
当
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る。

(
21)

中
川
博
夫
氏
「
後
藤
基
綱
・

基
政
父
子
(
-
)

そ
の
家
譜
と
賂
伝
に
つ
い

て」
（
『
芸
文
研
究
』

四
十
八
号
／
一

九
八
六
年
三
月）、
「
後
藤
基
綱
・

基
政
父
子
(-
ー）

そ
の
和
歌
の
事
紹
に
つ
い
て」
（
『
芸
文
研
究
』

五
十

号
／
一

九
八
六
年
―
―
一
月）
。

(
22
)

荒
木
浩
氏
「
十
訓
抄
と
古
今
抄」
（『
国
語
国
文
』

五
十
五
ー
七
号
／

一

九
八
六
年
七
月）
。

(
23)

前
掲
(
2)
(
7)
（
8)

五
味
氏
論
文。

(
24)

前
掲
(
2)
(
7)
（
8)
（
23)

五
味
氏
論
文。

四


