
西
行
歌
か
ら
西
行
説
話
へ

ー
『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
歌
僧
〈
西
行
〉

の
位
相

蒸ホ

侃

車
問

序

我
を
ば
西
行
と
な
ん
申
す
に
侍
り
。

語
り
手
が
こ
う
名
乗
る
瞬
間
か
ら
、

一
冊
の
書
物
に
お
け
る
全
て
の
物
語
が
こ
の
語
り
手
に
よ
る
も
の
と
な
っ
た
。
読
者
は
、
巻
三
第
一
話

〔見
仏
上
人〕

の
こ
の
く
だ
り
を
読
ん
で
初
め
て
、
『
撰
集
抄
』
と
は
か
の
西
行
法
師
が
語
り
手
の
物
語
と
知
る
の
で
あ
る
。
中
世
か
ら
近
世
に

か
け
て
の
長
い
問
、
『
撰
集
抄
』
が
西
行
自
撰
の
書
物
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

そ
し
て
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
最
も
多

い
歌
が
入
集
さ
れ
た
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
西
行
の

「漂
泊
の
歌
僧
」
と
い
う
人
間
像
が
確
か
に
『
撰
集
抄
』
に
は
描
か
れ
て
い
る
の
で

ホり
7

。。
語
り
手
と
し
て
の
〈
西
行
〉

（
以
下
、

『撰
集
抄
』
に
お
け
る
語
り
手
西
行
を
指
す
）
は
、
『
撰
集
抄
』
に
お
い
て
二
十
余
り
の
国
を
廻
り
、

修
行
の
道
を
歩
い
た
。
彼
は
旅
の
途
次
で
、
あ
ま
た
の
求
道
者
の
出
家
遁
世
や
隠
遁
者
の
往
生
を
見
聞
し
た
り
、
或
は
先
達
の
神
仏
霊
験
藷
を

伝
聞
し
た
り
し
た
上
で
、

そ
れ
ら
に
対
す
る
所
感
と
批
評
を
長
々
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
仏
法
や
神
紙
を
唱
導
す
る
案
内
者

で
あ
り
な
が
ら
、

〈
西
行
〉
は
や
は
り
、
歌
人
と
し
て

『撰
集
抄
』
に
存
在
し
て
い
る
。

〈
西
行
〉
が
『
撰
集
抄
』
の
中
で
詠
ん
だ
和
歌
は
た

か
だ
か

一
O
首
し
か
な
い
。
但
し
、
現
存
す
る
西
行
の
家
集
や
勅
撰
集
な
ど
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
僅
か
五
首
の
み
で
あ
る
。
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
説
話
は
、
『
撰
集
抄
』
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
中

で
も
、
巻
八
第
二
八
話
の

〔
行
尊

寄
〕
及
び
巻
五
第
一
四
話

〔
春
日
社

俊
恵
美
嘆
事
在
之
〕

の
二
話
は
、
『
撰
集
抄
』
の
編
著
者
の
手
に

よ
っ
て
初
め
て
創
作
さ
れ
た
西
行
説
話
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
西
行
の
実
作
と
見
な
さ
れ
て
い
る
西
行
歌
が
使
用
さ
れ
る
こ
話
を
検
討
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
〈
西
行
〉
の
人
物
像
を
確
認
し
な
が
ら
、
『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
西
行
説
話
の
意
味
を
再
考
し
た
い
。

一
、
西
行
と
行
尊
と
語
り
手

〈
西
行
〉

『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
和
歌
の
問
題
に
つ
い
て
、
山
口
真
琴
氏
は
「
『
撰
集
抄
』
説
話
に
は
、
恋
歌
を
含
む
和
歌
を
、
聖
教
法
文
の
ご
と
く

導
入
す
る
、
と
い
う
特
徴
的
方
法
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
『
撰
集
抄
』
が
和
歌
を
「
法
文
の
至
理
」
と
し
て
代
入
す
る
の
は
、
や
は
り
歌
詠
の
心

的
修
行
性
を
、
称
湯
す
る
考
ゆ
え
に
基
づ
い
て
の
こ
と
だ
ろ
う
よ
と
指
摘
し
て
い
る
（
l
）
。
氏
は
、
『
撰
集
抄
』
に
用
い
ら
れ
た
和
歌
そ
の
も
の

だ
け
で
な
く
、
説
話
の
地
の
文
に
古
歌
の
表
現
を
用
い
て
綴
ら
れ
た
美
文
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
氏
の
指
摘
し
た
『
撰
集
抄
』
の
表
現
世

界
と
は
、
和
歌
を
媒
介
と
し
て
恋
情
の
表
現
で
も
仏
法
へ
の
結
縁
と
し
て
物
語
ろ
う
と
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
和
歌
が
結
縁
の
手
段
と
し

て
用
い
ら
れ
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
瞬
波
美
和
子
氏
は
更
に
、
『
西
行
物
語
』
と
『
撰
集
抄
』
の
二
つ
の
書
物
に
描
か
れ
た
共
通
の
西
行

説
話
を
比
較
し
、
「
『
撰
集
抄
』
に
は
、
実
際
の
「
西
行
歌
」
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
見
ら
れ
ず
、
『
西
行
物
語
』
と
違
い
和
歌
が

話
の
結
び
に
な
る
こ
と
も
な
く
、
話
の

一
部
と
し
て
和
歌
を
用
い
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
2
）。

確
か
に

『
撰
集
抄
』

に
お
い
て
は
、

〈
西
行
〉
自
ら
「
結
縁
も
あ
ら
ま
ほ
し
く
覚
え
て
」
な
ど
と
述
べ
て
歌
を
詠
ん
だ
場
面
が
あ
る
。
仏
道

を
求
め
る
遁
世
者
と
し
て
の
〈
西
行
〉
で
あ
れ
ば
、
歌
を
詠
む
こ
と
が
「
結
縁
」
の
た
め
、

つ
ま
り
仏
道
の
方
便
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
西
行

を
作
者
に
擬
す
る
『
撰
集
抄
』
に
と
っ
て
は
実
に
合
理
的
な
解
釈
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
仏
教
説
話
を
通
し
て
『
撰
集
抄
』
の
編
著

者
が
伝
え
よ
う
と
し
た
〈
西
行
〉
像
は
、
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
歴
史
上
の
西
行
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
た



「
行
尊
説
話
」
が
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。

巻
八
第
二
八
話
〔
行
尊

寄〕

北
目
、

一
条
院
の
御
時
、
平
等
院
の
僧
正
行
尊
と
申
す
人
い
ま
そ
か
り
け
り
。
斗
薮
の
行
、
年
久
し
く
な
り
て
、
聖
跡
を
ふ
み
給
へ
る
こ
と
、

幾
度
と
い
う
数
を
わ
き
ま
へ
侍
ら
ず
。
笠
の
岩
屋
に
縫
り
て
、
香
は
禅
心
よ
り
し
て
、
火
な
き
に
煙
た
え
ず
。
花
は
合
掌
に
関
ひ
て
、
春

に
も
よ
ら
ず
し
て
、

三
と
せ
を
送
れ
り
。
天
の
か
ご
山
に
箆
り
て
、
無
量
の
化
仏
を
十
方
に
現
じ
、
香
禁
を
庵
の
内
に
満
ち
て
、

三
年
を

過
ご
す
。
行
徳
の
一
方
に
か
ぎ
り
給
は
ず
。
笠
の
岩
屋
の
率
都
婆
に
、

草
の
い
ほ
何
露
け
し
と
お
も
ひ
け
ん
も
ら
ぬ
岩
屋
も
袖
は
ぬ
れ
け
り

と
筆
を
と
め
て
、
其
跡
き
り
く
ち
す
み
枯
れ
て
、
末
の
世
ま
で
残
り
侍
ぞ
あ
は
れ
に
侍
る
。
主
は
今
は
い
づ
れ
の
浄
土
に
か
い
ま
す
ら
ん

に
、
手
跡
は
ひ
と
り
率
都
婆
の
函
に
残
り
け
る
こ
そ
、
思
ひ
入
れ
侍
る
に
、
あ
は
れ
に
か
な
し
く
、
一
疾
も
と
こ
ろ
せ
く
ま
で
に
覚
え
侍
れ
。

遥
弟
に
て
い
ま
そ
か
り
し
桜
井
僧
正
行
慶
、
彼
岩
屋
に
穏
り
給
へ
り
し
時
、
師
の
僧
正
の
歌
の
見
え
け
る
に
、
今
更
昔
も
恋
し
く
、
其
跡

も
し
の
ば
し
く
思
ひ
給
け
れ
ば
、
傍
ら
に
書
添
へ
給
け
る
、

げ
に
も
ら
ぬ
に
ぞ
袖
も
ぬ
れ
け
る

西行歌から西行説話へ

と
あ
り
し
を
み
し
に
、
さ
も
ゆ
か
し
か
り
け
る
人
の
有
様
か
な
と
覚
え
侍
り
。

か
L
る
ゆ
〉
し
き
人
の
歌
の
傍
ら
に
、

っ
た
な
き
身
に
し
て
、
詞
も
姿
も
た
ら
は
ぬ
大
和
こ
と
葉
を
蓄
添
ヘ
ら
ん
こ
と
、

そ
し
り
も
多
か

る
べ
き
上
、

そ
の
恐
れ
も
侍
れ
ど
も
、
事
の
み
過
ご
し
難
ふ
侍
り
し
中
に
も
、
紺
縁
川
町
品
以
出
問

U
U覚
E
E
t

露
も
ら
ぬ
岩
屋
も
袖
は
ぬ
れ
け
り
と
き
か
ず
は
い
か
に
あ
や
し
か
ら
ま
し

と
書
添
へ
て
ま
か
り
過
ぎ
し
こ
と
、
な
を
／
＼
其
恐
れ
侍
り
。
し
か
は
あ
れ
ど
も
、

一
つ
蓮
の
露
と
も
、
今
の
歌
の
露
は
な
れ
か
し
と
恩

3 

ひ、

草
が
く
れ
な
き
跡
ま
で
も
、
我
を
そ
ば
む
る
事
な
か
れ
。
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説
話
の
後
半
、

〈
西
行
〉
が
感
動
の
余
り
そ
の
説
話
の
現
場
で
あ
る
笠
の
岩
屋
を
訪
れ
て
一
首
の
歌
を
書
き
添
え
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
結
縁
も
あ
ら
ま
ほ
し
く
覚
え
て
」
と
い
う
〈
西
行
〉

の
歌
詠
み
の
心
境
は
、
ま
さ
に
前
述
し
た
山
口
氏
の
論
考
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
説
話

に
お
い
て
は
、
行
尊
の
歌
に
加
え
て
『
西
行
上
人
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
西
行
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
西
行
が
実
際
に
大
峰
入
り
に
際
し

て
笠
の
岩
屋
を
訪
ね
、
「
露
も
ら
ぬ
」
と
い
う
歌
を
詠
じ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
一
首
は
『
山
家
集
』
に
も
第
四
句
「
聞
か
ず
ば
い
か

が
」
の
形
で
見
え
、
詞
書
は
「
み
た
け
よ
り
笠
の
岩
屋
へ
ま
ゐ
り
け
る
に
、
も
ら
ぬ
い
は
や
も
、
と
あ
り
け
ん
を
り
思
ひ
い
で
ら
れ
て
」
と
な
っ

て
い
る
。

『
西
行
上
人
集
』
四
五
九

大
峰
の
笈
窟
に
て
、
も
ら
ぬ
い
は
や
も
と
、
平
等
院
僧
正

よ
み
給
ひ
け
む
こ
と
、
思
ひ
い
だ
さ
れ
て

露
も
ら
ぬ
窟
も
袖
は
ぬ
れ
け
り
と
き
か
ず
は
い
か
に
あ
や
し
か
ら
ま
し

西
行
説
話
が
生
成
さ
れ
る
際
、
ま
ず
参
照
さ
れ
た
の
は
西
行
歌
と
そ
の
詞
書
で
あ
ろ
う
。
西
行
歌
の
詞
書
に
読
み
取
れ
る
西
行
生
前
の
行
動

や
生
活
の
断
片
が
物
語
と
し
て
展
開
さ
せ
ら
れ
た
西
行
説
話
は
、
『
撲
集
抄
』
や
『
西
行
物
語
』
な
ど
の
誓
物
に
見
ら
れ
る
。
『
撰
集
抄
』
の
例

を
挙
げ
れ
ば
、
巻
九
第
八
話
〔
江
口
遊
女
事
〕
が
最
も
知
ら
れ
て
い
る
説
話
で
あ
ろ
う
。
江
口
遊
女
説
話
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
も
入
集
し

て
い
る
酋
行
と
遊
女
と
の
贈
答
歌
を
元
に
形
成
さ
れ
た
話
で
、
『
撰
集
抄
』
に
は
歌
の
贈
答
だ
け
で
な
く
遊
女
の
機
悔
が
語
ら
れ
、
灘
別
後
の

後
日
談
ま
で
錨
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
「
行
尊
説
話
」
は
西
行
歌
と
そ
の
詞
書
が
用
い
ら
れ
た
も
の
の
、
こ
の
説
話
の
よ
う
な
物
語
性
を
有
さ

な
い
。
『
撰
集
抄
』
の
西
行
歌
説
話
と
し
て
は
実
に
簡
潔
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
り
、
仏
教
説
話
と
し
て
あ
る
べ
き
唱
導
も
最
低
限
に
抑
え
ら
れ

て
い
る
。
西
尾
光
一
氏
の
説
く
よ
う
に
『
僕
集
抄
』
の
特
質
は
長
文
の
「
説
話
評
論
」
に
あ
る
（
3
）が、

こ
の
「
行
尊
説
話
」
に
は
認
め
が
た



い
。
で
は
、
何
故
行
尊
に
思
い
を
馳
せ
た
歌
が
『
撰
集
抄
』
の
編
著
者
に
選
ば
れ
た
の
か
。
そ
の
答
え
は
行
尊
そ
の
人
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
西
行
説
話
は
常
に
〈
西
行
〉
の
旅
す
る
姿
か
ら
始
ま
る
が
、
「
行
尊
説
話
」
で
は
短
万
直
入
に
行
尊
の
高
僧
と
し
て

の
あ
り
か
た
が
諮
ら
れ
て
い
る
。
後
掲
の
よ
う
に
、
「
行
尊
説
話
」
の
次
に
配
置
さ
れ
て
い
る
話
が
行
尊
験
力
護
で
あ
る
こ
と
を
含
め
て
考
え

る
と
、
こ
の
説
話
は
行
尊
を
語
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
ら
た
か
な
る
験
力
を
持
つ
天
台
僧
の
行
尊
も
秀
で
た
歌

詠
み
で
あ
る
。
行
尊
の
「
行
脚
修
行
の
歌
僧
」
と
い
う
性
質
は
西
行
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
和
歌
の
表
現
か
ら
考
え
て
も
、
す
で
に
先
行

研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
西
行
の
自
然
を
愛
で
る
歌
風
に
は
行
尊
と
繋
が
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
4
）
。
要
す
る
に
、

西
行
と
行
尊
は
と
も
に
回
国
行
脚
の
修
行
僧
と
し
て
自
然
を
詠
歌
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
行
尊
が
〈
西
行
〉
の
『
撰
集
抄
』
説
話
の
主
人
公

に
選
ば
れ
た
理
由
は
、
二
人
が
同
質
的
な
人
物
で
あ
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
仏
教
説
話
集
と
し
て
の
『
撰
集
抄
』
は
、

〈
西
行
〉
を
単
な
る
歌
詠
み
の
修
行
僧
と
設
定
す
る
だ
け
に
留
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
行
慶
と
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

〈
西
行
〉

の
歌
詠
み
の
行
為
を
よ
り
宗
教
的
な
も
の
に
膨
ら
ま
せ
た
の
で
あ

ろ
う
。
行
慶
が
行
尊
の
入
室
弟
子
で
あ
る
こ
と
は
『
寺
門
伝
記
補
録
』
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
か
ら
、
行
慶
が
師
の
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
る
こ

と
は
推
察
が
可
能
な
話
で
あ
る
。
師
の
歌
に
共
鳴
し
て
一
句
を
残
し
た
行
慶
の
存
在
が
媒
介
と
な
っ
て
、
「
行
尊
説
話
」
は
仏
教
説
話
と
し
て

唱
導
性
が
よ
り
一
一
層
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

西行歌から西行説話へ

ま
た
、
巻
八
の
説
話
配
列
か
ラ
り
し
て
、
「
行
尊
説
話
」
は
実
に
重
要
な
位
置
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
分
か
る
。
巻
八
は
延
べ
三
五
話
の
説
話

が
あ
り
、
九
巻
構
成
の
『
撰
集
抄
』
の
中
で
最
も
多
く
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
巻
で
あ
る
。
そ
の
殆
ど
は
漢
詩
、
和
歌
、
蹴
鞠
な
ど
芸
能
関

係
の
内
容
で
、
ど
れ
も
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
説
話
で
あ
る
。
説
話
評
論
部
に
は
説
法
の
言
葉
が
少
な
く
、
漢
詩
や
和
歌
に
対
す
る
語
り
手
の
感

動
の
述
懐
が
殆
ど
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
従
来
の
研
究
で
は
巻
八
が
特
異
な
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
巻
八
の
第
一
話
か
ら
第
二
七
話
ま
で
の
説
話

に
用
い
ら
れ
た
漢
詩
や
和
歌
は
、
殆
ど
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
第
二
八
話
は
、
現
在
問
題
に
し
て
い
る
行
尊
と
西

5 

行
の
歌
説
話
で
あ
り
、
第
二
九
話
か
ら
は
他
の
巻
に
見
ら
れ
る
説
話
と
同
じ
よ
う
な
類
型
の
説
話
で
あ
る
。
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安
田
孝
子
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
諸
本
に
よ
っ
て
説
話
配
列
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
静
嘉
堂
文
庫
本
系
統
と
テ
ク
ス
ト
に
使
用
し
た
松
平
文

庫
本
系
統
の
配
列
は
原
初
的
な
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
（
5
）
。
諸
本
に
よ
っ
て
第
三

O
話
か
ら
第
三
三
話
ま
で
の
蹴
鞠
と
琵
琶
の
話

は
、
第
一
九
話
説
話
の
後
ろ
に
挿
入
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
（
6
）が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
第
二
八
話
「
行
尊
説
話
」
が

一
連
の
歌
説
話

の
末
尾
に
位
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
題
目
の
な
い
第
二
九
話
は
第
二
八
話
と
本
来
一
つ
の
説
話
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
九
話
は
行
尊
が

「空
也
上
人
の
手
を
祈
り
治
す
話
」
と
「
毒
瓜
を
神
呪
で
祈
る
話
」
か
ら
な
る
行
尊
験
力
讃
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
「
行
尊

説
話
」
は
巻
八
の
歌
説
話
群
の
締
め
く
く
り
の
位
置
に
あ
り
、
第
二
九
話
は
類
型
的
な
仏
教
説
話
に
戻
る
た
め
の
緩
衝
材
の
よ
う
な
も
の
に
な

る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
言
え
ば
、

〈
西
行
〉
が
詠
じ
た
「
露
も
ら
ぬ
」
の
歌
こ
そ
が
『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
歌
説
話
群
を
締
め

く
く
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
偽
装
さ
れ
た
仏
教
説
話
集
の
作
者
と
し
て
で
あ
れ
、
神
仏
霊
験
誇
の
発
見
者
や
語
り
手
と
し
て
で

あ
れ
、

や
は
り
〈
西
行
〉
は
歌
人
と
し
て
確
か
に
『
撰
集
抄
』
に
形
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
説
話
評
論
部
に
和
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
行
尊
説
話
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

〈
西
行
〉
が
説
話
評
論
に
お
い

て
、
仏
道
の
教
え
や
教
典
の
法
文
を
引
用
し
な
が
ら
仏
教
を
説
く
こ
と
は
、
『
撰
集
抄
』
説
話
の
類
型
で
あ
る
。
時
に
は
〈
西
行
〉
が
自
身
の

過
去
や
行
脚
修
行
を
諮
る
場
面
も
あ
る
が
、
説
話
評
論
部
に
お
い
て
和
歌
を
詠
む
の
は
「
行
尊
説
話
」
が
最
初
で
最
後
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ

り
西
行
の
真
作
歌
に
よ
る
〈
西
行
〉
の
歌
が
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
芸
能
を
中
心
と
す
る
部
立
の
編
纂

意
識
の
み
な
ら
ず
、
西
行
歌
を
含
む
「
行
尊
説
話
」
が
巻
八
の
歌
説
話
の
末
尾
に
置
か
れ
、
且
つ
説
話
評
論
部
に
西
行
歌
が
据
え
ら
れ
る
と
い

う
『
撰
集
抄
』
の
編
著
者
の
特
別
な
扱
い
は
、
単
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
「
結
縁
の
手
段
」
や
「
説
話
の
一
部
分
」
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ

以
上
の
格
別
な
る
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
西
行
説
話
の
伝
承
方
法



『
撰
集
抄
』
説
話
の
伝
承
方
法
か
ら
考
え
て
も
「
行
尊
説
話
」
は
や
は
り
特
徴
的
で
あ
る
。
『
撰
集
抄
』
の
語
り
手
の
伝
承
方
法
に
つ
い
て
、

渡
返
信
和
氏
は
各
説
話
と
述
主
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
『
撰
集
抄
』
説
話
を
分
類
し
て
い
る
（
7
）。

① 

述
主
つ
ま
り
語
り
手
西
行
が
そ
の
説
話
の
事
象
を
目
撃
し
て
、
体
験
し
た
事
と
し
て
記
す
も
の
。

② 

述
主
が
伝
聞
し
、
或
は
書
物
で
読
ん
だ
説
話
を
記
す
も
の
。

a、
述
主
が
直
接
に
そ
の
事
象
の
あ
っ
た
地
に
足
を
運
ん
で
、

そ
の
地
に
伝
わ
る
説
話
を
聞
き
、
記
し
た
と
す
る
も
の
。

b
、
述
主
が
審
物
に
よ
っ
て
そ
の
事
象
を
知
り
、

そ
れ
を
再
録
し
た
と
す
る
も
の
。

c
、
右
の

a、
b
以
外
の
伝
聞
に
よ
っ
て
記
し
た
と
恩
わ
れ
る
も
の
。

一
方
、
西
尾
光
一
氏
は
「
『
撰
集
抄
』
全
編
一
一
ご
話
の
う
ち
、
助
動
詞
「
け
り
」
を
主
用
し
、
伝
承
さ
れ
た
話
を
書
き
留
め
る
と
い
う
形

で
書
き
記
さ
れ
た
も
の
、

つ
ま
り
説
話
的
な
発
想
を
と
っ
て
い
る
話
が
九
O
話
を
占
め
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
発
想
を
と
る
こ
と
な
く
、

人
称
で
、
助
動
詞
「
き
」
を
主
用
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
紀
行
的
・
随
筆
的
発
想
の
説
話
が
＝
二
話
あ
る
よ
と
い
う
よ
う
に
『
撰
集
抄
』
説

話
を
分
類
し
て
い
る
（
8
〉。

凶行：欣から西行説話へ

し
か
し
、
「
行
尊
説
話
」
は
両
氏
の
分
類
に
よ
っ
て
も
捉
え
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
残
っ
て
い
る
。
説
話
の
前
半
は
助
動
詞
「
け
り
」
が
用
い

ら
れ
た
伝
承
の
話
で
、
即
ち
西
尾
氏
の
言
う
「
説
話
的
な
発
想
を
と
っ
て
い
る
話
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
半
の
説
話
評
論
と
さ
れ
る
は
ず
の

部
分
は
、
語
り
手
〈
西
行
〉
の
「
紀
行
的
、
随
筆
的
発
想
の
説
話
」
（
同
氏
）
と
な
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
渡
海
氏
は
、
こ
の
一
話
に
つ
い

て
「
必
ず
し
も
そ
の
地
で
説
話
を
知
っ
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
知
っ
て
そ
の
地
に
行
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
」
と
注
に
記
し
た
。
「
行
尊
説
話
」

の
後
半
に
描
か
れ
た
「
か
h

る
ゆ
〉
し
き
人
の
歌
の
傍
ら
に
」
か
ら
の
叙
述
は
説
話
評
論
で
あ
り
な
が
ら
、

〈
西
行
〉
が
実
体
験
を
し
た
説
話

7 

に
も
な
る
。
そ
の
上
で
何
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
西
行
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
第
二
八
話
「
行
尊
説
話
」
に
続
く
第
二
九
話
は
、
前
半
の
空
也
上
人
に
関
す
る
説
話
が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
見
ら
れ
る
が
、

『
撰
集
抄
』
で
行
尊
に
あ
た
る
祈
祷
す
る
僧
正
は
余
慶
と
い
う
人
物
と
な
り
、
説
話
の
内
容
に
も
相
違
が
あ
る
。
後
半
に
描
か
れ
る
毒
瓜
か
ら

大
蛇
が
現
れ
る
話
は
『
古
今
著
聞
集
』
に
お
い
て
よ
り
物
語
的
に
描
か
れ
、
僧
正
の
役
は
や
は
り
行
尊
で
は
な
い
。
こ
の
二
つ
の
小
話
は
他
の

説
話
集
に
も
類
話
が
見
ら
れ
る
が
、
行
尊
の
歌
説
話
は
『
撰
集
抄
』
独
自
の
創
作
説
話
で
あ
り
、
強
い
て
言
え
ば
西
行
歌
か
ら
生
み
出
さ
れ
た

説
話
で
も
あ
る
。
何
よ
り
西
行
が
仏
教
説
話
集
の
作
者
と
す
る
に
相
応
し
い
西
行
歌
を
選
ぶ
際
、
そ
れ
が
高
僧
に
結
び
つ
く
こ
と
も
一
つ
重
要

な
編
築
基
準
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
行
尊
の
「
草
の
い
ほ
」
の
歌
が
用
い
ら
れ
た
説
話
は
、
『
古
今
著
聞
集
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、
西
行

は
登
場
し
て
い
な
い
。
『
古
今
著
聞
集
』
で
は
あ
く
ま
で
も
行
尊
の
略
伝
と
し
て
描
か
れ
、
行
尊
の
験
者
と
し
て
の
力
を
強
調
し
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
実
際
、
歴
史
上
の
行
尊
は
歌
人
と
し
て
よ
り
も
、
効
験
あ
ら
た
か
な
僧
と
し
て
朝
廷
に
信
頼
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
知
っ
た
上
で

『
撰
集
抄
』
の
編
著
者
は
行
尊
と
〈
西
行
〉

の
歌
説
話
の
続
き
に
、
験
者
と
し
て
の
行
尊
の
説
話
を
取
り
入
れ
、
創
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

三
、
西
行
と
俊
恵
と
語
り
手
〈
西
行
〉

前
章
で
検
討
し
た
、
行
尊
が
主
人
公
で
あ
る
説
話
に
西
行
の
歌
説
話
が
取
り
入
ら
れ
、
共
に
物
語
ら
れ
る
と
い
う
西
行
説
話
の
生
成
方
法
は
、

『
撰
集
抄
』
全
編
を
通
じ
て
創
作
さ
れ
た
説
話
的
な
〈
西
行
〉
像
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
巻
五
第
一
四
話

「
〈
西
行
〉
歌
物
語
説
話
」

に
よ
り
、
更
に
明
白
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

巻
五
第
一
四
話

〔
春
日
社

俊
恵
美
嘆
事
在
之
〕

同
比
、
な
ら
の
京
巡
礼
し
て
、
春
日
の
御
社
に
ま
い
り
侍
れ
ば
、
春
日
野
の
け
し
き
、
二
基
の
塔
の
有
様
、
ま
だ
し
の
橋
を
足
も
と
V

ろ



に
踏
け
む
、
若
紫
の
ゆ
か
り
あ
れ
ば
、
す
み
れ
摘
な
る
小
篠
原
、
玉
ざ
〉
の
上
に
は
玉
あ
ら
れ
つ
も
り
、
ひ
ろ
は
む
事
も
片
岡
の
松
の
み

ど
り
は
君
の
為
に
、
千
世
の
色
を
や
こ
め
つ
ら
む
。
立
寄
、
と
り
て
み
む
と
す
れ
ば
、
萩
の
下
露
、
挟
に
落
る
色
は
紅
な
り
。
尾
華
く
ず

ふ
り
さ
け

け
ん
こ
と
の
葉
思
出
て

殊
に
哀
に

花
露
散
て
、
山
た
ち
の
ぼ
る
月
影
の
、
千
里
を
か
け
て
照
す
に
、
ー
刈
周

udu仲
丸
が

刻
刻
。
漸
分
入
ば
、
杉
村
高
く
し
げ
り
て
、
六
の
道
わ
か
れ
た
り
。
六
道
の
ち
ま
た
に
こ
れ
を
ぎ
せ
り
。
正
き
道
や
日
疋
な
ら
ん
、
善
趣
の

橋
を
過
ぬ
れ
ば
、
御
社
も
漸
近
く
。
四
御
殿
、
三
の
廊
、
二
階
の
楼
門
そ
ば
た
て
り
。
よ
り
／
＼
社
檀
に
た
〉
ず
め
ば
、
般
若
理
趣
分
の

こ
ゑ
す
ご
く
、
し
ば

ρ＼
宝
前
に
さ
す
ら
へ
ば
、
稔
加
唯
識
声
た
え
せ
ず
侍
り
。
賞
事
詞
に
難
述
侍
る
。

か
く
て
、
俊
恵
の
住
給
東
大
寺
の
麓
に
尋
ま
か
り
て
、
何
と
な
く
歌
物
語
し
侍
し
か
ば
、
「
い
か
な
る
歌
か
読
た
る
」
と
と
ひ
給
し
か
ば
、

山
里
に
う
き
世
い
と
は
ん
友
も
が
な
く
や
し
く
す
ぎ
し
む
か
し
語
ら
む

又
、
難
波
の
渡
を
す
ぎ
侍
り
し
時
、

津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
藍
の
か
れ
葉
に
風
わ
た
る
な
り

と
よ
み
て
侍
る
」
と
申
し
か
ば
、

劃
（
昔
も
刈
に
す
ぐ

れ
ソ
さ

c
。

凶行取から凶行説話へ

か
ゃ
う
の
事
書
の
ぶ
る
は
、
慨
も
多
く
恐
も
し
げ
け
れ
共
、
今
は
身
の
仏
道
に
思
入
ぬ
る
上
は
、
必
し
も
人
の
噺
を
か
へ
り
み
る
べ
き
に

あ
ら
ざ
れ
ば
、
有
の
ま
〉
に
俊
恵
の
詞
を
載
る
に
侍
る
。
か
〉
る
事
、
在
俗
の
時
な
ら
ま
し
か
ば
、
慢
心
も
侍
り
、
悦
ぶ
心
も
あ
り
な
ま

し
。
今
は
す
べ
て
是
等
何
共
党
ず
。
さ
す
が
仏
法
の
カ
に
こ
そ
侍
ら
め
と
覚
侍
り
。

俊
恵
は
西
行
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
人
物
で
あ
り
、
『
西
行
上
人
集
』
四
九
三
番
歌
の
詞
警
に
西
行
と
俊
恵
が
対
面
す
る
場
面
が
語
ら
れ
て
い
る。

9 

詞
警
に
書
か
れ
た
素
覚
は
俊
恵
主
宰
の
歌
林
苑
の
会
衆
の
一
人
で
あ
り
、
西
行
と
は
親
交
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
山
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家
集
』

一
O
五
四
番
の
歌
は
、
俊
恵
が
天
王
寺
に
箆
る
際
に
西
行
が
俊
恵
に
捧
げ
る
気
持
ち
を
も
込
め
て
詠
ま
れ
た
奉
納
歌
で
あ
る
。

『
西
行
上
人
集
』
四
九
三
番

索
党
が
も
と
に
て
、
俊
恵
と
罷
合
て
、
述
懐
し
侍
し
に

な
に
ご
と
に
と
ま
る
心
の
あ
り
け
れ
ば
さ
ら
に
し
も
又
世
の
い
と
は
し
き

『
山
家
集
』

一
O
五
四
番

俊
恵
天
王
寺
に
鑓
り
て
、
人
々
具
し
て
住
吉
に
ま
ゐ
り
て
、
歌
詠
み
け
る
に
具
し
て

住
吉
の
松
が
根
あ
ら
ふ
浪
の
音
を
こ
ず
ゑ
に
懸
く
る
沖
つ
潮
風

西
行
の
家
集
か
ら
読
み
取
れ
る
西
行
と
俊
恵
と
の
関
わ
り
は
、
『
撰
集
抄
』
に
至
っ
て
俊
恵
に
ま
つ
わ
る
単
独
の
説
話
に
ま
で
は
成
長
し
な

、
ル
コ
’

’A
f
A

、

カ
，
ふ
れ
・
刀

〈
西
行
〉
と
俊
恵
と
が
対
面
し
て
語
り
会
う
場
面
が
『
撰
集
抄
』
に
は
二
度
描
か
れ
て
い
る
。
該
当
す
る
「
〈
西
行
〉
の
歌
物
語

説
話
」
と
巻
四
第
六
話
〔
慶
円
事
〕

で
あ
る
。
巻
四
第
六
話
に
は
説
話
の
余
談
の
形
で
〈
西
行
〉
が
俊
恵
を
訪
ね
る
シ
l
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
説
話
も
同
様
に
〈
西
行
〉
が
修
行
の
旅
で
遭
遇
し
た
出
来
事
で
あ
り
、

〈
西
行
〉
の
体
験
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、

〈
西
行
〉
が
積
極
的

に
俊
恵
を
訪
問
す
る
も
う

一
つ
の
場
面
で
あ
る
。
歴
史
上
の
西
行
が
歌
人
と
し
て
当
時
多
く
の
著
名
歌
人
と
交
渉
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

そ
の
中
で
『
撰
集
抄
』
の
編
著
者
が
俊
恵
を
選
ん
だ
理
由
は
、
彼
の
東
大
寺
住
僧
と
し
て
の
宗
教
的
な
立
場
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

彼
が
歌
林
苑
の
主
宰
者
と
し
て
和
歌
の
桃
源
郷
を
創
出
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
あ
る
だ
ろ
う
。
西
行
と
歌
林
苑
の
歌
人
達
と
の

交
流
は
浅
か
ら
ず
、
山
本
一
氏
は
「
同
時
代
の
評
価
と
い
う
面
に
関
し
て
は
、
歌
林
苑
こ
そ
が
「
大
歌
人
」
西
行
を
生
み
出
す
温
床
で
あ
っ
た

と
さ
え
思
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
9
）。



〈
西
行
〉
が
歌
物
語
を
語
っ
た
後
、
俊
恵
が
賞
賛
の
言
葉
を
贈
っ
た
。
『
撰
集
抄
』
世
界
の
み
の
賛
辞
で
あ
る
。
和
歌
が
結
縁
の
手
段
と
言

つ
な
ら
ば
、

〈
西
行
〉
自
身
に
よ
る
自
画
自
賛
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の

「歌
物
語
説
話
」
は
ど
う
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
説
話
に
お

い
て
〈
西
行
〉
が
「
な
に
と
な
く
歌
物
語
し
侍
り
し
か
ば
」
と
自
ら
歌
の
話
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
俊
恵
に
「
い
か
な
る
歌
か
読
み
た

る
」
と
言
わ
せ
る
仕
掛
け
が
作
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
二
首
の
歌
を
以
っ
て
、

〈
西
行
〉
が
和
歌
に
対
す
る
関
心
と
強
い
自
信
の
持
ち
主
で
あ

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
『
撰
集
抄
』
の
編
著
者
が
造
形
し
よ
う
と
し
た
〈
西
行
〉
像
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
語
り
手

〈
西
行
〉
が
語
っ
た
歌
物
語

〈
西
行
〉
が
巻
五
第

一
四
話
「
歌
物
語
説
話
」
に
お
い
て
自
ら
物
語
っ
た
、
行
脚
修
行
の
場
で
あ
る
春
日

・
讃
岐

・
難
波
の
渡
り
は
、

い
』
す

れ
も
歴
史
上
の
西
行
が
実
際
に
訪
ね
た
場
所
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
た
『
山
家
集
』
の
西
行
歌
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

『山
家
集
』
四

O
七
番

春
日
に
ま
ゐ
り
た
り
け
る
に
、
常
よ
り
も
月
あ
か
く
て
、
あ
は
れ
な
り
け
れ
ば

西行歌から西行説話へ

ふ
り
さ
け
し
人
の
心
ぞ
知
ら
れ
ぬ
る
今
宵
三
笠
の
月
を
な
が
め
て

西
行
は
阿
部
仲
麻
呂
の
名
歌
を
思
い
出
し
共
感
を
覚
え
た
。
こ
の
一
首
は
『
撰
集
抄
』
に
お
い
て
、
語
り
手
の
詠
作
と
し
て
は
用
い
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
説
話
の
冒
頭
部
に
本
歌
取
り
の
形
と
し
て
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

〈
西
行
〉

の
歌
道
に
対
す
る
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

11 

ま
A

日↑九、

〈
西
行
〉
が
自
ら
示
し
た
詠
作
の
場
で
あ
る
讃
岐
国
は
、
周
知
の
通
り
祭
徳
院
が
保
元
の
乱
に
よ
り
配
流
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
歴
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史
上
の
西
行
が
参
詣
し
て
か
の
有
名
な
崇
徳
院
鎮
魂
歌
を
詠
じ
た
場
所
で
あ
っ
た
。
西
行
の
西
国
行
脚
は
仁
安
二
、
三
年
の
五

O
歳
の
こ
ろ
に

行
わ
れ
、
目
的
は
崇
徳
院
の
御
墓
参
拝
及
び
弘
法
大
師
ゆ
か
り
の
善
通
寺
参
詣
で
あ
る
と
い
う
。
『
山
家
集
』
に
収
め
ら
れ
た
西
国
で
の
一
連

の
歌
を
通
し
て
、
崇
徳
院
御
墓
参
拝
と
善
通
寺
参
詣
は
西
行
に
と
っ
て
の
一
大
事
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
当
然
な
が
ら
中
世
の
〈
西
行
〉
像

を
創
り
上
げ
よ
う
と
し
た
『
撰
集
抄
』
の
編
著
者
に
と
っ
て
も
漏
ら
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
重
大
事
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

『
山
家
集
』

一
三
五
二
番

i
一
三
五
六
番

讃
岐
に
詣
で
て
、
松
山
の
津
と
申
す
所
に
、
院
お
は
し
ま
し
け
ん

御
跡
た
づ
ね
け
れ
ど
、
か
た
も
無
か
り
け
れ
ば

松
山
の
波
に
流
れ
て
来
し
舟
の
や
が
て
空
し
く
な
り
に
け
る
か
な

松
山
の
波
の
景
色
は
変
ら
じ
を
か
た
な
く
君
は
な
り
ま
し
に
け
り

白
峰
と
申
し
け
る
所
に
、
御
墓
の
侍
り
け
る
に
、
ま
ゐ
り
て

よ
し
ゃ
君
昔
の
玉
の
ゆ
か
と
て
も
か
か
ら
ん
後
は
何
に
か
は
せ
ん

閉
じ
国
に
、
大
師
の
お
は
し
ま
し
け
る
御
辺
り
の
山
に
、
庵
結
び
て
住
み
け
る
に
、

月
い
と
明
く
て
、
海
の
方
窓
り
な
く
見
え
け
れ
ば

去
り
な
き
山
に
て
海
の
月
見
れ
ば
島
ぞ
こ
ほ
り
の
絶
え
間
な
り
け
る

一
三
五
七
番

l
一
三
七
一
番
（
善
通
寺
に
て
詠
じ
た
と
思
わ
れ
る
一
連
の
歌
）

目
崎
徳
衛
氏
は
、
西
行
が
西
国
修
行
に
「
大
師
の
お
は
し
ま
し
け
る
御
あ
た
り
の
山
」
に
草
庵
を
結
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
、
展
基
が
巡
礼
よ



り
も
よ
り
直
接
的
且
つ
重
要
な
動
機
な
い
し
は
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
、
更
に
「
そ
れ
は
単
に
崇
徳
院
へ
の
追
慕
の
念
に
促
さ
れ
た
と
い
っ
た

も
の
で
は
な
く
、
院
の
怨
念
を
慰
撫
、
鎮
定
す
る
と
い
う
深
刻
な
使
命
を
見
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
ω）
。
歴
史
上
の
西
行

は
そ
う
で
あ
っ
て
も

『
撰
集
抄
』
に
お
い
て
は
、
『
山
家
集
』
の
詞
蓄
に
共
通
し
て
い
る
「
形
如
の
い
ほ
り
を
結
び
て
侍
り
し
」
と
い
う
詠
歌

事
情
が
、

の
歌
物
語
に
特
筆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巻
一
第
七
話
〔
新
院
御
墓
一〕
に
「
よ
し
ゃ
君
」
の
歌
が
用
い
ら
れ
、
崇
徳
院
死

〈
西
行
〉

後
の
荒
涼
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
善
通
寺
参
詣
に
関
す
る
話
は
『
撰
集
抄
』
に
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
撰
集
抄
』
の
編
著
者

は
西
行
の
大
師
思
慕
を
こ
の
一
話
に
取
り
入
れ
、
更
に
山
里
の
隠
居
に
相
応
し
い

「友
も
が
な
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
一
首
を
選
ん
だ
。

そ
も
そ

も

『撰
集
抄
』
の
政
文
に
「
子
時
寿
永
二
年
睦
月
の
下
の
弓
は
り
、
讃
州
善
通
寺
の
方
丈
の
庵
に
し
て
、
記
し
終
わ
り
ぬ
」
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か

h

り
し
て
、
善
通
寺
は
実
に
全
編
に
わ
た
っ
て
説
話
を
語
る
場
と
し
て
あ
り
、
最
も
重
要
な
聖
地
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ

う
。
歌
物
語
の
冒
頭
に
「
讃
岐
国
多
度
郡
」
に
滞
在
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、

〈
西
行
〉
が
歌
物
語
に
示
し
た
い
の
は
新
院
御
墓
な
る
白
峰
と
い

う
よ
り
も
、
弘
法
大
師
空
海
の
誕
生
地
で
あ
る
善
通
寺
な
の
で
は
な
い
か
。

〈
西
行
〉
が
続
い
て
語
っ
た
歌
物
語
の
場
は
、
西
行
の
詠
歌
名
所
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
難
波
の
渡
り
で
あ
る
。
例
え
ば
『
山
家
集
』
の
八

番
歌
は
津
の
国
の
春
を
実
感
す
る
喜
び
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

凶行歌から西行説話へ

『
山
家
集
』
八

難
波
わ
た
り
に
年
越
し
に
侍
り
け
る
に
、
春
立
つ
心
を
よ
み
け
る

い
つ
し
か
と
春
来
に
け
り
と
津
の
国
の
難
波
の
浦
を
霞
こ
め
た
り

『
撰
集
抄
』
に
お
い
て
、
巻
九
第
八
話
〔
江
口
遊
女
事
〕
及
び
巻
五
第

一一

話
〔
江
口
尼
事
〕
に
描
か
れ
て
い
る
江
口
遊
女
説
話
の
舞
台
も

13 

津
の
国
で
あ
る
。
津
の
国

（
摂
津
国
）
と
い
う
場
所
は
『
撰
集
抄
』
に
お
い
て
五
話
に
描
か
れ
て
、

〈
西
行
〉
が
最
も
よ
く
旅
す
る
場
所
で
あ
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7
C

。
つ
ま
り
、
讃
岐
国
も
難
波
の
渡
り
も
歴
史
上
の
西
行
が
実
際
に
足
を
、
運
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
と
同
時
に
、
『
撰
集
抄
』
の
世
界
で
の
語
り

手
〈
西
行
〉

の
重
要
な
修
行
の
地
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、

こ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
二
首
の
西
行
歌
は
、
『
西
行
上
人
集
』
と
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
と
も
詞
書

が
な
い
歌
で
あ
る
。

よ
っ
て
巻
五
第
一
四
話
は
紛
れ
も
な
く
西
行
歌
か
ら
西
行
説
話
へ
創
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
「
津
の
国
の
」
の

歌
に
つ
い
て
、
稲
田
利
徳
氏
は
「
能
図
法
師
『
こ
こ
ろ
あ
ら
ん
人
に
み
せ
ば
や
つ
の
く
に
の
な
に
は
わ
た
り
の
は
る
の
け
し
き
を
』
を
念
頭
に

し
た
も
の
。
『
新
古
今
集
』
に
撰
入
さ
れ
た
の
は
、

一
つ
に
は
、
眼
前
の
枯
れ
た
麓
の
光
景
か
ら
能
因
の
詠
嘆
し
た
難
波
の
瑞
々
し
い
春
の
麓

原
を
想
起
し
、

そ
れ
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
た
と
こ
ろ
、
二
つ
に
は
、
麓
の
枯
葉
に
風
の
乾
い
た
音
を
配
し
た
寂
謬
美
の
魅
力
な
ど
に
よ
る
だ

ろ
う
か
。
」
と
述
べ
て
い
る
（
日
）
。
能
因
の
歌
も
行
尊
の
歌
の
よ
う
に
西
行
の
作
歌
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
。
周
知
の
通
り
、
西
行

は
出
家
後
、
能
因
の
跡
を
た
ど
り
歌
枕
を
訪
ね
る
た
め
に
陸
奥
を
最
初
に
旅
し
た
の
で
あ
る
。
能
因
を
慕
っ
た
西
行
が
、
陸
奥
で
詠
ん
だ
歌
は

『
山
家
集
』
に
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
に
は
、
能
因
の
歌
を
本
歌
と
し
て
詠
ん
だ
歌
も
い
つ
く
か
見
ら
れ
る
。
更
に
は
、
詞
書
に
能

因
の
歌
を
意
識
し
て
詠
歎
し
た
と
明
確
に
書
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

西
行
の
歌
枕
を
訪
ね
る
旅
は
『
撰
集
抄
』
の
世
界
ま
で
続
く
。

〈
西
行
〉
の
旅
も
能
因
の
歌
枕
の
影
響
が
強
く
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
西
行
〉
が
旅
し
た
場
所
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
地
名
が
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
五

O
近
く
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
八

O
%は
歌
枕
と

さ
れ
る
名
所
で
、
残
り
の
二

O
%は
都
や
高
野
山
、
或
い
は
寺
院
な
ど
で
あ
る
。

い
く
つ
か
実
際
の
地
理
に
合
わ
な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
全
体

的
に
見
れ
ば
殆
ど
歌
枕
の
旅
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ほ
ど
歌
枕
に
こ
だ
わ
る
編
著
者
の
編
纂
意
図
に
は
、
歌
人
西
行
の
能
図
に
対
す

る
憧
慢
の
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
津
の
国
の
」
の
歌
は
、
「
行
尊
説
話
」
に
見
ら
れ
る
「
露
も
ら
ぬ
」
の
歌
と
同
じ
よ
う
に
、

西
行
が
追
慕
し
た
先
達
の
歌
を
本
歌
と
し
て

詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
行
尊
も
能
因
も
西
行
よ
り
前
世
代
に
生
き
た
有
名
な
歌
僧
で
あ
り
、
共
に
西
行
が
慕
う
人
物
で
も
あ
る
。
『
撰
集
抄
』
の

編
著
者
が
「
露
も
ら
ぬ
」
と
「
津
の
国
の
」
の
二
首
を
選
ん
だ
の
は
、

そ
の
歌
に
関
わ
る
行
尊
と
能
因
と
い
う
人
物
の
存
在
を
読
者
に
提
示
す



る
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
「
行
尊
説
話
」
に
お
い
て
は
行
尊
の
詠
作
も
同
時
に
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
「
〈
西
行
〉
歌
物
語
説

話
」
の
方
は
能
因
歌
枕
で
あ
る
難
波
の
渡
り
と
、
能
因
の
歌
を
想
起
さ
せ
る
西
行
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
行
尊
は
仏
道
の
唱
導

者
と
し
て
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
一
方
、
能
因
の
歌
道
を
導
く
案
内
者
と
し
て
の
存
在
感
は
た
だ
匂
わ
さ
れ
て
い
る
の
み
に
留
ま
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

結
、
僧
侶
と
歌
人
と
い
う
こ
面
性
を
持
つ

〈
西
行
〉
の
位
相

『
撰
集
抄
』
の
編
著
者
は
「
行
尊
説
話
」
と
「
〈
西
行
〉
歌
物
語
説
話
」
を
通
し
て
、
他
の
説
話
集
に
見
ら
れ
な
い
新
た
な
西
行
像
を
創
り

出
そ
う
と
試
み
て
い
る
。
「
行
尊
説
話
」
の
中
で
、

〈
西
行
〉
は
仏
教
説
話
に
相
応
し
い
行
尊
の
験
力
諒
を
語
り
仏
道
を
唱
導
し
よ
う
と
し
て

い
る
。

そ
の
一
方
で
、
「
〈
西
行
〉
歌
物
語
説
話
」
で
は
、
能
因
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
歌
枕
の
旅
を
歩
ん
で
い
た
と
語
っ
て
い
る
。

〈西

行
〉
は
高
僧
で
あ
る
行
尊
の
修
行
の
場
を
訪
ね
「
結
縁
も
あ
ら
ま
ほ
し
く
」
思
っ
て
、
行
尊
の
詠
作
の
一
部
を
自
分
の
歌
に
詠
み
込
ん
だ
。
そ

の
次
に
描
か
れ
る
験
者
た
る
行
尊
も
含
め
て
考
え
れ
ば
、
『
撰
集
抄
』
の
編
著
者
は
、
歌
人
と
し
て
の
〈
西
行
〉
像
を
巻
八
を
通
し
て
、

よ
り

深
め
よ
う
と
す
る
一
方
、
仏
教
の
先
達
で
あ
る
行
尊
及
び
行
慶
に
続
く
、
僧
侶
と
し
て
の
〈
西
行
〉
の
姿
勢
も
積
極
的
に
表
そ
う
と
し
た
の
で

西行歌から西行説話へ

あ
る
。

そ
し
て
、
「
〈
西
行
〉
歌
物
語
説
話
」
に
お
い
て
、
引
歌
的
な
表
現
を
用
い
た
美
文
調
を
踏
ま
え
っ
て
西
行
を
代
表
す
る
こ
首
の
和

歌
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、

〈
西
行
〉
が
説
話
の
主
人
公
に
お
さ
ま
っ
た
西
行
説
話
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
『
撰
集
抄
』
説
話
の
基
本
構
成

に
沿
い
な
が
ら
、
更
に
説
話
評
論
部
に
「
さ
す
が
仏
法
の
力
に
こ
そ
侍
ら
め
と
覚
え
侍
り
」
と
全
て
を
〈
西
行
〉
と
い
う
出
家
遁
世
者
に
よ
る

仏
教
説
話
と
し
て
記
し
て
い
て
、

実
に
自
己
完
結
性
の
高
い
西
行
説
話
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

西
行

・
行
尊

・
能
因
は
、

い
ず
れ
も
歌
僧
に
し
て
回
国
行
脚
の
遊
行
聖
で
あ
る
。
『
撰
集
抄
』
の
編
著
者
は
西
行
と
間
質
的
な
人
物
で
あ
る

15 

行
尊
及
び
能
因
を
取
り
上
げ
、
歌
僧
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
更
に
深
化
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
西
行
歌
説
話
l
！
こ
こ
で
は
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行
尊
説
話
と
〈
西
行
〉
歌
物
語
説
話
を
指
す
が
ー
ー
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
行

・
行
尊
・
能
因
と
い
う
所
謂
三
人
の

「
漂
泊
の
歌
僧
」

の

世
界
は
『
撰
集
抄
』
に
収
数
さ
せ
ら
れ
、
創
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
撰
集
抄
』
は
、
表
面
的
に
は
仏
道
を
唱
導
す
る
説
話
の
集
に
見
え
る

も
の
の
、
歌
道
を
歩
む
西
行
の
世
界
を
も
積
極
的
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
撰
集
抄
』

の
編
著
者
は
、
仏
教
説
話
を
記

す
人
、
語
る
人
と
し
て
の

〈
西
行
〉
を
描
く
際
に
、
彼
の

「
漂
泊
の
歌
人
」
と
い
う
当
時
の
人
々
の
中
で
既
に
形
成
さ
れ
て
い
た
人
物
像
を
更

に
深
化
さ
せ
、
且
つ
理
想
化
さ
せ
た
と
さ
え
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（注）

（

1
）
山
口
真
琴
「
恋
情
と
結
縁
l
撰
集
抄
の
表
現
世
界
l
」
（
『
中
古
文
学
の
形
成
と
展
開
l
中
古
か
ら
中
世
へ
｜
』
一
九
九
五
年
、
和
泉
書
院
）
所
収
。

（2
）
碗
波
美
和
子

「『
西
行
物
語
』
と
『
撰
集
抄
』
｜
和
歌
の
扱
い
を
中
心
に
｜
」
（
『
説
話
文
学
研
究
』
一
九
九
七
年
六
月
三

（3
）
西
尾
光
一

「四
行
的
人
間
と
西
行
好
み
の
人
間
l
『
撰
集
抄
』
｜
仮
托
性
」
（
『
西
行
・
定
家
』
一
九
八
四
年
、
有
精
堂
）
所
収
。

（4
）
桑
原
博
史
『
回
行
と
そ
の
周
辺
』
（

一
九
八
九
年
、
風
間
審
一房
）。

（5
）
安
田
孝
子

「『
撰
集
抄
』
に
お
け
る
行
尊
説
話
」
（
『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
一
九
八
七
年
二
月
三

（6
）
『
撰
集
抄
校
本
篇
』
安
田
孝
子

・
梅
野
き
み
子

・
野
崎
典
子

・
河
野
啓
子

・
森
瀬
代
士
枝
共
著
（
一
九
七
九
年
、
笠
間
書
院
）
。

（7
）
渡
遊
信
和

「『
撰
集
抄
』
の
成
立
過
程
」
（
『
同
朋
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
九
八
二
年
十
二
月）。

（8
）
同
住
（
3
）

（9
）
山
本

一
「
西
行
に
お
け
る
神
｜
和
歌
勧
進
へ
の
態
度
を
め
ぐ
っ
て

l
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
四
年
七
月
）
0

2
）
目
崎
徳
衛
『
西
行
の
思
想
史
的
研
究
』
（

一
九
七
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）
。

（U
）
稲
田
利
徳
『
西
行
の
和
歌
の
世
界
』
（二

O
O
四
年
、
笠
間
書
院
）
。

中＋

「
撰
集
抄
』
は
古
典
文
庫
、
『
山
家
集
』
は
新
潮
白
木
古
典
集
成
に
よ
り
、
『
西
行
上
人
集
』
は
『
西
行
全
歌
集
』
（
新
典
社
）
に
よ
る
。

（
さ
い

は
い
せ
い
／
比
較
人
文
学
）




