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誤
読
」
さ
れ
た
逸
話

『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
十
六
・
興
言
利
口
第
廿
五

蔵
人
判
官
範
貞
内
覧
の
大
臣
頼
長
を
見
知
ら
ざ
る
事
」
の
考
察

舘

野

文

昭

は
じ
め
に

建
長
六
（
一
二
五
四
）
年
に
成
立
し
た
『
古
今
著
聞
集
』（
以
下
『
著

聞
集
』
と
略
称
す
）
は
、
橘
成
季
の
編
に
な
る
説
話
集
で
あ
る
。
そ
の
説

話
の
取
材
方
法
に
つ
い
て
は
、
跋
文
に
「
或
は
家
々
の
記
録
を
う
か
ゞ

い
、
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
ゆ
き
ず
り
の
か
た
ら
ひ
、
あ
ま
さ
か
る
ひ
な
の
て
ぶ
り
の
な
ら
ひ
に
つ

け
て
、
た
ゞ
き
ゝ
つ
て
に
き
く
事
を
も
し
る
せ
れ
ば
、
さ
だ
め
て
う
け
る

事
も
、
又
た
し
か
な
る
こ
と
も
ま
じ
り
侍
ら
ん

１
）

か
し
」
と
あ
り
、
編
者
が

様
々
な
方
法
で
様
々
な
種
類
の
説
話
を
採
集
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

実
際
に
『
著
聞
集
』
を
繙
け
ば
、
口
頭
で
伝
わ
っ
た
口
承
説
話
と
覚
し
き

も
の
、
記
録
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
よ
う
な
説
話
、
記
録
を
説
話
風
に

翻
案
し
た
も
の
な
ど
多
様
な
タ
イ
プ
の
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

了
解
さ
れ
る
。
故
に
、
説
話
ご
と
に
抱
え
て
い
る
事
情
も
一
様
で
は
な

く
、
各
説
話
の
性
質
を
個
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
巻
第
十
六
興
言
利
口
第
廿
五
に
収
録
さ
れ
る
五
一
一
段
説

話
「
蔵
人
判
官
範
貞
内
覧
の
大
臣
頼
長
を
見
知
ら
ざ
る
事
」
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
た
い
。
こ
の
五
一
一
段
は
、
一
見
単
純
な
説
話
で
あ
る
が
、
実

は
複
雑
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。

一
、『
古
今
著
聞
集
』
五
一
一
段

『
著
聞
集
』
に
お
い
て
、
五
一
一
段
説
話
は
ど
の
よ
う
な
説
話
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
著
聞
集
』
五
一
一
段
の
本
文
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

仁
平
二
年
三
月
廿
五
日
、
八
幡
行
幸
あ
り
け
る
に
、
蔵
人
判
官
藤
原

範
貞
、
舞
人
を
つ
と
め
た
り
け
る
に
、
宮
寺
に
て
、

藤
原
頼
長
）

左
大
臣
わ
た
く

し
に
奉
幣
せ
さ
せ
給
て
、
南
階
を
お
り
給
け
る
に
、
範
貞
立
む
か
ひ

て
う
や
ま
う
気
色
な
か
り
け
り
。
お
と
ゞ
ふ
し
ぎ
と
お
ぼ
し
て
、
ひ

そ
か
に
「
わ
れ
を
ば
し
ら
ぬ
か
」
と
問
ひ
給
た
り
け
れ
ば
、
い
ま
だ

見
し
り
た
て
ま
つ
ら
ぬ
よ
し
を
こ
た
へ
申
け
る
、
い
ふ
ば
か
り
な
く

て
、
お
と
ゞ
す
ぎ
給
に
け
り
。
内
覧
の
大
臣
を
見
し
り
た
て
ま
つ
ら

ぬ
蔵
人
、
不
思
議
な
り
け
る
事
也
。
彼
範
貞
は
式
部
大
輔
永
範
が
息

な
り
。

こ
れ
は
『
著
聞
集
』
巻
第
十
六
の
「
興
言
利
口
」
篇
に
入
集
す
る
説
話
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で
あ
る
。「
興
言
利
口
」
篇
と
い
う
の
は
、
種
々
の
笑
い
話
が
収
載
さ
れ

る
部
立
で
あ
る
。
本
話
が
『
著
聞
集
』
に
お
い
て
、
興
言
利
口
譚
と
し
て

ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
ま
ず
考
え
た
い
。『
著
聞
集
』
本
文

に
即
し
て
考
え
て
ゆ
く
。

本
話
は
仁
平
二
（
一
一
五
二
）
年
三
月
二
十
五
日
の
近
衛
朝
に
お
け
る

石
清
水
行
幸
の
折
の
逸
話
で
あ
る
。
石
清
水
行
幸
の
際
に
は
芸
能
が
奉
納

さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ

２
）

る
が
、
蔵
人
判
官
藤
原
範
貞
時
と
い
う
人
物
が
そ

の
舞
人
を
務
め
て
い
た
。
八
幡
宮
本
殿
に
て
、
時
の
左
大
臣
藤
原
頼
長
が

公
式
の
奉
幣
と
は
別
に
、
私
的
な
奉
幣
を
し
て
、
南
階
を
お
り
た
と
こ

ろ
、
舞
人
の
範
貞
は
頼
長
に
「
立
ち
む
か
」
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
蹲
踞
・

３
）

平
伏
と
い
っ
た
敬
礼
を
と
ら
ず
に
頼
長
の
方
に
顔
を
向
け
て
い
た
と
い

う
。
摂
関
期
の
蔵
人
の
故
実
に
つ
い
て
記
す
『
侍
中
群
要
』
五
「
礼
節

事
」
に
、「
蔵
人
於
大
臣
前
、
必
居
、
但
伝
宣
旨
之
時
、
仰
詞
了
後
可

４
）

居
也
」
と
あ
り
、
蔵
人
の
故
実
に
照
ら
し
て
も
、
左
大
臣
の
前
で
は

「
居
」
即
ち
蹲
踞
の
礼
を
と
る
べ
き
で
、「
立
ち
む
か
」
う
こ
と
は
無
礼

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
範
貞
に
対
し
て
、
頼
長
は
慮
外
の
こ
と
と
思

い
、「（
左
大
臣
で
あ
る
）
自
分
の
こ
と
を
知
ら
な
い
の
か
」
と
密
か
に
問

う
た
。
そ
れ
に
対
し
て
範
貞
は
知
ら
な
い
と
答
え
た
。
頼
長
は
呆
れ
果
て

て
、
範
貞
の
無
礼
を
咎
め
る
こ
と
も
せ
ず
過
ぎ
去
っ
た
。
以
上
の
如
き
逸

話
で
あ
る
が
、
こ
の
逸
話
に
対
し
て
『
著
聞
集
』
編
者
は
、
内
覧
の
大
臣

を
知
ら
な
い
蔵
人
が
い
た
と
は
、「
不
思
議
な
り
け
る
事
」
で
あ
る
と
評

し
て
い
る
。
確
か
に
、『
新
潮
古
典
集
成
』
の

５
）

頭
注
が
指
摘
す
る
と
お
り
、

天
皇
の
秘
書
官
で
あ
り
、
文
書
の
管
理
・
受
け
渡
し
等
を
そ
の
職
務
に
含

ん
で
い
る
蔵
人
所
の
職
員
が
、
文
書
を
内
見
す
る
内
覧
の
大
臣
頼
長
の
こ

と
を
知
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
理
解
の
範
疇
を
超
え
た
、「
不
思
議
」
の

こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
に
史
実
を
付
け
加
え
れ
ば
、
久
安
三
（
一

一
四
七
）
年
、
頼
長
は
蔵
人
所
の
総
裁
で
あ
る
蔵
人
所
別
当
に
補
さ
れ
て

６
）

い
る
。
自
ら
が
所
属
す
る
役
所
の
長
官
を
知
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
常
識

外
れ
も
甚
だ
し
い
。

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
編
者
は
こ
の
説
話
を
「
不
思
議
」
と
評
し
て
い

る
が
、
こ
こ
で
の
「
不
思
議
」
と
い
う
の
は
「
理
解
し
が
た
い
程
に
愚
か

で
笑
っ
て
し
ま
う
」
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

７
）

あ
る
。

要
す
る
に
、
あ
ま
り
に
も
無
知
な
、
全
く
常
識
外
れ
の
言
動
を
と
っ
た
、

笑
止
千
万
な
蔵
人
が
い
た
も
の
だ
、
と
い
う
点
で
笑
い
を
誘
う
、
興
言
利

口
譚
と
な
っ
て
い
る
。

頼
長
が
登
場
人
物
と
な
っ
て
い
る
点
が
ま
た
興
言
利
口
譚
と
し
て
効
果

的
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
話
の
前
話
で
あ
る
五
一
〇
段
も
ま

た
頼
長
の
登
場
す
る
説
話
で
あ
る
。
五
一
〇
段
を
引
用
す
る
。

久
安
の
比
、

藤
原
頼
長
）

宇
治
左
府
宇
治
へ
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
有
盛
朝
臣
、

装
束
を
車
に
ぬ
ぎ
を
き
て
あ
り
き
け
る
が
、
お
と
ゞ
に
あ
ひ
た
て
ま

つ
り
に
け
り
。
主
君
の
御
車
と
見
て
、
も
の
き
る
に
を
よ
ば
ず
、
ま

よ
ひ
お
り
た
り
け
る
、
い
か
に
お
か
し
と
お
ぼ
し
け
む
。

五
一
一
段
で
は
単
に
「
左
大
臣
」
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
こ
こ
で
引
用
し

た
五
一
〇
段
に
は
「
宇
治
左
府
」
と
あ
る
か
ら
、
続
く
五
一
一
段
の
「
左

大
臣
」
も
「
宇
治
左
府
」
即
ち
藤
原
頼
長
を
指
す
と
す
ぐ
に
わ
か
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
る
。
尤
も
五
一
〇
段
が
な
く
と
も
、『
著
聞
集
』
が
読
者

と
し
て
想
定
す

８
）

る
層
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
仁
平
二
年
の
「
左
大
臣
」
に

「
頼
長
」
と
い
う
具
体
的
人
物
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
に
か
く
こ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
、
読
者
が
ど
の

よ
う
な
頼
長
像
を
も
っ
て
説
話
を
読
ん
で
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

―14―



う
。頼

長
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
。
頼
長
と
い
え
ば
、「
悪
左

府
」
の
異
名
で
知
ら
れ
る
、
厳
酷
・
苛
烈
な
こ
と
で
時
人
に
恐
れ
ら
れ
た

人
物
で
あ
っ
た
。『
今
鏡
』「
ふ
じ
な
み
の
中

飾

９
）

太
刀
」
は
そ
の
人
格
に

つ
い
て
、

こ
と
行
な
は
せ
給
ふ
こ
と
も
、
古
き
事
を
興
し
、
上
達
部
の
著
座
と

か
し
給
は
ぬ
を
も
、
み
な
催
し
つ
け
な
ど
し
て
、
公
私
に
つ
け
て
、

何
事
も
い
み
じ
く
き
び
し
き
人
に
ぞ
お
は
せ
し
。
道
に
会
ふ
人
、
き

び
し
く
恥
ぢ
が
ま
し
き
こ
と
多
く
き
こ
え
き
。
公
事
行
な
ひ
給
ふ
に

つ
け
て
、
遅
く
参
る
人
、
障
り
申
す
な
ど
を
ば
、
家
焼
き
こ
ぼ
ち
な

ど
せ
ら
れ
け
り
。

と
記
す
。
頼
長
が
行
っ
た
政
策
と
し
て
、
官
紀
の
粛
正
策
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
頼
長
は
摂
関
家
と
し
て
の
最
上
流
意
識
が
き
わ
め
て
強

く
、
中
下
級
の
廷
臣
の

上
を
嫌
っ
て
い
た
こ
と
も
有
名
で

10
）

あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
当
然
礼
節
作
法
に
対
し
て
も
、
き
わ
め
て
厳
格
な
態
度
で
臨
ん
だ
と

見
ら
れ
る
。
礼
節
を
欠
く
行
為
を
し
て
頼
長
に
辱
め
ら
れ
た
人
は
多
か
っ

た
。
有
名
な
例
と
し
て
は
、『
百
錬
抄
』
久
寿
二
（
一
一
五
五
）
年
二
月

一
日
条
に
、

左
大
臣
於
途
中
為
左
衛
門
尉
信
兼
被
射
危
。
咎
無
礼
之
間
及
闘
乱

也
。

と
見
え
る
、
乱
闘
に
ま
で
発
展
し
た
平
信
兼

11
）

の
例
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

当
時
の
左
大
臣
が
か
く
の
如
き
「
公
私
に
つ
け
て
、
何
事
も
い
み
じ
く

き
び
し
き
」
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
世
紀
後
の
『
著
聞

集
』
の
時
代
に
お
い
て
も
常
識
的
な
知
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
無

礼
を
働
い
た
ら
ど
の
よ
う
な
酷
い
目
に
遭
う
か
わ
か
ら
な
い
人
物
。
そ
の

よ
う
な
頼
長
像
を
念
頭
に
お
い
て
『
著
聞
集
』
の
読
者
は
五
一
〇
段
・
五

一
一
段
を
読
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。

五
一
一
段
の
説
話
は
、
そ
の
よ
う
な
頼
長
に
対
し
て
礼
を
失
す
る
行
為

を
働
い
て
、
何
事
に
も
厳
し
い
頼
長
が
呆
れ
果
て
て
咎
め
る
気
も
失
せ
て

し
ま
う
程
に
愚
か
な
蔵
人
の
話
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
先
述
の
よ
う
な
頼
長
像
を
思
い
浮
か
べ
て
こ
の
説
話
を
読
む
こ
と

で
、
よ
り
滑
𥡴
味
が
増
幅
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
前
段
の
五
一
〇

段
の
説
話
も
ま
た
、
同
様
の
頼
長
像
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
、
説
話
の
リ

ア
リ
テ
ィ
が
高
め
ら
れ
て
い
る
。
五
一
〇
段
は
路
頭
で
頼
長
に
遭
遇
し
た

藤
原
有
盛
が
、
悪
左
府
頼
長
の
厳
酷
苛
烈
な
性
格
を
恐
れ
る
あ
ま
り
に
、

慌
て
て
服
を
着
ず
に
下
車
し
て
し
ま
っ
た
話
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
五

一
〇
段
・
五
一
一
段
と
、
頼
長
と
礼
節
に
関
わ
る
説
話
が
並
ん
で
い
る

が
、
明
ら
か
に
意
図
的
な
配
置
で
あ
る
。
両
説
話
は
好
一
対
を
為
し
て
お

り
、
連
続
し
て
読
む
こ
と
で
滑
𥡴
さ
が
増
幅
さ
れ
る
、
効
果
的
配
列
と
言

え
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、「
彼
範
貞
は
式
部
大
輔
永
範
が
息
な
り
」
と
い
う
説

話
末
尾
の
一
文
も
ま
た
、
蔵
人
範
貞
の
愚
か
さ
を
強
調
す
る
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
こ
の
範
貞
の
父
で
あ
る
永
範
と
い
う
人
は
、
南
家
藤
原
氏
貞

嗣
流
の
儒
者
で
、
後
白
河
・
二
条
・
高
倉
の
「
三
代
の
侍
読
」
を
務
め
た

人
物
で

12
）

あ
る
。『
著
聞
集
』
に
お
い
て
登
場
回
数
の
多
い
人
物
で
あ
り
、

『
著
聞
集
』
読
者
は
永
範
を
「
高
名
で
優
れ
た
儒
者
」
と
し
て
認
識
し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
の
鴻
儒
永
範
の
息
で
あ
る
範
貞
が
、
無
知

で
愚
か
な
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
何
と
も
滑
𥡴
な
こ
と
で

あ
ろ
う
。

『
著
聞
集
』
五
一
一
段
に
お
い
て
、
頼
長
・
永
範
と
い
う
著
名
な
人
物
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の
名
が
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
範
貞
と
い
う
あ
ま
り
有
名
で
な

い
人
物
の
愚
か
さ
・
滑
𥡴
味
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で

13
）

あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
『
著
聞
集
』
編
者
は
本
説
話
の
肝
を
「
想
像
を
絶
す
る

愚
か
な
蔵
人
」
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

二
、
仁
平
二
年
三
月
二
十
五
日
の
石
清
水
行
幸
と
頼
長

こ
こ
で
、
事
実
関
係
の
確
認
を
行
い
た
い
。『
著
聞
集
』
本
文
は
、「
仁

平
二
年
三
月
廿
五
日
」
と
具
体
的
日
付
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
編
者

は
何
ら
か
の
記
録
を
依
拠
資
料
と
し
て
こ
の
説
話
を
採
録
し
た
と
推
測
さ

れ
、『
著
聞
集
』
五
一
一
段
の
語
る
、「
頼
長
に
対
し
範
貞
が
礼
を
尽
く
さ

な
か
っ
た
こ
と
」、「
範
貞
が
頼
長
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
答
え
た
こ
と
」、

「
頼
長
が
範
貞
を
咎
め
ず
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
こ
と
」
は
、
事
実
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
。
実
際
に
仁
平
二
年
三
月
二
十
五
日
の
石
清

水
行
幸
に
つ
い
て
は
、『
兵
範
記
』
及
び
『
本
朝
世
紀
』
に
記
事
が
見
ら

れ
、
こ
の
日
行
幸
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
史
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

こ
こ
に
信
頼
で
き
る
同
時
代
史
料
と
し
て
、『
兵
範
記
』
同
日
条
を
引
用

14
）

す
る
。天

晴
、
石
清
水
行
幸
也
、

巳
剋
出
御
、
自
中
御
門
西
行
、
自
大
宮
南
行
、
神
宝
前
舞
人
右
衛
門

尉
藤
範
貞
廷
尉
、
皇
嘉

門
院
蔵
人

、
左
兵
衛
尉
藤
憲
頼
内
蔵

人

、
馬
助
盛
業
、
定
兼
、

中
務
少
輔
季
経
、
侍
従
信
能
、
少
納
言
実
経
、
教
宗
、
左
近
権
少
将

頼
長
男
）

隆
長
朝
臣
、
左
番
長
秦
兼
清
為

、
随
身
如
恒
、
小
舎
人
童
一
人
着
当

色
、
雑
色
八
人
、
二
藍
萌
木
蘇
芳
朽
葉
各
二
人
着
之
、

少
納
言
成
隆
朝

臣
遅
参
、
於
八
條
辺
参
会
云
々
、

藤
原
頼
長
）

左
大
相
府
騎
馬
前
駆
、

藤
原
忠
通
）

博
陸
殿
下
供
奉
後
陣
、
此
外
供
奉
諸
司
百
官

扈
従
如
例
、

行
事
上
卿
兵
衛
督
忠
雅
、

参
議
為
通
朝
臣
、

右
少
弁
資
長
、

申
刻
着
御
宿
院
、
先
御
禊
、
上
卿
以
下
率
参
山
上
、
奉
幣
、
東
遊
、

御
神
楽
、
曲
舞
等
如
例
云
々
、
入
夜
事
了
、
還
御
、
夜
半
還
宮

云
々
、

こ
こ
に
は
頼
長
の
私
的
な
奉
幣
に
つ
い
て
は
何
も
記
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
こ
の
行
幸
に
頼
長
も
供
奉
し
た
こ
と
、
範
貞
が
舞
人
を
務
め
て
い
た

こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
と
確
認
出
来
る
。

所
引
の
記
事
か
ら
も
あ
る
程
度
は
わ
か
る
が
、
石
清
水
行
幸
に
お
い
て

は
、
天
皇
及
び
行
幸
に
供
奉
し
た
殆
ど
の
人
は
御
宿
所
（
極
楽
寺
）
に
留

ま
り
、
御
禊
の
後
に
勅
使
で
あ
る
上
卿
以
下
が
男
山
に
登
り
、
本
殿
の
神

前
に
て
奉
幣
、
芸
能
の
奉
納
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
終
わ
っ
た
後
天
皇
の
待

つ
御
宿
所
に
戻
り
、
勅
使
が
御
願
を
祈
念
し
た
こ
と
を
天
皇
に
奏
上
を
行

う
と
い
う
形
式
の
も
の
で
あ

15
）

っ
た
。
左
大
臣
の
頼
長
も
、
天
皇
と
同
様
に

御
宿
所
に
留
ま
り
、
男
山
の
山
上
へ
は
登
ら
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
時
は
、
勅
使
と
と
も
に
山
上
へ
登
り
、
勅
使
に
よ
る
公
式
の
奉

幣
と
は
別
に
、「
わ
た
く
し
に
」、
即
ち
太
政
官
の
左
大
臣
と
い
う
廷
臣
と

し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
私
的
な
立
場
で
、
追
加
の
奉
幣
を
行
っ
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
奉
幣
を
終
え
た
頼
長
が
南
階
を
降
り
た
そ
の
場
に
舞
人

が
い
た
と
い
う
説
話
の
記
述
か
ら
、
頼
長
の
奉
幣
は
一
連
の
儀
に
割
り
込

む
形
で
為
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

頼
長
が
こ
の
日
石
清
水
八
幡
宮
に
参
詣
し
て
「
わ
た
く
し
に
」
奉
幣
し

た
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
台
記
』
に

は
頼
長
が
石
清
水
八
幡
宮
を
含
む
社
寺
に
参
詣
し
た
と
い
う
記
事
が
散
見

さ

16
）

れ
る
。『
台
記
』
に
見
ら
れ
る
石
清
水
参
詣
の
例
を
挙

17
）

げ
る
。
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詣
八
幡
入
内

祈

、
著
衣
冠
、
乗
網
代
車
、
前
駆
著
布
衣
唯
授
幣

衣
冠

、
先
於
宝

前
、
奉
幣
三
捧
、
使
俗
別
当
兼
安
祝
、
還
祝
後
賜
禄
、
次
詣
若
宮
奉

幣
一捧

、
兼
康
祝
還
祝
如
前
無禄

、
次
詣
武
内
奉
幣
一捧

、
如
若
宮
儀
、
了
帰

京
、（『
台
記
別
記
』
久
安
四
年
十
月
十
日
条
）

詣
八
幡
路
間

念
誦

、
依
入
内
立
后
慶
也
、
若
宮
・
武
内
同
奉
幣
、
俗
別
当

兼
安
有
所
労
、
仍
神
主
兼
実
申
祝
、（『
台
記
』
久
安
六
年
六
月
三
日

条
）

頼
長
は
養
女
多
子
の
入
内
の
祈
願
の
為
に
、
ま
た
多
子
の
入
内
・
立
后

が
成
っ
た
後
は
そ
の
慶
を
申
す
為
に
、
石
清
水
八
幡
宮
を
詣
で
て
い
る
。

こ
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
出
世
や
養
女
の
入
内
と
い
っ
た
政
治
的
願
望
の

祈
願
、
及
び
そ
れ
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
の
賀
を
奉
告
す
る
と
い
っ
た
目
的

で
の
参
詣
が
多
い
。
こ
の
説
話
の
時
の
奉
幣
も
ま
た
多
分
に
政
治
的
な
意

図
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
の
頼
長
は
、
周
知
の
通
り
、
兄
で
あ
る
関
白
忠
通
と
、
執
政

の
座
を
巡
っ
て
政
治
的
に
対
立
し
て

18
）

い
た
。
久
安
六
（
一
一
五
〇
）
年
頼

長
は
養
女
多
子
の
入
内
・
立
后
を
果
た
す
。
そ
の
後
頼
長
を
偏
愛
し
た
父

忠
実
が
、
執
政
の
座
を
頼
長
に
譲
る
こ
と
を
拒
否
し
た
忠
通
を
義
絶
し

て
、
氏
長
者
を
忠
通
か
ら
取
り
上
げ
て
頼
長
に
与
え
る
と
い
う
経
緯
で
、

頼
長
は
氏
長
者
に
就
任
す
る
。
翌
仁
平
元
（
一
一
五
一
）
年
正
月
十
日
に

は
内
覧
宣
旨
を
被
り
、
執
政
の
座
に
着
い
た
。
忠
通
は
依
然
と
し
て
摂
禄

の
地
位
に
は
あ
っ
た
も
の
の
、
鳥
羽
院
政
下
で
忠
実
・
頼
長
陣
営
は
敵
対

す
る
忠
通
陣
営
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
名
目
的
に
は
、
優
位
に
立
つ
こ

と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
行
幸
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
時
期
に
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
の
奉
幣
は
、
時
期
的
に
見
て
、
氏
長
者
・

内
覧
に
就
任
し
た
こ
と
の
慶
を
奉
告
す
る
意
図
で
行
わ
れ
た
奉
幣
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
同
じ
く
こ
の
行
幸
に
供
奉
し
て
い
た

兄
忠
通
に
対
し
て
、
自
ら
の
優
位
的
立
場
を
示
威
す
る
意
図
も
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
は
言
っ
て
も
八
幡
神
と
い
う
天
皇
家
に
と
っ
て
重
要
な
神
の
前

で
、
天
皇
の
命
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
儀
式
に
割
り
込
む
形
で
、
私
的
に

奉
幣
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
は
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
。
こ
の
頼
長
の
奉
幣
は
、
執
政
の
座
を
手
に
し
た
者
の
驕
慢
に
し
て

上
な
振
る
舞
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

三
、
藤
原
範
貞
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
前
節
に
引
用
し
た
『
兵
範
記
』
の
記
事
と
、『
著
聞
集
』

五
一
一
段
の
本
文
と
を
見
較
べ
る
と
、『
著
聞
集
』
編
者
が
重
大
な
事
実

誤
認
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。『
著
聞
集
』
本
文
の
「
内
覧
の

大
臣
を
見
し
り
た
て
ま
つ
ら
ぬ
蔵
人
、
不
思
議
な
り
け
る
事
也
」
の
一
文

は
明
ら
か
に
「
蔵
人
判
官
範
貞
」
が
天
皇
に
近
侍
す
る
蔵
人
所
の
蔵
人
で

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
代
史
料
で
あ
る
『
兵
範

記
』
に
は
、「
右
衛
門
尉
藤
範
貞
廷
尉
、
皇
嘉

門
院
蔵
人

」
と
あ
る
。
割
注
に
「
廷
尉
」

と
あ
り
、
彼
が
検
非
違
使
を
兼
官
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
、
こ
れ
は
『
著

聞
集
』
本
文
の
「
判
官
」
に
符
合
す
る
。
問
題
は
「
皇
嘉
門
院
蔵
人
」
と

あ
る
点
で
あ
る
。
平
安
後
期
に
な
る
と
、
禁
中
の
ほ
か
に
、
院
や
女
院
、

摂
関
家
等
に
も
蔵
人
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
だ
が
、
彼
は
禁
中
の

蔵
人
所
の
蔵
人
で
は
な
く
皇
嘉
門
院
の
蔵
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
藤
原
範
貞
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
少
し
確
認
し
て
お
こ
う
。

範
貞
は
先
述
の
藤
原
永
範
の
一
男
で
、
母
は
従
五
位
上
主
計
助
河
内
守
大

江
行
重
女
、
同
母
弟
に
非
参
議
従
二
位
民
部
卿
光
範
が
い
る
。
天
養
元

―17―



（
一
一
四
四
）
年
十
二
月
三
十
日
に
範
貞
が
学
問
料
を
給
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
『
台
記
』
に
見
え
る
が
、
こ
れ
が
彼
の
経
歴
を
記
す
早
い
史
料
で
あ

る
。
そ
の
後
対
策
に

19
）

応
じ
、
仁
平
年
間
頃
ま
で
に
は
皇
嘉
門
院
蔵
人
と
な

っ
て
い
た
ら
し
い
。
皇
嘉
門
院
と
い
え
ば
、
時
の
関
白
藤
原
忠
通
女
聖

子
、
崇
徳
天
皇
中
宮
と
な
っ
た
人
物
で

20
）

あ
る
。
彼
女
は
父
忠
通
の
九
条
殿

を
御
所
と
し
て
お
り
、
忠
通
の
後
見
を
受
け
て
い
た
。
範
貞
の
父
永
範
は

忠
通
が
主
催
し
た
文
事
に
お
い
て
そ
の
文
才
を
発
揮
し
、
忠
通
に
家
司
と

し
て
仕
え
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
忠
通
一
家
と
永

範
一
家
と
の
縁
は
深
い
と
言
っ
て
よ
い
だ

21
）

ろ
う
。

仁
平
・
久
寿
・
保
元
頃
の
範
貞
の
活
動
に
つ
い
て
は
、『
兵
範
記
』
に

幾
許
か
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
下
、『
兵
範
記
』
を
参
考
に
範
貞
の
事

跡
に
つ
い
て
述
べ
る
。
皇
嘉
門
院
蔵
人
で
あ
っ
た
範
貞
は
、
検
非
違
使
・

衛
門
尉
の
職
に

22
）

あ
り
、
仁
平
二
年
三
月
二
十
五
日
の
石
清
水
行
幸
の
ほ

か
、
仁
平
四
（
一
一
五
四
）
年
三
月
五
日
の
石
清
水
臨
時
祭
、
久
寿
二

（
一
一
五
五
）
年
三
月
二
十
三
日
の
石
清
水
臨
時
祭
で
も
舞
人
を
務
め
て

い
る
。
久
寿
二
年
に
は
、
近
衛
天
皇
が
崩
御
し
て
後
白
河
天
皇
が
即
位
す

る
が
、
十
一
月
二
十
五
日
、
後
白
河
朝
の
蔵
人
所
の
蔵
人
に
範
貞
が
三
十

歳
で
補
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
逆
算
す
る
と
大
治
元

（
一
一
二
六
）
年
の
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
母
弟
光
範
も
ま

た
、『
公
卿
補
任
』
か
ら
大
治
元
年
の
生
ま
れ
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
両

者
は
同
年
生
ま
れ
の
同
母
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
絶
対

に
有
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
ひ
と
ま
ず
措
く
。
範
貞
は
蔵
人
と
し

て
昇
殿
を
聴
さ
れ
た
以
後
も
、
同
年
十
二
月
十
七
日
の
賀
茂
臨
時
祭
試

楽
、
翌
日
の
賀
茂
臨
時
祭
に
お
い
て
も
舞
人
と
し
て
奉
仕
し
、
十
二
月
二

十
五
日
に
は
、
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
保
元
の
乱
で
頼
長
が
没
し

た
直
後
の
保
元
元
（
一
一
五
六
）
年
十
月
十
七
日
に
は
、
忠
通
男
基
房
の

書
始
の
儀
が
、
基
実
の
曹
司
に
お
い
て
催
さ
れ
る
が
、
範
貞
は
師
匠
と
し

て
五
帝
本
紀
を
教
授
し
て
お
り
、
彼
と
忠
通
一
家
と
の
縁
の
強
さ
を
窺
わ

せ
る
。
そ
の
後
の
事
跡
は
『
兵
範
記
』
に
は
見
え
な
い
が
、
程
な
く
し
て

没
し
た
も
の
と
思
わ

23
）

れ
る
。
嘉
応
元
（
一
一
六
九
）
年
四
月
十
九
日
条
を

見
る
と
、
建
春
門
院
殿
上
始
に
お
い
て
、
範
貞
男
国
範
が
蔵
人
に
補
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
割
注
に
「
宮
内
卿
永
範
男
、
実
故
散
位
範
貞
男
孫

」
と

あ
り
、
晩
年
は
散
位
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
彼
の
死
後
は
弟
の
光
範
が

出
世
し
公
卿
に
昇
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
藤
原
範
貞
と
い
う
人
物
は
頼
長
よ
り
も
忠
通
に

縁
の
あ
る
人
物
で
、
説
話
当
時
の
「
頼
長
対
忠
通
」
と
い
う
政
治
的
対
立

の
構
図
で
見
た
場
合
、
忠
通
サ
イ
ド
に
属
す
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
こ
こ
で
改
め
て
『
著
聞
集
』
五
一
一
段
を
見
る
と
、
そ
の
説

話
の
伝
え
る
事
実
は
、
全
く
別
の
相
貌
を
帯
び
て
来
る
こ
と
に
な
る
。

四
、
説
話
の
真
相

忠
通
サ
イ
ド
の
皇
嘉
門
院
蔵
人
範
貞
が
左
大
臣
頼
長
の
こ
と
を
知
ら
な

い
と
い
う
の
は
絶
対
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
果
た
し
て
本

当
に
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
時
舞
人
と
し
て
宝
前
の
儀
に
奉
仕
し
た
の
は
範
貞
一
人
で
は
な
か

っ
た
。
今
一
度
『
兵
範
記
』
の
記
事
を
見
る
と
、
舞
人
の
中
に
頼
長
男
で

あ
る
隆
長
や
頼
長
家
司
と
し
て
知
ら
れ
る
成
隆
の
名
が
見
え
る
。
ま
た

「

源
）

馬
助
盛
業
」
も
頼
長
男
師
長
の
職
事
で
あ
り
、
頼
長
に
近
し
い
人
々
が

そ
の
場
に
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で

24
）

あ
る
。
と
な
る
と
当
日
頼
長
が

私
的
に
奉
幣
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
舞
人
た
ち
の
間
で
示
し
合
わ
せ
が
な
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さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
の
者
た
ち
は
皆
事
前
に
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
、
頼
長
が
石
清
水
八
幡
宮
本
殿
の
南
階
を
降
り
た
際
、
皆
蹲
踞
な
り
平

伏
な
り
、
何
ら
か
の
礼
を
と
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

中
、
ひ
と
り
範
貞
は
立
っ
た
ま
ま
で
あ
り
、
剰
え
頼
長
の
方
に
面
を
向
け

て
、「
う
や
ま
う
気
色
」
が
無
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
意
図

的
な
行
動
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

先
に
確
認
し
た
と
お
り
、
範
貞
は
反
頼
長
で
あ
る
忠
通
サ
イ
ド
の
人
間

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
日
頃
か
ら
頼
長
に
対
し
て
好
感
情
を
抱
い

て
い
な
か
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
頼
長
が
勅
の
下
に
行
わ
れ
る
儀
式
に

割
り
込
む
形
で
奉
幣
を
行
う
と
い
う

上
な
行
為
に
対
し
て
は
、
大
い
に

不
快
感
を
持
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
範
貞
は
頼
長
に
対
し
て

「
立
ち
向
か
」
う
と
い
う
行
動
に
出
た
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
太
政
官
の
首
班
た
る
左
大
臣
頼
長
に
対
し
て
、
こ
の
時
点
で

は
未
だ
昇
殿
を
聴
さ
れ
て
お
ら
ず
、
官
と
し
て
は
衛
門
尉
に
過
ぎ
な
い
範

貞
が
、「
立
ち
向
か
」
う
の
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
身
分
の
低
い
者
の

上
を
嫌
う
頼
長
の
性
格
を
考
え
る
と
、
そ
の
よ

う
な
礼
節
を
欠
く
行
為
を
し
た
範
貞
に
対
し
て
苛
烈
な
処
置
を
と
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
頼
長
は
範
貞
を
咎
め
る
こ
と
な
く
通
り
過
ぎ

て
い
っ
た
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

厳
酷
・
苛
烈
な
頼
長
の
性
格
は
先
に
述
べ
た
が
、
彼
の
性
格
に
関
し
て

は
、
他
方
で
は
次
に
よ
う
な
「
道
理
を
重
ん
ず
る
」
と
い
う
側
面
が
あ
る

こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

然
而
、
真
実
御
心
ム
キ
ハ
極
メ
テ
正
敷
、
ウ
ツ
ク
シ
ク
ゾ
御
座
ス
。

舎
人
・
牛
飼
ナ
ン
ド
モ
、
御
勘
当
ヲ
蒙
ブ
ル
時
、
道
理
ヲ
申
ケ
レ

バ
、
細
々
ニ
キ
コ
シ
召
テ
、
罪
ナ
ケ
レ
バ
、
御
後
悔
有
キ
。
又
禁
中

ノ
陣
頭
ニ
テ
、
公
事
行
セ
給
ト
キ
、
外
記
・
官
史
等
ヲ
諫
メ
サ
セ
給

ニ
、
ア
ヤ
マ
タ
ヌ
次
第
ヲ
弁
申
セ
バ
、
我
御
僻
事
ト
思
食
ス
時
ハ
、

忽
ニ
恐
サ
セ
給
テ
、
御
怠
状
ヲ
書
テ
、
彼
等
ニ
給
ハ
ル
。
恐
ヲ
成
テ

タ
マ
ハ
ラ
ザ
ル
時
、「
我
ト
コ
ノ
ミ
思
食
怠
状
也
。
只
タ
マ
ハ
レ
。

一
ノ
上
ノ
怠
状
ヲ
、
上
下
ノ
臣
下
ニ
取
伝
ヘ
ン
事
、
家
ノ
面
目
ニ
ア

ラ
ズ
ヤ
」
ト
仰
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
、
畏
テ
タ
マ
ハ
ル
ト
カ
ヤ
。
誠
ニ
是

非
明
察
ニ
シ
テ
善
悪
無
弐
ニ
御
座
シ
ケ
レ
バ
、
世
以
テ
是
ヲ
賞
シ
奉

ル
。（
半
井
本
『
保
元
物

25
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語
』
上
）

下
賎
の
者
で
あ
っ
て
も
、
頼
長
に
咎
め
ら
れ
た
者
が
、
正
し
い
理
由
を

説
明
す
れ
ば
こ
れ
を
許
し
て
後
悔
し
た
と
い
う
。
今
回
の
範
貞
の
行
動

も
、
或
い
は
頼
長
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
合
理
的
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

こ
の
時
の
範
貞
は
天
皇
の
命
の
下
に
芸
能
を
奉
納
す
る
舞
人
で
あ
る
。

言
わ
ば
「
天
皇
の
代
理
」
と
も
い
う
べ
き
立
場
で
神
前
に
い
る
の
で
あ

る
。
一
方
の
頼
長
は
勅
使
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
「
わ
た
く
し
に
奉
幣
」

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
に
お
い
て
「
左
大
臣
対
衛
門
尉
」
と
い

う
官
制
秩
序
は
適
用
さ
れ
な
い
。
故
に
舞
人
が
頼
長
に
敬
礼
す
る
必
要
は

無
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
場
で
は
む
し
ろ
頼
長
の
方
こ
そ
無
礼
で
あ
る

と
い
う
理
屈
が
成
立
す
る
。
頼
長
が
範
貞
を
咎
め
ず
過
ぎ
去
っ
た
理
由
は

そ
こ
に
あ
る
と
思
わ

26
）

れ
る
。
頼
長
に
「
わ
れ
を
ば
し
ら
ぬ
か
」
と
問
わ
れ

た
範
貞
は
「
い
ま
だ
見
し
り
た
て
ま
つ
ら
ぬ
よ
し
」
を
答
え
た
と
い
う

が
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
時
範
貞
は
「
こ
の
場
が
官
制
秩
序
の
外
に
あ

り
、
頼
長
の
行
為
こ
そ
が

越
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
言
外
に
含
ま
せ

る
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
話
は
も
と
も
と
は
範
貞
が
頼
長
を
や
り
込
め
た
と
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い
う
逸
話
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
頼
長
説
話
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し

て
、「
頼
長
が
や
り
込
め
ら
れ
る
」
と
い
う
、
い
わ
ば
頼
長
の
失
敗
談
と

い
う
べ
き
類
型
が

27
）

あ
る
。
本
話
も
ま
た
原
初
的
に
は
そ
の
類
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
た
逸
話
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
『
著
聞
集
』
は
、

「
想
像
を
絶
す
る
程
に
愚
か
な
蔵
人
の
逸
話
」
と
「
誤
読
」
し
た
形
で
採

録
し
て
い
た
。「
誤
読
」
に
よ
り
、
説
話
評
価
の
ベ
ク
ト
ル
の
逆
転
と
も

い
う
べ
き
現
象
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

『
著
聞
集
』
五
一
一
段
は
「
頼
長
に
対
し
範
貞
が
礼
を
尽
く
さ
な
か
っ

た
こ
と
」、「
範
貞
が
頼
長
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
答
え
た
こ
と
」、「
頼
長

が
範
貞
を
咎
め
ず
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
こ
と
」
と
い
う
事
実
を
伝
え
る
説

話
で
あ
る
が
、
真
実
を
伝
え
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
指
摘
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
誤
読
」
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
本
話
が
口
承
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た
説
話
で
は
な
く
、
先
に
少

し
触
れ
た
と
お
り
、
記
録
の
類
に
依
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
ろ

う
。
も
し
口
承
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
説
話
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
些
末
な

事
項
が
変
化
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
頼
長
を
や
り
込
め
る
」
と
い
う

本
来
の
肝
と
な
る
要
素
が
読
み
替
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
は

起
こ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。「
皇
嘉
門
院
蔵
人
に
し
て
検
非
違
使
尉
を
兼
ね

て
い
た
人
物
」
の
意
で
「
蔵
人
判
官
」
と
文
字
で
表
記
し
た
も
の
を
、
享

受
者
が
「
禁
中
の
蔵
人
所
の
蔵
人
に
し
て
検
非
違
使
尉
を
兼
ね
て
い
た
人

物
」
の
意
に
誤
読
し
た
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。
や
は
り
本
話
は
、
記

録
的
な
、
文
字
と
し
て
書
か
れ
た
資
料

恐
ら
く
は
事
実
を
記
す
程
度

で
、
評
語
的
な
も
の
を
付
さ
な
い
簡
略
な
記
録
だ
ろ
う

に
基
づ
い

て
、
そ
れ
を
説
話
的
に
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
と
断
定
し
て
良
い
だ
ろ

う
。

五
、
説
話
の
依
拠
資
料
と
伝
承
経
路

こ
の
説
話
は
ど
の
よ
う
な
経
路
で
『
著
聞
集
』
に
採
録
さ
れ
る
に
至
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
少
し
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

本
話
は
五
味
文
彦
氏
に
よ
り
、
頼
長
の
日
記
で
あ
る
『
台
記
』
を
典
拠

と
す
る
説
話
の
一
つ
と
認
定
さ
れ
て

28
）

い
る
。
現
存
『
台
記
』
は
仁
平
二
年

三
月
二
十
五
日
の
記
事
を
欠
く
が
、『
著
聞
集
』
説
話
の
取
材
源
と
な
っ

た
記
録
類
の
中
に
藤
原
頼
長
の
『
台
記
』
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
ま
た
「
わ
た
く
し
に
奉
幣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
頼
長
の
私
的
な
行
為

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
確
か
に
『
台
記
』
は
本
話

の
依
拠
資
料
の
有
力
候
補
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
妥
当
か
否
か

も
併
せ
て
考
察
す
る
。

手
掛
か
り
に
な
る
の
は
、「
蔵
人
判
官
範
貞
」
と
い
う
人
物
呼
称
の
表

記
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
本
説
話
の
誤
読
を
招
い
た
の
は
、
依
拠
資
料
に
お

い
て
、
本
来
は
「
皇
嘉
門
院
蔵
人
判
官
」
で
あ
っ
た
範
貞
を
、
正
確
に
記

さ
ず
に
、「
蔵
人
判
官
」
と
表
記
し
て
い
た
の
が
原
因
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

依
拠
し
た
資
料
の
性
質
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

依
拠
資
料
が
記
録
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
物
呼
称
は
そ
の
当
時
の
呼
称
と

考
え
ら

29
）

れ
る
。
範
貞
は
仁
平
二
年
の
時
点
で
は
皇
嘉
門
院
蔵
人
で
あ
っ

た
。
と
い
う
こ
と
は
、
本
説
話
は
「
皇
嘉
門
院
蔵
人
」
で
あ
る
人
物
を
、

単
に
「
蔵
人
」
と
称
す
る
よ
う
な
場
に
お
い
て
書
か
れ
た
記
録
に
依
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
な
る
と
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
で
あ

ろ
う
か
。『
兵
範
記
』
を
材
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。『
兵
範
記
』
に
お
け

る
範
貞
の
呼
称
を
整
理
す
る
と
次
の
通
り
で

30
）

あ
る
。

①
右
衛
門
尉
藤
範
貞
廷
尉
、
皇
嘉

門
院
蔵
人

（
仁
平
二
・
三
・
二
五
）
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②
皇
嘉
門
院
蔵
人
右
衛
門
藤
範
貞
廷尉

（
久
寿
元
・
三
・
五
）

③
蔵
人
範
貞
（
久
寿
元
・
七
・
十
三
）

④
蔵
人
判
官
範
貞
（
久
寿
二
・
正
・
三
）

⑤
皇
嘉
門
院
蔵
人

衛
門
尉
）

同
範
貞
（
久
寿
二
・
三
・
二
十
三
）

⑥
蔵
人
左
衛
門
権
少
尉
蔵
原
範
貞
（
久
寿
二
・
十
一
・
二
十
五
）

⑦
蔵
人
左
衛
門
尉
藤
原
範
貞
廷尉

（
久
寿
二
・
十
二
・
十
七
）

⑧
蔵
人
左
衛
門
尉
藤
原
範
貞
（
久
寿
二
・
十
二
・
十
七
）

⑨
従
五
位
下
藤
範
貞
蔵人

（
久
寿
二
・
十
二
・
二
十
五
）

⑩
左
衛
門
大
夫
範
貞
（
保
元
元
・
十
・
十
七
）

故
散
位
範
貞
（
嘉
応
元
・
四
・
十
九
）

こ
の
う
ち
範
貞
が
皇
嘉
門
院
蔵
人
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
の
は
、
①
〜

⑤
で
あ
る
。
つ
ま
り
③
④
が
『
著
聞
集
』
五
一
一
段
の
本
文
と
同
じ
く
、

皇
嘉
門
院
蔵
人
で
あ
り
な
が
ら
、
単
に
「
蔵
人
」
と
呼
ば
れ
る
例
で
あ

る
。そ

こ
で
③
④
は
ど
う
い
う
場
の
記
録
で
あ
る
か
を
確
認
し
て
み
る
と
、

何
れ
も
皇
嘉
門
院
御
所
の
殿
上
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
皇
嘉
門
院
御

所
の
内
部
に
お
い
て
「
蔵
人
」
と
言
え
ば
当
然
皇
嘉
門
院
蔵
人
を
指
す
か

ら
、
あ
え
て
「
皇
嘉
門
院
」
の
四
字
を
つ
け
る
必
要
は
無
い
。
ま
た
④
に

よ
り
、
皇
嘉
門
院
の
周
辺
で
は
、
皇
嘉
門
院
蔵
人
で
検
非
違
使
尉
を
兼
任

し
て
い
た
範
貞
を
、『
著
聞
集
』
五
一
一
段
と
同
様
、「
蔵
人
判
官
」
と
呼

ん
で
い
た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
皇
嘉
門
院
蔵
人
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
①
②
⑤
は
、

何
れ
も
範
貞
が
舞
人
と
し
て
奉
仕
し
た
こ
と
を
記
す
場
面
、
即
ち
皇
嘉
門

院
の
外
部
で
の
呼
称
で
あ
る
。
皇
嘉
門
院
御
所
の
外
で
「
蔵
人
」
と
言
え

ば
普
通
は
蔵
人
所
の
蔵
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
区
別
す
る
為
に
皇
嘉
門

院
蔵
人
で
あ
る
こ
と
は
明
示
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
皇
嘉
門
院
と
縁
の
薄

い
藤
原
頼
長
が
著
し
た
記
録
で
あ
れ
ば
、
当
然
「
皇
嘉
門
院
」
の
四
字
は

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
情
報
で
あ
る
。
も
し
本
話
の
依
拠
資
料
が
『
台

記
』
で
あ
れ
ば
、「
誤
読
」
は
起
こ
り
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
範
貞
が
皇
嘉
門
院
蔵
人
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
な

い
『
著
聞
集
』
五
一
一
段
は
、『
台
記
』
で
は
な
く
、
も
と
も
と
皇
嘉
門

院
御
所
の
内
部
の
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
記
録
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
身
内
に
い
た
気
骨
あ
る
文
人
に
つ
い
て
記
録
を
遺
す
と
い
う

の
は
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
そ
の
記
録
が
何
で
あ
る
か
は
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
仮
に
『
兵
範
記
』
の
記
事
か
ら
皇
嘉
門
院
周
辺
の
人
物
の
名
を
探
し

て
み
る
と
、「
参
議
為
通
」
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
彼
は
皇
嘉

門
院
別
当
を
兼
ね
て
お
り
、
皇
嘉
門
院
周
辺
に
い
た
人
物
で

31
）

あ
る
。
権
大

納
言
伊
通
の
男
で
あ
り
、
頼
長
養
女
多
子
の
後
を
追
う
よ
う
に
入
内
し
た

忠
通
養
女
呈
子
の
異
母
兄
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
或
い
は
こ
の
人
が
記

し
た
記
録
で
あ
ろ
う
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
関
し
て
は
、

そ
れ
以
上
の
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
一
案
と
し
て
提
示
す
る

に
留
め
た
い
。

『
著
聞
集
』
の
編
者
で
あ
る
橘
成
季
が
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
物
で
あ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
九
条
家
の
道
家
に

仕
え
た
随
身
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

32
）

い
る
。
そ
の
九
条
家
の
祖
で
あ
る

兼
実
は
、
異
母
姉
に
あ
た
る
皇
嘉
門
院
の
猶
子
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て

皇
嘉
門
院
の
所
領
は
兼
実
に
譲
ら
れ
、
そ
れ
が
九
条
家
領
の
母
体
と
な
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
説
話
は
、
皇
嘉
門
院
周
辺

↓
九
条
家
周
辺
↓
橘
成
季
と
い
う
経
路
を
辿
っ
て
、
成
季
の
も
と
に
伝
わ
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っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

33
）

う
か
。

た
だ
し
、
説
話
の
誤
読
が
成
季
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
の
か
、
依
拠
資
料

の
提
供
者
の
時
点
で
既
に
誤
読
さ
れ
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
、『
著
聞
集
』
五
一
一
段
に
つ
き
検
討
を
加
え
て
き
た
。
一
見
単

純
に
見
え
る
説
話
の
孕
む
単
純
で
な
い
問
題
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来

た
。こ

の
説
話
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
記
録
に
よ
っ
て
い
る
が
故
に
、

本
来
の
性
質
と
乖
離
し
た
形
で
採
録
さ
れ
た
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
常

識
的
に
言
っ
て
、
口
承
よ
り
も
、
記
録
と
し
て
文
字
で
書
き
留
め
る
と
い

う
行
為
の
方
が
、
正
確
な
情
報
を
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
文
字
と
し
て
書
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
読
解
者
の
誤
読
を
介

し
て
、
本
来
の
そ
れ
と
は
全
く
別
の
意
味
づ
け
が
為
さ
れ
て
し
ま
う
、
と

い
う
こ
と
も
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
変
容
は
、
口
伝
え
の
過

程
で
生
ず
る
変
容
よ
り
も
、
あ
る
意
味
重
大
な
変
容
と
言
え
る
か
も
知
れ

な
い
。
こ
こ
に
記
録
か
ら
説
話
を
採
録
す
る
と
い
う
方
法
の
問
題
点
が
あ

る
。本

稿
は
『
著
聞
集
』
の
数
あ
る
説
話
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
上
げ
て
考

察
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
明
ら
か
に
し
得
た
の
も
些
末
的
な
事
柄
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
著
聞
集
』
説
話
を
個
別
に
考
察
す
る
こ
と

の
重
要
性
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
説

話
集
は
今
後
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
と
い
っ

た
既
存
の
注
釈
書
を
土
台
と
し
て
、
説
話
の
個
別
的
精
読
が
進
め
ら
れ
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注１
）

引
用
は
、
岩
波
書
店
刊
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。
以
下
本
稿
に
お

け
る
本
書
の
引
用
・
説
話
番
号
・
標
題
は
こ
れ
に
よ
る
。
猶
、
説
話
の
読
解
に

際
し
て
、
本
書
並
び
に
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
の
頭
注
を
参
考
と
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。

２
）

石
清
水
行
幸
の
宝
前
の
儀
に
つ
い
て
は
中
本
真
人
氏
「
摂
関
期
の
石
清
水
行

幸
と
御
神
楽
」（『
三
田
国
文
』
51
、
二
〇
一
〇
）
に
詳
し
い
。

３
）

蹲
踞
は
両
膝
を
折
り
、
う
ず
く
ま
り
頭
を
下
げ
る
礼
。
平
伏
は
ひ
れ
ふ
し
て

頭
を
地
に
つ
け
る
礼
で
、
蹲
踞
よ
り
も
丁
重
な
敬
礼
と
さ
れ
る
。

４
）

引
用
は
『
続
神
道
大
系
』
に
よ
る
。

５
）

西
尾
光
一
氏
・
小
林
保
治
氏
校
注
。

６
）

頼
長
は
内
大
臣
に
し
て
一
上
宣
旨
を
蒙
り
、
蔵
人
所
別
当
に
補
さ
れ
た
。
橋

本
義
彦
氏
『
藤
原
頼
長
』（
人
物
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
）
参
照
。

猶
、
本
稿
は
橋
本
氏
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

７
）
『
著
聞
集
』
に
お
け
る
「
不
思
議
」
と
い
う
語
に
関
し
て
は
、
平
本
瑠
理
氏

「『
著
聞
集
』
に
お
け
る
「
不
思
議
」」（『
国
語
の
研
究
』
27
、
二
〇
〇
一
）
に

考
察
が
あ
る
。

８
）
『
著
聞
集
』
は
上
流
公
家
層
で
の
享
受
を
想
定
し
て
成
っ
た
も
の
と
覚
し
い
。

９
）

引
用
は
『
今
鏡
全
釈
』
に
よ
る
。

10
）

美
福
門
院
（
藤
原
長
実
女
得
子
）
を
「
諸
大
夫
の
女
」
と
表
現
す
る
あ
た
り

か
ら
窺
え
る
だ
ろ
う
。

11
）
『
百
錬
抄
』
の
引
用
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
に
よ
る
。
こ
の
事
件
に
関

し
て
は
『
兵
範
記
』
に
詳
細
が
記
さ
れ
る
。（
増
補
史
料
大
成
）

今
夕
左
府

右
将
軍
、
連
車
令
退
出
給
之
間
、
於
西
堤
辺
、
左
衛
門
尉
平

信
兼
奉
逢
両
殿
。
信
兼
下
車
蹲
踞
樹
下
之
処
、
舎
人
居
飼
等
打
車

信

兼
。
信
兼
及
身
存
恥
、
従
類
相
伴
急
致
濫
行
。
御
随
身
府
生
武
弘
移
馬

従
者
一
人
中
矢
斃
死
了
。
同
重
文
袖
被
射
抜
之
。
大
将
殿
番
長
兼
清
右
指

被
射
切
之
、
牛
童
同
被
射
死
了
。
此
外
被
刃
傷
者
、
猶
在
両
三
、
毛
車
二

両
逐
電
令
馳
帰
東
三
條
殿
給
了
。
即
令
師
国
朝
臣
被
申
院
云
々
。

信
兼
帰
家
之
後
、
又
父
盛
兼
朝
臣
、
馳
参
院
、
奏
事
由
云
々
。
末
代
狼
藉

触
事
雖
多
、
公
卿
以
上
未
曾
有
事
也
。
何
況
執
政
人
哉
。
積
悪
之
所
致
、
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天
之
令
然

。
希
代
之
珍
事
也
。
可
恐
可
懼
、
〳
〵
。（
久
寿
二
年
二
月

一
日
条
）

こ
の
事
件
に
関
し
て
、
信
兼
が
下
車
蹲
踞
と
い
う
礼
を
尽
く
し
て
い
た
の
に

も
関
わ
ら
ず
、
頼
長
側
が
狼
藉
に
及
ん
だ
こ
と
か
ら
、
頼
長
側
に
非
が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
橋
本
氏
前
掲
書
等
）。
し
か
し
桃
崎
有
一
郎
氏
「
中

世
公
家
社
会
に
お
け
る
路
頭
礼
秩
序
｜
成
立
・
沿
革
・
所
作
｜
」（『
中
世
京
都

の
空
間
構
造
と
礼
節
秩
序
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
〇
）
は
、『
弘
安
礼
節
』・

『
三
条
中
山
口
伝
』
の
路
頭
礼
規
定
に
照
ら
せ
ば
信
兼
が
こ
の
と
き
と
っ
た
下

車
蹲
踞
と
い
う
敬
礼
は
「
な
お
礼
を
欠
い
て
い
た
」
と
指
摘
し
、「
信
兼
は
下

車
し
た
の
ち
蹲
踞
で
は
な
く
平
伏
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
頼
長
が
信
兼
の

礼
を

越
と
し
て
責
め
る
理
由
は
十
分
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
一
件
は
頼
長
の
礼
節
に
対
す
る
厳
格
な
態
度
が
引

き
起
こ
し
た
事
件
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

12
）

藤
原
永
範
に
関
し
て
は
仁
木
夏
実
氏
「
藤
原
永
範
考
」（『
大
谷
大
学
研
究
年

報
』
57
集
、
二
〇
〇
五
）
に
詳
し
い
。

13
）
『
著
聞
集
』
興
言
利
口
篇
は
、
説
話
の
登
場
人
物
の
人
物
像
や
評
価
が
わ
か

ら
な
い
と
笑
い
の
ポ
イ
ン
ト
が
わ
か
り
に
く
い
説
話
が
多
い
こ
と
は
、
大
谷
伊

都
子
氏
「
笑
話
の
分
析
｜『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
六
「
興
言
利
口
」
に
つ
い
て

｜
」（『
日
本
語
の
研
究
』
宮
地
裕
・
敦
子
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
、
明
治
書

院
、
一
九
九
五
）
に
言
及
が
あ
る
。

14
）
『
増
補
史
料
大
成
』
に
よ
る
。

15
）

中
本
氏
前
掲
論
文
、
及
び
三
橋
正
氏
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』

（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
〇
）
参
照
。

16
）

院
政
期
の
貴
族
の
神
祇
信
仰
に
つ
い
て
は
三
橋
氏
前
掲
書
に
詳
し
い
。

17
）

引
用
は
『
増
補
史
料
大
成
』
に
よ
る
。

18
）

忠
実
・
頼
長
と
忠
通
と
の
政
争
の
詳
細
に
つ
い
て
は
橋
本
氏
前
掲
書
参
照
。

19
）
『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
十
二
月
二
十
五
日
条
に
「
大
業
者
」
と
あ
る
。
こ
こ

で
の
「
大
業
者
」
は
「
献
策
者
」
の
こ
と
。

20
）

皇
嘉
門
院
と
彼
女
を
取
り
巻
く
時
代
状
況
に
関
し
て
は
、
須
崎
悦
子
氏
「
崇

徳
皇
后
皇
嘉
門
院
藤
原
聖
子
の
生
涯
」（『
政
治
経
済
史
学
』
3
、
一
九
九
五
）、

野
村
育
世
氏
「
評
伝
・
皇
嘉
門
院
｜
そ
の
経
営
と
人
物
」（『
家
族
史
と
し
て
の

女
院
論
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
）
等
参
照
。

21
）

た
だ
し
、
忠
実
・
頼
長
対
忠
通
と
い
う
政
治
的
対
立
に
お
い
て
、
永
範
は
必

ず
し
も
忠
通
サ
イ
ド
に
属
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
仁
木
氏
前
掲
論

文
は
、
彼
が
頼
長
家
に
も
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、「
永
範
は
次
第

に
対
立
を
深
め
て
ゆ
く
摂
関
家
の
兄
弟
の
双
方
と
の
関
係
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
保

持
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

22
）

所
引
の
『
兵
範
記
』
の
記
事
は
「
右﹅
衛
門
尉
」
と
す
る
が
、
資
料
に
よ
っ
て

は
「
左﹅
衛
門
尉
」
と
作
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
「
兵
衛

尉
」
と
し
て
お
き
た
い
。

23
）
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
従
五
位
上
に
至
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
『
尊
卑
分
脈
』

は
文
章
博
士
を
歴
任
し
た
こ
と
を
伝
え
る
が
、
他
史
料
に
見
え
ず
、
存
疑
。

24
）

盛
業
が
師
長
家
職
事
に
補
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
兵
範
記
』
仁
平
二
年

正
月
十
六
日
条
参
照
。

猶
、『
兵
範
記
』
の
記
事
に
は
他
に
も
頼
長
と
縁
の
あ
る
人
物
の
名
も
見
え

る
。
東
野
治
之
氏
「
日
記
に
み
る
藤
原
頼
長
の
男
色
関
係
｜
王
朝
貴
族
の
ウ
ィ

タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
｜
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
84
、
一
九
七
九
）
に
よ
る
と
、

「
行
事
上
卿
兵
衛
督
忠
雅
」
と
し
て
名
の
見
え
る
人
物
は
、
頼
長
と
親
密
な
関

係
に
あ
っ
た
と
い
う
。

25
）

引
用
は
、
岩
波
書
店
刊
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。

26
）

第
一
節
で
引
用
し
た
『
侍
中
群
要
』
の
記
事
に
お
い
て
、「
但
伝
宣
旨
之
時
、

仰
詞
了
後
可
居
也
」
と
、
宣
旨
を
伝
え
る
時
に
限
っ
て
は
、
蔵
人
が
大
臣
に
蹲

踞
の
礼
を
と
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
る
の
も
、
天
皇
の
代
理
と
し
て
の
立
場
ゆ

え
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
桃
崎
氏
前
掲
書
参
照
。

27
）

頼
長
が
や
り
込
め
ら
れ
る
「
頼
長
の
失
敗
談
」
と
い
う
べ
き
説
話
と
し
て
有

名
な
も
の
と
し
て
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
七
二
段
と
九
九
段
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と

も
に
頼
長
の
随
身
橘
以
長
が
頼
長
を
や
り
込
め
る
逸
話
で
あ
る
。
九
九
段
の
説

話
に
関
し
て
は
、
野
本
東
生
氏
「
宇
治
拾
遺
物
語
第
九
九
話
「
大
膳
大
夫
以
長

前
駆
事
」
考
｜
古
侍
の
路
頭
礼
｜
」（『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』
４
、
二
〇
〇

九
）
に
分
析
が
あ
る
。
本
稿
を
為
す
に
あ
た
っ
て
、
野
本
氏
論
文
か
ら
は
多
く

の
示
唆
を
得
た
。

28
）

五
味
氏
「『
古
今
著
聞
集
』
と
橘
成
季
」（『
平
家
物
語
、
史
と
説
話
』
平
凡
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社
選
書
、
一
九
八
七
）。
ま
た
、
磯
水
絵
氏
「『
古
今
著
聞
集
』
の
『
台
記
』
受

容
｜
巻
第
六
、
管
弦
歌
舞
篇
第
七
を
中
心
に
｜
」（『
説
話
と
音
楽
伝
承
』
和
泉

書
院
、
二
〇
〇
〇
）
に
『
著
聞
集
』
の
『
台
記
』
受
容
に
関
す
る
考
察
が
あ

る
。

29
）
『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
正
月
二
十
八
日
条
（
前
半
部
分
脱
落
）
に
み
ら
れ
る

除
目
記
事
の
断
片
に
よ
り
、
永
範
が
式
部
大
輔
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
仁
平
二

（
一
一
五
二
）
年
正
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
と
知
れ
、「
式
部
大
輔
永
範
」

と
い
う
本
文
も
説
話
当
時
の
官
職
・
呼
称
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
末

尾
の
一
文
も
原
資
料
で
あ
る
記
録
の
段
階
で
既
に
付
さ
れ
て
い
た
も
の
か
。
そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
末
尾
の
一
文
は
原
初
的
に
は
「
あ
の
式
部
大
輔
永
範
の

子
が
こ
ん
な
に
も
愚
か
で
あ
る
と
は
滑
𥡴
で
あ
る
」
と
い
う
意
図
で
は
な
く
、

「
さ
す
が
は
あ
の
式
部
大
輔
永
範
の
子
で
あ
る
」
と
い
う
意
図
の
一
文
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

猶
、『
公
卿
補
任
』
は
永
範
の
任
式
部
大
輔
を
「
仁
平
三
年
」
と
す
る
が

「
仁
平
二
年
」
の
誤
記
で
あ
る
。

30
）

兵
範
記
輪
読
会
編
『
兵
範
記
人
名
索
引
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
）
を

参
照
し
た
。

31
）
『
兵
範
記
』
仁
平
四
年
正
月
二
日
条
参
照
。

32
）

重
要
な
異
見
と
し
て
は
、
石
井
進
氏
「『
古
今
著
聞
集
』
の
鎌
倉
武
士
た
ち
」

（『
鎌
倉
武
士
の
実
像
』
石
井
進
著
作
集
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
）

が
示
唆
し
、
五
味
氏
前
掲
論
文
も
支
持
す
る
、「
成
季
は
西
園
寺
実
氏
に
仕
え

る
人
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
松
本
麻
子
氏
「
九
条

道
家
を
め
ぐ
る
二
人
の
成
季
｜『
古
今
著
聞
集
』
の
作
者
に
つ
い
て
｜
」（『
青

山
語
文
』
26
、
一
九
九
六
）
は
、
五
味
氏
説
を
踏
ま
え
て
再
検
証
し
た
上
で
、

橘
成
季
は
九
条
家
に
仕
え
た
侍
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
本

稿
で
は
こ
れ
ら
諸
説
の
当
否
に
つ
い
て
検
証
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
成
季
が
活

躍
し
た
時
期
の
九
条
家
と
西
園
寺
家
は
、
九
条
道
家
が
西
園
寺
実
氏
の
姉
妹
を

妻
と
し
て
い
て
姻
戚
関
係
に
あ
り
、
き
わ
め
て
密
接
で
あ
っ
た
。
何
れ
に
せ

よ
、『
古
今
著
聞
集
』
の
編
者
橘
成
季
は
九
条
家
の
周
辺
に
あ
っ
た
人
物
で
あ

る
可
能
性
は
高
い
と
言
え
る
（
内
部
徴
証
も
十
分
で
あ
る
）。

猶
、『
著
聞
集
』
に
お
け
る
九
条
道
家
関
連
説
話
に
関
し
て
は
櫻
井
利
佳
氏

「『
古
今
著
聞
集
』
に
お
け
る
九
条
道
家
」（『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
（
文
学

研
究
科
国
文
学
）』
41
、
二
〇
〇
五
）
に
分
析
が
あ
る
。

33
）
『
著
聞
集
』
飲
食
篇
に
収
め
ら
れ
る
第
六
二
三
段
説
話
な
ど
は
皇
嘉
門
院
御

所
で
の
ご
く
私
的
な
逸
話
で
あ
り
、
同
様
の
伝
承
経
路
を
辿
っ
た
も
の
と
思
量

さ
れ
る
。

※
本
文
の
引
用
に
際
し
て
は
一
部
私
に
表
記
を
改
め
た
場
合
が
あ
る
。

【
附
記
】
本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
に

て
開
講
さ
れ
た
、
国
文
学
研
究
21
・
22
（
岩
松
研
吉
郎
先
生
担
当
）
に
お
い
て

行
っ
た
報
告
に
基
づ
く
。
岩
松
先
生
は
じ
め
御
教
示
下
さ
っ
た
皆
様
に
深
く
感

謝
申
し
上
げ
る
。
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