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は
じ
め
に

「
西
行
伝
承
の
壁
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。「
西
行
伝
承
の
壁
」
と

は
、
養
老
孟
司
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
バ
カ
の
壁
』
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
西
行
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
何
と
何
の
間
に
壁
が
あ
る
の
か
。

西
行
は
和
歌
文
学
で
は
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た

歌
人
、
僧
で
あ
り
、
説
話
文
学
研
究
で
は
、『
西
行
物
語
』『
撰
集
抄
』
の

主
人
公
と
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
一
方
、
口
承
文
芸
の
世
界
で
は
、

旅
職
人
、
旅
の
僧
、
旅
の
歌
人
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
顔
で
語
ら
れ
て
き
た
。

私
が
西
行
伝
承
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）
か
ら
は
じ
ま
っ
た
、
現
在
の
埼
玉
県
都
幾
川
町
の
口
承
文
芸

調
査
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
西
行
は
鳶
職
の
渡
り
職
人
で
、
玄
関
先
で
お

金
を
強
請
る
よ
う
な
、
少
し
迷
惑
な
存
在
と
し
て
話
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

そ
こ
で
聞
い
た
西
行
の
話
は
「
西
行
も
い
か
な
る
初
を
し
て
み
た
が
糞
に

四
つ
足
こ
れ
が
初
な
り
」
と
い
う
歌
を
詠
む
な
ど
、
ひ
ど
く
下
品
な
も
の

で
あ
っ
た
。
都
幾
川
町
の
西
行
伝
承
は
、
高
校
生
時
代
に
古
文
の
授
業
で

習
っ
た
、
百
人
一
首
の
西
行
の
歌
「
嘆
け
と
て
月
や
は
も
の
を
思
は
す
る

か
こ
ち
顔
な
る
わ
が
涙
か
な
」
と
い
う
恋
の
歌
を
詠
う
西
行
か
ら
は
、
か

け
は
な
れ
た
感
じ
が
し
た
。
そ
の
後
、
都
幾
川
町
の
口
承
文
芸
調
査
を
一

緒
に
し
て
い
た
花
部
英
雄
が
『
西
行
伝
承
の
世
界
）
1
（

』
を
出
版
し
た
。
花
部

は
そ
の
本
の
序
章
で
、

　
歴
史
的
実
在
の
西
行
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆

に
説
話
・
伝
承
の
西
行
は
豊
穣
で
生
き
生
き
し
た
伝
承
世
界
を
獲
得

し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
実
西
行
、
お
よ
び
そ
の

物
語
化
し
た
西
行
に
還
元
さ
れ
な
い
、
別
論
理
仕
立
て
の
西
行
像
の

形
象
に
つ
い
て
も
考
究
の
対
象
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

と
言
っ
て
い
る
。
花
部
は
、
西
行
伝
承
研
究
に
お
い
て
は
歴
史
的
存
在
の
西

行
に
対
し
て
別
論
理
仕
立
て
の
西
行
像
の
形
象
（
旅
職
人
の
サ
イ
ギ
ョ
ウ
）

を
研
究
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
こ
で
花
部
が
批
判
的
に
と
り

あ
げ
て
い
る
の
が
、
目
崎
徳
衛
『
西
行
の
思
想
史
的
研
究
）
2
（

』
で
あ
る
。

目
崎
徳
衛
は
、
西
行
の
研
究
に
は
西
行
伝
説
の
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る

と
、
同
書
の
序
説
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
近
代
以
前
に
成
長
し
た
西
行
伝
説
は
、
そ
の
担
い
手
が
ほ
ぼ
二
種

類
に
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
連
歌
・
俳
諧
の
徒
の
憧
憬
・

敬
慕
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。（
宗
祇
・
宗
長
・
芭
蕉
・
大
淀
三
千
風
・

似
雲
）
…
略
… 

そ
う
し
た
憧
憬
・
敬
慕
は
、『
文
学
界
』
同
人
を
は

じ
め
近
代
文
学
の
中
に
も
多
く
の
例
証
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
は
、
西
行
が
当
地
に
杖
を
ひ
い
た
と
い
う
口
碑
の
津
々
浦
々

【
第
七
九
回
研
究
例
会　
東
日
本
と
西
日
本
の
西
行
伝
承
】

東
日
本
と
西
日
本
の
西
行
伝
承

―
東
北
地
方
の
西
行
伝
承
「
阿
漕
」
と

　
「
泡
子
」
の
話
を
め
ぐ
っ
て
―小 

堀　
光 

夫
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に
遺
る
こ
と
で
あ
る
。（
西
行
法
師
閉
口
の
歌
・
西
行
戻
り
）
…
略
…

数
百
年
間
に
い
か
に
「
西
行
法
師
」
の
旅
姿
が
民
衆
の
中
に
浸
透
・

定
着
し
た
か
を
、
如
実
に
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
…
略
…
も
と
よ
り

豊
富
か
つ
精
緻
な
和
歌
史
的
諸
業
績
の
成
果
は
十
分
に
摂
取
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
「
月
の
裏
側
」
の
ご
と
く
従
来
眼
に
触

れ
な
か
っ
た
西
行
の
諸
側
面
を
、
非
文
学
的
史
料
を
も
駆
使
し
て
究

明
す
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
目
崎
は
「
伝
説
の
出
発
点
に
『
西
行
物
語
』『
撰
集
抄
』

の
成
立
が
あ
っ
た
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
目
崎
は
、
西
行
伝
説
が

生
成
す
る
背
景
に
西
行
の
和
歌
や
、
説
話
文
学
の
『
西
行
物
語
』『
撰
集
抄
』

の
知
識
を
想
定
し
て
い
る
。
目
崎
の
こ
の
視
点
を
、
先
の
著
書
の
中
で
花

部
は
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
学
研
究
の
歴
史
上
の
西
行
と
口

承
文
芸
の
伝
承
上
の
サ
イ
ギ
ョ
ウ
と
の
間
に
「
西
行
伝
承
の
壁
」
が
存
在

す
る
わ
け
で
あ
る
。

一
　
西
日
本
の
西
行
「
阿
漕
」
伝
承

し
か
し
実
際
に
、
民
間
伝
承
が
語
ら
れ
た
り
、
歌
わ
れ
た
り
す
る
西
行

伝
承
の
伝
承
地
で
は
、歴
史
上
の
西
行
と
口
承
文
芸
の
伝
承
上
の
サ
イ
ギ
ョ

ウ
は
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
早
く
か

ら
気
が
つ
い
て
い
た
の
が
、
歌
謡
の
研
究
を
し
て
い
た
國
學
院
大
學
教
授

の
臼
田
甚
五
郎
で
あ
る
。
臼
田
は
、「
西
行
と
民
謡
）
3
（

」
の
中
で
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　
民
間
文
藝
に
於
け
る
西
行
の
登
場
は
、
木
遣
唄
、
地
搗
唄
の
他
に
、

中
国
地
方
の
大
田
植
の
唄
に
な
が
な
が
と
口
説
か
れ
て
ゐ
る
。
西
行

の
出
離
か
ら
漂
泊
に
及
ぶ
悲
劇
性
（
事
実
は
悲
劇
の
決
意
が
悲
劇
を

超
克
す
る
の
だ
が
）
を
詠
嘆
し
て
ゐ
る
点
は
、
軽
口
一
方
の
木
遣
唄

等
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
大
田
植
唄
の
叙
事
悲
調
と
し
て
、

一
の
谷
敦
盛
流
れ
に
つ
い
で
を
る
。
そ
の
一
節
に
、

　
西
行
は
初
め
て
修
行
に
出
る
時
は　
浅
黄
の
油ゆ

単た
ん

首
に

　
西
行
は
四
つ
じ
の
わ
ら
じ
し
め
は
き
て　
紫
竹
の
小
竹
杖
に
つ
き

　
西
行
は
紫
竹
の
小
竹
杖
に
つ
き　
阿
漕
が
浦
へ
い
そ
ぐ

　
西
行
は
阿
漕
が
浦
を
立
出
る　
駿
河
の
国
へ
い
そ
ぐ

　
西
行
は
富
士
な
る
ふ
も
と
で
や
す
み
居
る　
雲
な
ぞ
ら
へ
て
歌
を

　
大
田
植
の
西
行
歌
は
、
中
国
な
る
一
地
方
に
今
限
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

木
遣
歌
と
は
お
よ
そ
主
題
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
西
行
談
の
伝

播
に
つ
い
て
、
媒
介
の
異
質
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
う
い
ふ
事
実

が
は
た
し
て
ま
た
西
行
遺
蹟
の
成
立
に
直
接
関
係
す
る
事
が
見
出
さ

れ
よ
う
か
と
思
う
。

こ
こ
で
は
、
西
行
伝
承
は
広
島
の
大
田
植
の
際
に
歌
わ
れ
る
歌
謡
に
な
っ

て
い
る
。
花
部
が
「
別
論
理
仕
立
て
の
西
行
像
の
形
象
」
と
言
っ
た
職
人

サ
イ
ギ
ョ
ウ
の
お
ど
け
た
感
じ
は
み
ら
れ
な
い
。

特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
臼
田
が
「
一
の
谷
敦
盛
流
れ
に
つ
い
で
を
る
」

と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
田
植
の
際
に
歌
わ
れ
る
歌
謡
の
成
立

に
は
、『
平
家
物
語
』
の
知
識
と
そ
れ
を
伝
承
し
て
い
た
琵
琶
法
師
の
思
想

的
影
響
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
臼
田
は
、
言
及
は
し
て
い
な
い
が
気
が
つ

い
て
い
る
。
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こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
歌
謡
研
究
者
の
浅
野
日
出
男
は
「
安
芸
・
石
見

の
田
植
歌
）
4
（

」
の
中
で
、『
田
植
草
紙
』
に
あ
る
朝
歌
二
番
に
、「
き
り
が
深

う
て
、
弥
山
の
腰
を
立
ち
舞
う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
詞
の
中
に

出
て
く
る
「
弥
山
」
は
、
安
芸
の
宮
島
、
厳
島
神
社
の
「
弥
山
」
と
指
摘

し
て
い
る
。

ま
た
浅
野
は
、
広
島
地
方
の
農
業
を
生
業
と
す
る
人
た
ち
が
『
平
家
物

語
』
の
諸
本
に
も
登
場
す
る
厳
島
神
社
に
詣
で
た
際
に
、
榊
や
お
札
を
も

ら
っ
て
、
田
の
水
口
に
榊
を
立
て
て
虫
害
除
け
に
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

厳
島
神
社
へ
の
信
仰
が
篤
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
浅
野
は
、『
田
植
草
紙
』
の
晩
歌
に
あ
る
「
う
な
り
を
ば
ど
こ
ま

で
送
る
べ
し
、
撞
が
島
へ
」
と
い
う
歌
詞
に
注
目
し
、「
う
な
り
」
は
、
田

に
昼
飯
を
運
ぶ
女
性
で
、
こ
の
女
性
は
、
そ
の
田
の
持
ち
主
の
娘
で
、
田

の
神
に
ミ
ケ
を
運
ぶ
役
目
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
「
撞
が
島
」
は
、

厳
島
神
社
で
あ
り
、『
平
家
物
語
』
を
語
る
琵
琶
法
師
が
信
仰
し
て
い
た
京

都
の
市
杵
島
姫
の
こ
と
と
指
摘
し
て
い
る
。

臼
田
が
「
一
の
谷
敦
盛
流
れ
に
つ
い
で
を
る
」
と
言
っ
て
い
る
そ
の
「
敦

盛
流
れ
」
も
広
島
の
大
田
植
で
歌
わ
れ
る
田
植
歌
で
あ
る
。
雑
誌
「
旅
と

伝
説
」
の
昭
和
三
年
十
一
月
号
に
は
、
河
本
曼
花
の
「
敦
盛
の
民
謡
」
と

い
う
報
告
が
あ
る
。
そ
の
報
告
の
中
に
広
島
県
の
田
植
歌
と
し
て
「
敦
盛

は
十
六
で
討
た
れ
た　
討
た
れ
た
十
六
歳
で
」「
敦
盛
様
は
一
の
谷
で
討
た

れ
た
熊
谷
次
郎
に
首
う
た
れ
給
う
た
」
と
あ
る
。

伝
説
と
し
て
広
島
県
庄
原
市
に
は
、
敦
盛
の
妻
、
玉
織
姫
の
墓
も
あ
る
。

「
西
行
伝
承
「
阿
漕
」
と
「
泡
子
」
の
関
係
地
図
」
を
参
照
。
敦
盛
が
熊
谷

直
実
に
打
ち
取
ら
れ
る
場
面
は
、『
平
家
物
語
』
で
も
有
名
な
場
面
で
あ
り
、

熊
谷
直
実
は
こ
の
後
、
出
家
す
る
。
こ
の
武
士
の
発
心
譚
つ
な
が
り
で
歌

わ
れ
る
田
植
歌
が
、
先
に
臼
田
が
「
一
の
谷
敦
盛
流
れ
に
つ
い
で
を
る
」

と
言
っ
て
い
る
西
行
の
田
植
歌
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
広
島
の
西
行
歌
謡
は
、
花
部
が
「
別
論
理
仕
立
て
の
西

行
像
の
形
象
」
と
指
摘
す
る
木
挽
職
人
が
伝
承
す
る
も
の
も
あ
る
。
先
に

記
し
た
臼
田
甚
五
郎
「
西
行
と
民
謡
）
5
（

」
に
は
、「
広
島
県
賀
茂
郡　
木
遣
歌
」

と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
西
行
が
初
め
て
、
修
行
に
出
た
時
に
、
浅
黄
の
小
ゆ
う
た
ん
肩
に

か
け
、
し
や
ら
〳
〵
川
を
渡
る
時
、
く
ら
げ
の
骨
を
ふ
み
た
て
ゝ
連

木
で
こ
ね
て
も
ぬ
け
ま
せ
ん
、
杓
子
で
こ
ね
て
も
ぬ
け
ま
せ
ん
、
其

処
を
御
医
者
が
通
り
か
け
、
御
医
者
さ
ん
や
、
医
者
さ
ん
や
、
是
が

全
快
る
薬
は
な
い
か
い
な
。
随
分
な
い
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
は
す

筍
、
冬
茄
子
、
不
産
の
乳
を
し
ぼ
り
か
け
、
夏
ふ
る
雪
を
手
に
た
め

て
、
水
で
あ
ぶ
つ
て
火
で
と
い
て
、
其
れ
を
ぬ
つ
た
ら
直
り
ま
す
、

エ
ン
ヤ
ラ
ヤ
〳
〵 

。 

（『
俚
謡
集
』
文
部
省
、
大
正
三
年
）

こ
ち
ら
は
、
嘘
を
並
べ
立
て
る
て
ん
ぽ
う
（
う
そ
）
物
語
、
早
物
語
に
な
っ

て
い
る
。
早
物
語
は
、
古
く
は
、
奈
良
興
福
寺
大
乗
院
の
門
跡
の
経
覚
が

記
し
た
、
応
永
二
二
年
（
一
四
一
五
）
か
ら
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
ま

で
の
室
町
時
代
の
自
筆
日
記
『
經
覺
私
要
鈔　
九
』
文
明
四
年
正
月
十
日

の
条
に
「
座
頭
が
十
八
人
来
て
、
祝
い
の
言
葉
の
後
、
平
家
物
語
と
早
物

語
を
語
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
と
早
物
語
は
対
に
な
っ

て
語
ら
れ
て
い
た
芸
能
で
あ
っ
た
。
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江
戸
時
代
後
期
に
東
北
を
旅
し
た
菅
江
真
澄
も
、『
は
し
わ
の
わ
か
ば
』

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
五
月
十
日
の
条
で
、

　

め
く
ら
ほ
ふ
し
ど
も
來
宿
り
た
る
を
よ
び
出
れ
ば
、
南
部
閉
井

（
伊
）
ノ
郡
の
浦
人
、
宮
古
の
藤
原
（
宮
古
市
藤
畑
カ
）
と
い
ふ
処
と

い
へ
り
。
語
り
さ
ふ
ら
へ
と
い
へ
ば
紙
張
の
三
弦
と
う
だ
し
、
こ
わ

つ
く
り
し
て
、
尼
公
物
語
と
て
、
佐
藤
庄
司
が
家
に
弁
慶
・
義
経
、

偽
山
臥
と
な
り
て
や
ど
り
し
事
を
語
り
、
を
へ
ぬ
れ
ば
小
盲
人
出
て

手
を
は
た
と
う
ち
て
、
そ
れ
、
も
の
が
た
り
語
り
さ
ふ
ろ
ふ
。「
黄
金

砂
ま
じ
り
の
山
の
薯
蕷
、
七
駄
片
馬
ず
っ
し
り
ど
っ
さ
り
と
曳
込
だ

る
も
の
が
た
り
」
ま
た
「
ご
ん
が
河
原
の
猫
の
向
面
、
さ
る
の
む
か

つ
ら
」「
鉈
と
ら
れ
物
語
リ
」「
し
ろ
こ
の
も
ち
、
く
ろ
こ
の
も
ち
」

な
ど
か
た
り
く
れ
た
り
。

と
盲
僧
の
ボ
サ
マ
が
奥
浄
瑠
璃
を
語
り
、
そ
の
合
間
に
早
物
語
を
語
る
場
面

を
記
し
て
い
る
。
嘗
て
、
西
日
本
で
は
『
平
家
物
語
』
と
対
で
早
物
語
が
語

ら
れ
、
東
日
本
で
は
奥
浄
瑠
璃
と
早
物
語
が
対
で
語
ら
れ
て
い
た
様
子
が
分

か
る
。『
牛
尾
三
千
夫
著
作
集
』「
大
田
植
の
習
俗
と
田
植
歌
）
6
（

」
に
は
、

赤
名
節
と
か
サ
キ
ヤ
節
な
ど
は
、
午
後
の
田
植
に
な
っ
て
か
ら
歌
い

出
す
節
で
あ
る
。

赤
名
節
の
歌
い
方
は
、

　

 

西
行
が
ヤ
ー
レ
、
初
め
て
修
行
に
や
出
る
折
り
に
や
ノ
ー
サ
ー
レ

バ
サ
、
出
る
折
り
に
や
ノ
ー
サ
サ
出
る
折
り
に
や
、
ヤ
ー
レ
浅
黄

の
油
単
首
に
か
け
ノ
ー
オ
サ
ー
、
首
に
か
け
ノ
ー

は
じ
め
の
一
声
を
歌
大
工
が
出
し
、
後
の
一
声
を
早
乙
女
が
つ
け
る
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
広
島
の
西
行
伝
承
で
は
、
大
田
植
歌
の

敦
盛
と
西
行
の
叙
事
悲
調
と
職
人
サ
イ
ギ
ョ
ウ
の
お
ど
け
た
木
遣
歌
の
歌

詞
「
浅
黄
の
油
単
首
に
か
け
」
が
一
致
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
西
日
本
に
お
い
て
は
『
源
平
盛
衰
記
）
7
（

』、『
古
今
和
歌
六

帖
）
8
（

』、
謡
曲
「
阿
漕
）
9
（

」、『
大
和
言
葉
集
）
10
（

』
に
あ
る
「
伊
勢
の
海
あ
こ
ぎ
が
浦

に
曳
く
網
も
度
か
さ
な
れ
ば
あ
ら
は
れ
や
せ
む
」
と
い
う
古
歌
と
そ
の
歌

を
め
ぐ
る
西
行
と
や
ん
ご
と
な
き
上
臈
と
の
逢
瀬
を
め
ぐ
る
西
行
説
話
の

「
阿
漕
が
浦
」
の
文
言
は
、
田
植
唄
に
は
み
ら
れ
る
が
、
木
遣
歌
に
は
な
い
。

二
　
東
日
本
の
西
行
「
阿
漕
」
伝
承

山
本
金
次
郎
編
『
郷
土
の
伝
承
』
宮
城
縣
教
育
會
編
、
昭
和
六
年
に
は
、

「
西
行
の
戻
松
」
と
い
う
宮
城
県
松
島
町
の
伝
承
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
三
交
の
松
か
ら
西
に
入
つ
て
山
路
を
登
る
こ
と
、
五
町
許
り
、
長

老
坂
に
近
い
所
に
西
行
戻
の
松
が
あ
る
。
西
行
は
鳥
羽
院
の
北
面
の

武
士
だ
つ
た
が
、
或
る
女
房
と
契
つ
た
。
女
は
人
に
洩
れ
る
の
を
恐

れ
て
「
あ
こ
ぎ
」
と
言
つ
て
戒
め
る
。
西
行
は
こ
の
語
を
解
し
か
ね
、

人
に
訊
ね
て
も
知
る
も
の
が
な
い
。
煩
悶
の
あ
ま
り
出
家
し
、
諸
國

を
行
脚
し
て
こ
の
語
を
知
ら
う
と
し
た
。
道
を
東
國
に
た
づ
ね
た
西

行
は
幾
月
か
の
後
、
松
島
に
来
た
、
一
人
の
翁
が
松
の
木
の
下
で
牛

に
草
を
飼
つ
て
ゐ
た
が
、
牛
の
食
ひ
飽
き
な
い
の
を
怒
つ
て
、「
何
で

さ
う
あ
こ
ぎ
な
の
か
」
と
罵
る
。
西
行
驚
い
て
、
翁
に
あ
こ
ぎ
の
意

味
を
問
ふ
と
、
翁
は
西
行
の
名
を
聞
い
て
「
伊
勢
の
海
あ
こ
ぎ
が
浦

に
曳
く
網
も
度
か
さ
な
れ
ば
あ
ら
は
れ
や
せ
む
」
と
い
う
古
歌
を
示
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し
、
西
行
の
無
學
を
散
々
に
誹
つ
て
。
西
行
は
大
に
恥
入
つ
て
こ
ゝ

か
ら
引
返
し
て
し
ま
ふ
。
翁
は
松
島
明
神
で
あ
つ
た
と
言
ひ
傳
へ
ら

れ
て
ゐ
る
。（
後
藤
一
義
）

東
日
本
の
西
行
「
阿
漕
」
伝
承
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
西
行
戻
し
」
の
伝

承
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
松
島
の
西
行
戻
し
の
伝
承
の
文
献
上
の
初
出
は
、

仙
台
藩
の
史
官
、
画
工
を
勤
め
た
儒
学
者
、
佐
久
間
洞
巌
が
享
保
四
年

（
一
七
一
九
年
）
に
完
成
さ
せ
た
地
誌
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
で
あ
る
。

ま
た
、『
福
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
六
八
集 

福
島
県
の
昔
話
と

伝
説
）
11
（

』
に
収
載
さ
れ
た
福
島
県
双
葉
町
の
「
西
行
の
頓
知
話
」
と
い
う
話

に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
昔
、
西
行
法
師
い
う
人
い
で
な
。
西
行
法
師
は
歌
の
名
人
で
、
あ

る
時
雲
上
人
の
お
っ
母
盗
ん
だ
っ
ち
ゅ
。
偉
い
人
の
お
っ
母
盗
ん
だ
。

そ
う
し
て
あ
の
人
は
首
ん
な
ん
ね
で
、
そ
う
し
て
歌
作
っ
た
っ
つ
う
。

「
伊
勢
の
海
阿
漕
ケ
浦
に
網
さ
し
て
、た
び
重
な
れ
ば
人
に
あ
う
ら
ん
」

 

そ
う
し
て
あ
の
人
は
今
度
は
自
分
で
返
歌
を
し
て
出
で
っ
た
。

「
思
い
き
や
富
士
の
高
嶺
に
一
夜
し
て
、
た
び
重
な
れ
ば
人
に
あ
う

ら
ん
」

 

そ
う
し
て
夏
の
真
っ
最
中
に
、
熱
田
大
明
神
様
さ
来
て
、
ほ
う
し
て
、

「
こ
ご
は
い
い
ど
ご
だ
な
あ
、
ひ
ど
づ
昼
寝
す
っ
か
」

ど
思
っ
て
縁
側
の
廊
下
さ
上
が
っ
て
昼
寝
し
た
。
ほ
う
し
た
ど
ご
ろ

寒
ぐ
な
っ
て
、
ブ
ル
ブ
ル
っ
て
震
え
で
目
覚
め
だ
。
ほ
う
し
て
何
の

気
な
し
に
、

「
来
て
み
れ
ば
さ
ほ
ど
涼
し
き
熱
田
宮
、
熱
田
の
宮
と
は
誰
が
言
う

ら
ん
」

 

ほ
う
し
て
歌
を
う
だ
っ
て
、
門
口
出
っ
ぺ
ど
思
ど
ご
ろ
、

「
西
行
、
西
行
」

っ
て
呼
ば
ら
っ
ち
ゃ
。
ほ
れ
が
ら
ハ
ッ
と
思
っ
て
、
後
し
ょ
振
り
返

し
た
ど
ご
ろ
、
熱
田
大
明
神
様
の
よ
う
な
人
立
っ
て
だ
。
白
髪
ま
じ

り
の
ア
カ
ザ
の
杖
を
つ
い
で
。
ほ
う
し
た
ど
ご
ろ
、
ほ
の
爺
さ
ま
は
、

「
西
行
と
は
西
に
行
く
と
書
く
文
字
を
、
東
に
行
く
と
は
何
と
西
行
」

と
言
う
ど
。
何
と
言
わ
っ
ち
ゃ
っ
て
か
ま
ね
が
ら
、
ハ
ー
ッ
と
頭
下
げ

で
、東
の
海
さ
し
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
以
下
略
（
話
者　
遠
藤
三
郎
）

こ
こ
で
は
、
西
行
「
阿
漕
」
伝
承
は
、
元
来
は
個
別
に
話
さ
れ
る
狂
歌
話

を
ま
と
め
た
話
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
梁
川
町
史
）
12
（

』
所
収
の

「
西
行
の
「
あ
こ
ぎ
」
行
脚
」
の
話
で
は
、
艶
笑
譚
、
色
話
に
な
っ
て
い
る
。

　
ち
ょ
っ
ぴ
り
い
ろ
話
だ
け
ん
と
も
な
、
昔
、
宮
中
で
歌
会
が
開
が

れ
だ
ど
。
そ
ご
さ
、
ま
ず
有
名
な
西
行
法
師
ど
い
う
方
が
招
が
れ
で
、

歌
会
さ
参
加
し
た
ど
。
そ
ご
で
ま
あ
、
お
の
お
の
が
歌
を
詠
ん
で
出

す
わ
げ
な
ん
だ
べ
。

　
そ
う
し
て
る
う
ぢ
に
、
あ
る
官
女
の
一
人
が
西
行
法
師
に
一
目
ぼ
れ

し
た
が
、
そ
の
、
短
冊
さ
書
え
で
、
そ
っ
と
西
行
法
師
の
袖
さ
入
れ
だ

ど
。
ほ
で
、
そ
の
会
が
終
っ
て
が
ら
そ
の
短
冊
を
見
だ
と
ご
ろ
が
、

「
こ
の
世
す
ぎ
、
あ
の
世
す
ぎ
そ
の
次
の
世
も
過
ぎ
て
、
天
に
木
の
芽

の
咲
ぐ
頃
に
、
弥
陀
の
浄
土
で
待
ち
う
け
る
べ
し
」
っ
て
、
こ
う
書

が
っ
て
だ
っ
つ
ん
だ
な
。
さ
あ
、西
行
法
師
ど
い
わ
れ
る
知
恵
者
で
も
、

判
断
に
困
っ
た
ず
う
。
い
ま
現
在
こ
の
世
に
生
ぎ
て
、
こ
の
世
過
ぎ
あ
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の
世
過
ぎ
、
死
ん
じ
ま
っ
て
が
ら
の
ご
ど
だ
べ
か
っ
て
な
。

　
そ
う
し
て
ま
ず
、
考
え
で
、
考
え
で
、
考
え
だ
末
、
な
る
ほ
ど
こ

の
世
ど
い
う
ご
ど
は
今
晩
と
い
う
ご
ど
に
解
釈
が
で
き
だ
。
あ
し
た

の
晩
も
あ
さ
っ
て
の
晩
も
過
ぎ
で
、「
空
に
木
の
芽
の
咲
ぐ
こ
ろ

に
」
っ
て
、
空
に
そ
の
お
星
様
、
木
の
芽
の
花
の
よ
う
に
、
い
ぢ
め

ん
に
、
も
う
お
星
様
が
出
て
き
た
頃
、
ま
あ
時
間
で
い
う
ず
と
丑
満

の
刻
だ
べ
な
、
そ
の
頃
に
寺
の
、
弥
陀
の
浄
土
で
待
ち
う
け
る
べ
し
、

ど
、
ま
あ
悟
り
開
い
だ
。

　
ほ
ん
で
西
行
法
師
そ
ご
さ
行
っ
て
待
っ
て
だ
ど
。
そ
し
て
ま
ず
、

時
間
が
早
え
が
ら
、
待
っ
て
る
う
ぢ
に
眠
気
さ
し
て
き
て
、
長
ぐ
な
っ

て
眠
っ
て
だ
ん
だ
ど
な
。
そ
こ
さ
官
女
が
人
目
を
忍
ん
で
行
っ
た
と

ご
ろ
が
、
高
い
び
き
で
寝
っ
た
ど
。
そ
っ
と
官
女
、「
な
ん
と
し
た
も

ん
だ
」
ど
。「
人
目
を
忍
ん
で
こ
う
し
て
来
た
の
に
か
が
わ
ら
ず
、
の

ん
き
そ
う
に
眠
っ
て
る
。
こ
だ
も
ん
さ
心
寄
せ
で
は
い
ら
ん
に
ぇ
」

ど
思
っ
て
、
立
ち
去
ろ
う
ど
し
た
ど
。
そ
ん
と
ぎ
、
官
女
の
振
袖
が

す
っ
と
そ
の
顔
さ
ふ
れ
だ
ど
。ほ
し
て
ぐ
っ
と
振
袖
つ
か
ま
っ
ち
ま
っ

た
ど
。
そ
っ
て
何
い
い
話
を
し
た
が
、
そ
の
日
は
ま
ず
そ
の
目
的
を

は
だ
し
た
わ
け
だ
。
そ
し
て
、「
こ
ん
ど
、
い
つ
会
う
ん
だ
」
ど
、
次

の
約
束
す
る
わ
げ
な
ん
だ
が
、
官
女
が
、「
あ
こ
ぎ
だ
」
ど
。「
あ
こ

ぎ
で
す
よ
」
ど
、
こ
う
い
う
言
葉
を
た
っ
た
ど
な
。

　
さ
あ
、
こ
ん
ど
ほ
れ
、
西
行
法
師
、
最
後
の
そ
の
「
あ
こ
ぎ
」
ど

い
う
言
葉
に
苦
し
ん
で
、
な
ん
と
考
え
で
も
、
い
ろ
い
ろ
聞
い
で
み

だ
ん
げ
ん
に
ょ
も
、
そ
れ
ら
し
い
も
の
に
聞
ぎ
あ
だ
ん
ね
え
ど
。
た

め
に
、
江
戸
が
ら
こ
の
東
北
ま
で
下
が
っ
て
来
た
ん
だ
な
。
ほ
て
、

奥
州
路
を
下
が
っ
て
、
梁
川
の
ち
か
く
ま
で
来
た
と
ぎ
に
、
牛
方
が

や
っ
て
来
た
ど
。
向
ご
う
か
ら
な
い
。
と
き
は
や
っ
ぱ
り
春
先
だ
べ

な
。
昔
か
ら
牛
追
い
つ
っ
て
、
牛
方
は
後
で
、
こ
う
鞭
を
持
っ
て
追
っ

て
歩
っ
た
も
ん
だ
。
そ
の
牛
方
の
追
っ
て
き
た
牛
が
、
春
先
の
青
い

麦
、
こ
う
や
わ
や
わ
ど
育
っ
て
る
が
な
、
好
物
な
ん
だ
。
そ
れ
を
パ

ク
リ
や
ら
ん
と
し
た
。
た
ら
牛
方
が
「
こ
ら
あ
こ
ぎ
だ
ぞ
」
ど
、
こ

う
で
だ
ど
な
。
そ
れ
ご
そ
、
西
行
法
師
の
目
的
の
、
そ
の
「
あ
こ
ぎ
」

の
言
葉
で
奥
州
路
ま
で
下
が
っ
て
来
た
ん
だ
が
ん
ね
。

　
さ
あ
、
大
へ
ん
喜
ん
だ
わ
け
だ
。「
ち
ょ
っ
と
牛
方
さ
ん
。
今
あ
ん

た
は
〝
あ
こ
ぎ
〞
ど
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
な
」
ど
。「
は
い
。

い
い
ま
し
た
」「
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
な
が
ん
だ
」
ど
た
ず
ね
だ
ど
。

そ
す
っ
と
ほ
れ
、
麦
ど
い
え
ど
も
農
作
物
だ
べ
。
百
姓
が
年
中
手
入

れ
し
て
い
る
麦
だ
が
ら
。
そ
れ
を
牛
が
食
わ
ん
と
し
だ
が
ら
、「
こ
ら
、

あ
こ
ぎ
だ
ぞ
」
っ
て
止
め
だ
わ
げ
だ
。
そ
ん
じ
ぇ
牛
方
は
、「
あ
こ
ぎ

ど
い
う
の
は
な
、
そ
の
、
し
て
な
ら
な
い
こ
と
な
ん
だ
。
農
作
物
を

牛
が
食
わ
ん
と
し
た
が
ら
、
食
っ
て
は
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
」

ど
言
っ
た
ど
。
そ
う
い
う
話
だ
。（
富
野　
斎
藤
重
右
エ
門
）

こ
の
よ
う
に
福
島
県
梁
川
町
の
西
行
の
「
あ
こ
ぎ
」
行
脚
の
伝
承
の
背
景

に
は
、『
源
平
盛
衰
記
』
を
下
敷
き
に
し
て
創
作
さ
れ
た
落
語
の
影
響
が
み

ら
れ
る
。
西
行
伝
承
と
落
語
の
関
係
に
つ
い
て
は
立
川
談
志
「
西
行
（
阿

漕
ヶ
浦
）
13
（

）」
の
Ｃ
Ｄ
音
源
が
参
考
に
な
る
。

西
日
本
の
西
行
「
阿
漕
」
伝
承
で
は
、『
平
家
物
語
』
と
の
関
係
が
田
植
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歌
を
通
し
て
み
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
東
日
本
の
西
行
「
阿
漕
」
伝
承
に

は
、
そ
れ
が
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
東
日
本
で
は
『
源
平
盛
衰
記
』

巻
八
の
西
行
発
心
譚
と
類
似
す
る
伝
承
が
昔
話
や
伝
説
に
み
ら
れ
る
。

三
　
西
日
本
の
西
行
「
泡
子
」
伝
承

『
伊
吹
町
の
民
話
）
14
（

』
に
収
載
さ
れ
た
「
西
行
法
師
と
泡
子
塚
」
に
は
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

　
醒
ヶ
井
に
泡
子
塚
と
い
う
所
が
あ
る
の
で
す
。
非
常
に
き
れ
い
な

水
が
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
て
い
る
所
で
、
こ
こ
の
表
に
瓢
箪
屋
と
い

う
一
軒
の
茶
屋
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
こ
こ
で
西
行
法
師
が
一
服
し
た

の
で
す
な
。

　
翌
年
、
ま
た
同
じ
こ
の
茶
屋
ま
で
来
て
、
こ
こ
で
ま
た
一
服
し
た

ら
、
そ
こ
の
娘
さ
ん
が
「
あ
ん
た
の
子
を
妊
娠
し
た
。
こ
ん
な
可
愛

い
子
で
す
。」
と
言
っ
て
見
せ
た
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
西
行
さ
ん
は

「
出
家
の
身
で
あ
る
か
ら
、自
分
に
子
供
は
有
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

ど
れ
、
そ
の
子
を
貸
し
て
み
ろ
、
泡
な
ら
吹
い
た
ら
消
え
る
か
ら
。」

と
言
っ
て
、
フ
ッ
と
一
息
、
息
を
吹
き
か
け
た
ら
、
そ
の
子
は
息
が

ス
ッ
と
消
え
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
こ
の
娘
は
嘆
い
て
、
嘆
い
て
。
そ
し
て
自
分
の
寝
室
か

ら
見
え
る
所
へ
墓
を
建
て
た
ん
で
す
。
こ
の
墓
が
泡
子
塚
と
い
う
の

で
あ
っ
て
、
そ
こ
の
水
は
逆
さ
流
れ
と
い
っ
て
、
高
い
方
へ
流
れ
て

い
る
ん
で
す
。
醒
ヶ
井
の
水
は
南
の
方
へ
流
れ
て
い
る
ん
で
す
け
ど

も
、
こ
の
水
だ
け
は
北
の
方
へ
流
れ
て
い
る
ん
で
、
逆
さ
流
れ
と
い
っ

て
ま
す
。

こ
の
話
は
『
三
水
四
石
并
泡
兒
墓
由
来
記
）
15
（

』
文
亀
三
年
（
一
五
○
三
）
奥

書
に
記
さ
れ
て
い
る
話
が
元
に
な
っ
て
い
る
。
引
用
し
た
『
伊
吹
町
の
民

話
』「
西
行
法
師
と
泡
子
塚
」
で
は
、
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
元
の
話
で
は
、

西
行
の
飲
み
残
し
た
茶
の
泡
を
娘
が
飲
ん
で
懐
妊
、
出
産
し
、
そ
の
子
供

が
西
行
に
よ
っ
て
元
の
泡
に
戻
さ
れ
、
泡
の
子
ど
も
が
供
養
さ
れ
る
と
い

う
話
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
が
、供
養
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
泡
子
塚
の
碑
文
「
一

煎
一
服
一
期
終
即
今
端
的
雲
脚
泡
」
で
あ
る
。
こ
の
碑
文
の
内
容
に
つ
い

て
、
小
林
幸
夫
は
「
近
江
醒
井
の
泡
子
塚
伝
説
」『
鮭
の
神
・
立
烏
帽
子
・

歌
比
丘
尼
―
伝
説
・
縁
起
・
ハ
ナ
シ
を
尋
ね
る
―）

16
（

』
の
中
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
寺
社
門
前
の
「
一
服
一
銭
」
は
、
死
者
供
養
の
茶
施
行
で
あ
っ
た
。

狂
言
『
通
円
』
が
そ
れ
を
示
す
好
例
で
あ
る
。
こ
の
舞
狂
言
は
、
旅

僧
の
前
に
通
円
の
亡
霊
が
現
れ
て
生
前
の
様
子
を
語
る
。
宇
治
橋
供

養
の
時
、
茶
を
点
て
す
ぎ
て
死
ん
だ
通
円
と
い
う
茶
坊
主
が
、
幽
霊

と
な
っ
て
現
れ
、
自
分
の
最
後
の
あ
り
さ
ま
を
謡
い
舞
い
、
僧
に
供

養
を
頼
ん
で
消
え
失
せ
る
。

　

 

さ
す
が
名
を
得
し
通
円
が
、
埋
み
火
の
燃
へ
立
つ
こ
と
の
な
か
り

せ
ば
、
湯
の
な
き
時
は
泡
も
点
て
ら
れ
ず
、
跡
と
ひ
給
へ
御
ひ
じ

り
と
謡
い
な
が
ら
通
円
は
草
蔭
に
消
え
て
い
く
。
虎
明
本
の
台
本

は
、
こ
の
あ
と
次
の
一
節
を
書
き
と
め
て
い
る
。「
通
円
が
兄
」
の

「
一
休
」
の
作
と
し
て
、
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一
服
一
銭
一
期
ノ
内　
最
後
ノ
一
念
温ウ
ン

客キ
ャ
クノ

泡

と
い
う
偈
を
あ
げ
、
通
円
の
辞
世
と
し
て
「
ゆ
く
さ
き
も
ま
た
ゆ
く

さ
き
も
傀
儡
の
糸
切
れ
ぬ
れ
ば
も
と
の
木
の
切
れ
」
の
歌
を
示
す
。

…
略
…
醒
井
の
地
蔵
会
で
も
、
か
つ
て
泡
子
塚
の
「
一
服
一
煎
」
の

碑
前
で
茶
が
振
る
舞
わ
れ
、
死
者
の
回
向
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
…
略
…
西
行
水
の
泡
子
塚
も
水
子
供
養
の
役
割
を
果
た

し
て
き
た
。
な
に
よ
り
「
一
煎
一
服
一
期
終
即
今
端
的
雲
脚
泡
」
と

い
う
泡
子
の
碑
文
が
、
そ
れ
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。

小
林
は
、
西
行
「
泡
子
」
伝
承
と
死
者
供
養
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
醒
ヶ
井
の
泡
子
の
話
は
、
秋
里
籬
嶋
『
木
曾
路
名
所
図
会
）
17
（

』
文
化
元

年
（
一
八
〇
四
）
や
、
菅
江
真
澄
の
「
断
簡
）
18
（

」
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お

り
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
知
ら
れ
た
伝
承
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
西
行
「
泡
子
」
伝
承
と
死
者
供
養
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で

注
目
し
た
い
の
が
、
和
歌
文
学
研
究
者
、
平
田
英
夫
の
論
文
で
あ
る
。「
人

の
捨
て
場
を
詠
む
―
西
行
「
蓮
台
野
」
歌
を
め
ぐ
っ
て
―）

19
（

」
の
中
で
平
田

は
、
西
行
和
歌
と
墓
地
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
無
常
の
歌
あ
ま
た
よ
み
け
る
中
に

つ
ゆ
と
き
え
れ
ば
れ
ん
だ
い
の
に
を
お
く
り
お
け
ね
が
ふ
心
を
な
に

あ
ら
は
さ
ん

 （
山
家
集
・
中
・
雑
・
八
五
一
）

ど
う
も
西
行
の
葬
送
地
を
詠
ん
だ
歌
は
、
当
時
葬
送
地
で
活
発
な
活

動
を
行
っ
て
い
た
聖
た
ち
の
思
想
の
影
響
を
、そ
の
表
現
基
盤
に
も
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
勿
論
、
こ
こ
で
西
行
が
三
昧
僧

や
遊
行
聖
で
あ
っ
た
な
ど
と
職
能
の
枠
を
は
め
て
、
極
端
な
論
を
展

開
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
西
行
の
宗
教
活
動
の

一
時
期
に
そ
の
よ
う
な
人
々
と
共
通
す
る
思
想
を
持
っ
た
時
期
が

あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
お
き
た
い
。

平
田
の
取
り
上
げ
た
西
行
の
歌
集
『
山
家
集
』
中
・
雑
・
八
五
一
番
の
歌

は
、「
私
が
死
ん
だ
ら
必
ず
蓮
台
野
に
葬
送
し
て
欲
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
極

楽
浄
土
の
蓮
の
台
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
い
う
願
い
が
実
現
す
る
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。

ま
た
西
行
は
、
こ
こ
で
平
田
が
引
用
し
た
八
五
一
番
の
前
の
歌
、

八
四
八
番
の
歌
で
は
、
鳥
辺
山
、
八
四
九
番
の
歌
で
は
、
舟
岡
山
、
八
五

○
番
の
歌
で
は
、
岩
陰
と
、
京
都
の
名
だ
た
る
葬
送
地
を
西
行
は
歌
に
詠

ん
で
い
る
。
醒
ヶ
井
の
西
行
伝
承
の
背
景
に
は
、
歴
史
的
西
行
の
宗
教
活

動
の
一
面
を
伝
承
に
取
り
込
み
、
西
行
伝
承
を
創
造
す
る
伝
承
者
が
推
測

さ
れ
る
。

四
　
東
日
本
の
西
行
「
泡
子
」
伝
承

『
郷
土
の
傳
説
』
宮
城
縣
教
育
会
編
、
昭
和
六
年
に
は
、
幾
代
姫
傳
説
（
宮

城
県
名
取
郡
高
館
村
吉
田
﹇
現
在
の
名
取
市
﹈）
の
伝
承
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　
昔
、
此
の
土
地
に
殿
様
が
あ
っ
た
、
殿
様
に
は
幾
代
姫
と
云
ふ
お

姫
様
が
あ
っ
た
。
姫
に
懸
想
し
て
か
悪
者
共
が
迫
害
を
加
へ
様
と
す

る
の
で
困
っ
た
。
偶
々
虚
無
僧
が
行
脚
の
杖
を
止
め
た
。
家
人
は
こ

の
虚
無
僧
に
危
難
か
ら
救
つ
て
欲
し
い
と
請
つ
た
。
僧
は
承
知
し
て
、

夜
中
に
押
し
か
け
て
来
た
悪
者
を
取
つ
て
投
げ
つ
け
惨
々
な
目
に
遭
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は
し
て
懲
し
て
や
つ
た
。
姫
は
い
つ
し
か
僧
の
振
舞
ひ
が
好
き
に
な

つ
た
。
遂
に
姫
は
胸
の
中
に
恥
し
さ
を
か
く
し
て
言
つ
た
。
然
し
僧

は
雲
水
の
身
の
い
つ
迄
も
留
る
べ
き
で
な
い
事
を
言
ひ
聞
か
せ
た
。

そ
し
て
差
出
し
た
お
茶
を
呑
み
残
し
て
立
ち
去
つ
た
。
姫
は
無
情
を

悲
し
み
嘆
い
た
。
そ
し
て
僧
が
呑
み
残
し
て
行
つ
た
お
茶
を
呑
ん
だ
。

す
る
と
幾
日
も
経
ぬ
中
に
身
重
と
な
っ
た
。
や
が
て
生
れ
落
ち
た
の

は
圓
々
と
肥
つ
た
子
供
。
い
つ
か
再
び
僧
が
巡
錫
し
て
来
る
で
あ
ろ

う
事
を
胸
に
抱
き
な
が
ら
待
つ
程
に
、
僧
が
訪
れ
の
日
が
来
た
。
姫

は
嬉
し
く
も
立
ち
出
で
ゝ
事
の
始
終
を
物
語
つ
た
。
聞
き
終
へ
た
僧

は
、
や
が
て
そ
の
児
を
抱
き
扇
で
あ
ふ
い
だ
ら
、
そ
の
児
が
泡
と
な

つ
て
飛
消
え
た
。
姫
の
悶
え
、
悲
し
み
は
極
に
達
し
た
。
僧
は
辞
し

去
つ
た
。
遂
に
姫
は
池
に
身
を
投
じ
て
果
て
た
。
池
畔
に
墓
標
を
建

て
ゝ
慰
霊
し
て
ゐ
る
。（
砂
金
辰
雄
）

こ
こ
で
は
主
人
公
は
西
行
で
は
な
く
、
虚
無
僧
が
話
の
主
人
公
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
話
は
奥
浄
瑠
璃
に
も
あ
る
。「
小
佐
治
物
語
」
小
倉
博

編
『
御
國
浄
瑠
璃
集
』
齋
藤
報
恩
会
、
昭
和
一
四
年
に
は
、

　
（
幾
世
姫
）
さ
り
な
が
ら
小
佐
治
と
自
ら
眞
の
契
も
な
か
り
し
に
、

小
佐
治
飲
み
置
き
給
ふ
煎
じ
茶
を
飲
む
よ
り
も
早
懐
胎
と
な
り
若
竹

を
設
け
候
…
略
…
小
佐
治
若
竹
を
つ
く
づ
く
と
打
眺
め
、
其
儘
取
つ

て
膝
に
上
げ
、
後
れ
の
髪
を
掻
上
げ
て
、
腰
よ
り
扇
子
を
取
出
し
、

口
に
文
を
唱
へ
觀
念
し
て
扇
子
に
て
若
竹
を
抱
き
丁
々
と
打
給
へ
ば
、

若
竹
丸
其
儘
消
え
て
元
の
茶
の
泡
と
成
り
に
け
り

と
あ
る
。「
西
行
伝
承
「
阿
漕
」
と
「
泡
子
」
の
関
係
地
図
」
を
参
照
す
る

と
、
東
日
本
の
「
泡
子
」
の
伝
承
地
は
、
9
埼
玉
県
富
士
見
市
）
20
（

・
10
福
島

県
会
津
坂
下
町
）
21
（

・
11
山
形
県
西
川
町
）
22
（

・
12
宮
城
県
名
取
市
）
23
（

・
13
岩
手
県
盛

岡
市
）
24
（

と
東
北
地
方
に
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
そ
の
特
徴
は
、
西
行
が

主
人
公
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

25
（

。

つ
ま
り
平
田
の
指
摘
す
る
「
人
の
捨
て
場
を
詠
む
」
西
行
の
イ
メ
ー
ジ

が
、
東
日
本
の
「
泡
子
」
の
伝
承
に
は
、
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

東
北
地
方
の
「
泡
子
の
話
」
の
主
人
公
は
、
虚
無
僧
、
六
部
、
公
家
、

旅
の
坊
さ
ん
な
ど
多
様
な
主
人
公
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
泡
子
の
話
」
の
伝

播
者
で
あ
る
旅
の
宗
教
者
の
多
様
さ
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
さ
ら
に
は
旅
の
宗
教
者
を
主
人
公
と
し
た
奥
浄
瑠
璃
「
小
佐
治
物

語
」
を
語
っ
た
盲
僧
、
ボ
サ
マ
が
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

歴
史
的
西
行
は
、
三
○
歳
の
頃
と
、
六
九
歳
の
頃
、
東
北
地
方
を
旅
し

て
い
る
。
そ
こ
に
は
平
田
の
指
摘
す
る
「
人
の
捨
て
場
を
詠
む
」
西
行
の

歌
は
な
く
、
白
河
の
関
や
、
平
泉
を
詠
ん
だ
歌
が
残
さ
れ
、
西
行
和
歌
に

ま
つ
わ
る
在
地
の
伝
承
が
東
北
各
地
に
あ
る
。
松
尾
芭
蕉
の
『
お
く
の
ほ

そ
道
』
に
よ
っ
て
も
、
西
行
の
旅
は
追
体
験
さ
れ
て
い
る
。

東
北
地
方
の
西
行
伝
承
）
26
（

が
、
宮
城
か
ら
福
島
、
茨
城
の
海
辺
の
道
、
浜

通
り
に
沿
っ
て
点
在
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
。
西

行
和
歌
に
憧
れ
る
東
北
の
文
人
に
と
っ
て
、
西
行
は
平
泉
か
ら
の
帰
路
は
、

往
路
に
通
っ
た
白
河
の
関
で
は
な
く
浜
通
り
の
勿
来
の
関
を
通
っ
て
帰
っ

て
欲
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

東
日
本
と
西
日
本
の
西
行
伝
承
を
、「
阿
漕
」
と
「
泡
子
」
の
話
を
通
し

て
比
較
す
る
と
、
東
と
西
で
は
、
西
行
に
ま
つ
わ
る
和
歌
や
説
話
文
学
の

西
行
伝
承
へ
の
転
用
の
仕
方
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。

西
行
「
阿
漕
」
伝
承
を
『
平
家
物
語
』
の
敦
盛
伝
承
の
影
響
下
、
田
植

歌
に
転
用
す
る
西
日
本
に
対
し
て
、
東
日
本
で
は
『
源
平
盛
衰
記
』
の
西

行
発
心
譚
を
昔
話
、
伝
説
に
転
用
し
て
い
る
。

一
方
、
西
行
「
泡
子
」
伝
承
で
は
、
葬
送
と
関
わ
る
「
人
の
捨
て
場
を

詠
む
」
西
行
和
歌
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
西
日
本
に
対
し
て
、
東
日
本
で

は
、
西
行
が
主
人
公
で
な
い
伝
承
や
、
奥
浄
瑠
璃
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
文
学
研
究
の
歴
史
上
の
西
行
と
口
承
文
芸
の
伝
承
上
の
サ

イ
ギ
ョ
ウ
の
間
に
あ
る
「
西
行
伝
承
の
壁
」
を
外
し
て
考
え
る
と
、
東
日

本
と
西
日
本
の
西
行
伝
承
の
違
い
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

花
部
英
雄
「
序
章　
西
行
伝
承
の
研
究
と
視
座
」『
西
行
伝
承
の
世
界
』

一
九
九
六　
岩
田
書
院
。

（
2
） 

目
崎
徳
衛
「
序
説
」『
西
行
の
思
想
史
的
研
究
』
一
九
七
八　
吉
川
弘

文
館
。

（
3
） 

臼
田
甚
五
郎
「
西
行
と
民
謡
」『
臼
田
甚
五
郎
著
作
集
』
第
四
巻
、

一
九
九
五　
お
う
ふ
う
。

（
4
） 

浅
野
日
出
男
「
安
芸
・
石
見
の
田
植
歌
」『
講
座　
日
本
の
伝
承
文
学
』

第
八
巻
、
二
○
○
○　
三
弥
井
書
店
。

（
5
） 

注
（
3
）
に
同
じ
。

（
6
） 

牛
尾
三
千
夫
「
第
二
章 

岡
崎
家
の
花
田
植
―
広
島
県
高
田
郡
八
千
代

町
土
師
―
」『
牛
尾
三
千
夫
著
作
集
』
2　
大
田
植
の
習
俗
と
田
植
歌
、

一
九
八
六　
名
著
出
版
。

（
7
） 

松
尾
葦
江
校
注
『
中
世
の
文
学　

源
平
盛
衰
記
（
二
）』
一
九
九
三　

三
弥
井
書
店
。

（
8
） 『
古
今
和
歌
六
帖
』
三
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー 

和
歌
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
）

（
9
） 

謡
曲
「
阿
漕
」（
天
野
文
雄
『
能
楽
手
帖
』
二
○
一
九　
角
川
ソ
フ
ィ

ア
文
庫
）。
論
文
と
し
て
は
、
西
村
亨
「
阿
漕
が
浦
の
文
学
」『
説
話
文

学
研
究
』
第
七
号
、
一
九
七
二
を
参
照
。

（
10
） 「『
大
和
言
葉
』
翻
刻
、
注
釈
、
補
注
」（
徳
田
和
夫
・
菊
地
仁
・
小
林

健
二
編
著
『
大
和
言
葉
集
』）
二
○
二
○　
三
弥
井
書
店
。

（
11
） 『
福
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
六
八
集 

福
島
県
の
昔
話
と
伝
説
』

福
島
県
教
育
委
員
会
編
、
一
九
八
六
。

（
12
） 『
梁
川
町
史
』
第
一
二
巻
、
口
伝
え　
民
俗
編
2　
梁
川
町
、
一
九
八
四
。

（
13
） 

立
川
談
志
「
西
行
（
鼓
ヶ
滝
・
阿
漕
ヶ
浦
）」
落
語
Ｃ
Ｄ
、
日
本
コ
ロ

ム
ビ
ア
を
参
照
。

（
14
） 

田
中
文
雅
『
伊
吹
町
の
民
話
』
一
九
八
三　
和
泉
書
院
。

（
15
） 『
三
水
四
石
并
泡
兒
墓
由
来
記
』
文
亀
三
年
（
一
五
○
三
）
奥
書
（
小

林
幸
夫
「
滋
賀
県
坂
田
郡
米
原
町
醒
ヶ
井
周
辺
の
西
行
伝
承
資
料
」『
西

行
伝
説
の
説
話
・
伝
承
学
的
研
究
（
第
二
次
）』
平
成
一
三
年
度
〜
平

成
一
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
1
）
研
究
成
果

報
告
書
（
研
究
代
表
者　
木
下
資
一
）
課
題
番
号 13410125　
神
戸
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大
学　
二
○
○
四
年
三
月
）

（
16
） 

小
林
幸
夫
「
近
江
醒
井
の
泡
子
塚
伝
説
」『
鮭
の
神
・
立
烏
帽
子
・
歌

比
丘
尼
―
伝
説
・
縁
起
・
ハ
ナ
シ
を
尋
ね
る
―
』
二
○
一
七　
三
弥

井
書
店
。

（
17
） 

秋
里
籬
嶋
『
木
曾
路
名
所
図
会
』
文
化
元
年
（
埼
玉
県
立
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

（
18
） 「
断
簡
」
秋
田
市
、
福
地
発
明
旧
蔵
（『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
十
二
巻
、

一
九
八
一　
未
來
社
）

（
19
） 

平
田
英
夫
「
人
の
捨
て
場
を
詠
む
―
西
行
「
蓮
台
野
」
歌
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
国
文
学
研
究
』
一
三
八
、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会 

、
二
○
○
二
。

（
20
） 『
戸
田
市
史 

民
俗
編
』
一
九
八
三
年
に
は
、
概
略
「
水
子
村
の
由
来　

昔
、
弘
法
大
師
が
修
行
に
来
て
、
托
鉢
を
し
て
い
る
と
、
あ
る
娘
が
大

師
に
惚
れ
、
娘
は
懐
妊
し
た
。
三
年
経
っ
て
再
び
大
師
が
訪
れ
る
と
、

娘
の
親
が
娘
に
手
を
出
し
た
と
大
変
怒
っ
た
。
大
師
は
、
自
分
は
そ
の

よ
う
な
こ
と
は
し
た
こ
と
が
な
い
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
生
れ
た
子
を

盥
の
水
に
入
れ
、
大
師
が
金
剛
杖
で
四
、五
回
ぐ
る
ぐ
る
回
し
て
み
る

と
、
そ
の
子
の
形
が
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
弘
法
大
師
の
子
で
な
い

こ
と
が     

分
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
村
は
水
子
村
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
」
と
あ
る
。

（
21
） 

花
部
英
雄
「「
西
行
泡
子
塚
」
と
赤
子
塚
」『
西
行
は
ど
の
よ
う
に
作
ら

れ
た
の
か
―
伝
承
か
ら
探
る
大
衆
文
化
―
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
六

年
に
は
、「
茶
碗
塚
地
蔵　
旅
の
坊
さ
ん
が
こ
こ
に
来
て
、
茶
店
で
休

ん
で
、
ま
だ
旅
立
っ
た
あ
ど
で
、
茶
店
の
茶
汲
み
女
が
、
お
坊
さ
ん
の

美
貌
に
惚
れ
ち
ゃ
っ
て
、お
坊
さ
ん
が
飲
み
残
し
た
お
茶
を
飲
ん
だ
と
。

そ
れ
で
孕
ん
だ
ど
い
う
こ
と
で
、
後
に
茶
店
の
娘
さ
ん
が
子
ど
も
を
産

ん
で
、
育
て
て
い
た
ど
。
そ
し
た
ら
ま
た
何
年
か
立
っ
て
、
同
じ
旅
の

坊
さ
ん
が
、
巡
り
め
ぐ
っ
て
こ
ご
へ
来
て
、
茶
店
に
休
ん
だ
と
こ
ろ
が
、

茶
店
の
茶
汲
み
女
が
、
こ
の
子
ど
も
は
あ
な
た
の
子
ど
も
で
す
と
。
言

わ
れ
で
、
坊
さ
ん
は
驚
い
で
、
子
ど
も
の
顔
を
よ
く
見
た
ら
、
こ
れ
は

人
間
の
子
ど
も
じ
ゃ
な
い
、
魔
性
の
子
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
そ

の
茶
汲
み
女
が
大
切
に
し
ま
っ
て
置
い
た
茶
碗
を
出
さ
せ
て
、
子
ど
も

に
被
せ
だ
ど
ご
ろ
、
子
ど
も
が
消
え
ち
ゃ
っ
た
ど
。
そ
い
で
そ
の
坊
さ

ん
は
、
茶
碗
を
こ
ご
に
埋
め
て
、
地
蔵
様
を
造
っ
て
供
養
し
た
ど
。
と

い
う
こ
と
が
茶
碗
塚
の
い
わ
れ
に
な
っ
て
い
る
訳
で
す
」
と
あ
る
。

（
22
） 

高
木
敏
雄
『
日
本
傳
説
集
』
郷
土
研
究
社
、
一
九
一
三
年
に
は
、
概
略

「
竜
頭　
羽
前
西
村
山
郡
西
山
村
水
沢
の
あ
る
農
家
で
六
部
を
頼
ん
で
供

養
を
営
ん
だ
。
家
の
娘
が
六
部
に
愛
着
し
其
飲
み
残
し
た
茶
の
滴
を
飲

み
身
重
と
な
り
男
児
を
儲
け
た
。
其
後
六
部
が
又
来
た
の
で
其
事
を
告

げ
る
と
、
六
部
は
赤
児
と
去
年
の
茶
碗
と
を
手
に
持
ち
、
呪
文
を
唱
へ

る
と
赤
児
は
元
の
茶
の
泡
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
娘
は
驚
き
の
余
り
発

狂
し
池
に
投
身
し
た
が
蛇
体
と
な
っ
た
。
六
部
は
後
世
を
弔
ふ
た
め
に

寺
を
建
て
永
住
し
た
。
龍
昌
寺
が
そ
れ
で
あ
る
。
竜
頭
と
云
ふ
の
は
、

娘
が
飛
込
ん
だ
所
の
名
前
で
あ
る
。（
仙
台
菅
野
菊
松
君
）」
と
あ
る
。

（
23
） 『
郷
土
の
傳
説
』
宮
城
縣
教
育
会
編
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
。

（
24
） 
中
山
太
郎
『
増
補 

日
本
民
俗
学
辞
典
』
パ
ル
ト
ス
社
、一
九
九
八
年
に
は
、

「
泡
子
地
蔵
の
項
に
「
盛
岡
市
外
の
農
村
に
伝
は
る
話
は
、
京
都
の
公
家

が
故
あ
つ
て
奥
州
へ
下
向
し
、
途
中
で
飲
み
残
し
た
茶
の
滴
を
女
が
飲
ん

で
妊
娠
し
男
児
を
生
ん
だ
。
其
児
が
七
歳
の
折
に
父
親
を
慕
ひ
て
母
親
か
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ら
事
情
を
聴
き
「
水
子

の
父
は
居
な
い
か
」
と

呼
ば
り
つ
つ
各
地
を
尋

ね
る
う
ち
実
父
に
会

ひ
、
同
じ
家
に
寝
る
と

元
の
茶
滴
に
な
つ
て
し

ま
っ
た
（
金
田
一
京
助

談
）」
と
あ
る
。

（
25
） 

小
堀
光
夫
「「
泡
子
の

話
」
の
諸
相
―
南
方

熊
楠
『
末
摘
花
通
解
』

補
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『
昔
話
伝
説
研
究
』
四

十
号
、
二
○
二
一
を
参

照
。

（
26
） 

小
堀
光
夫
「
福
島
県
双

葉
郡
浪
江
町
の
西
行
伝

説
―
『
奥
相
志
』
の

記
事
か
ら
原
発
事
故
ま

で
―
」『
西
行
学
』
十

号
、
二
○
一
九　
笠
間

書
院
を
参
照
。

 

（
こ
ぼ
り
・
み
つ
お
／
國

學
院
大
學
兼
任
講
師
）


