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は
じ
め
に

実
在
と
か
け
離
れ
、
旅
に
あ
っ
て
歌
問
答
に
敗
北
し
退
散
す
る
西
行
伝

承
は
常
に
機
知
と
笑
い
に
満
ち
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
全
国
に
広
く
分
布
し

て
い
る
が
、
東
・
西
の
視
点
か
ら
考
え
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ

う
。
歌
人
・
歌
聖
と
い
っ
た
実
像
、
あ
る
い
は
実
像
に
近
い
と
信
じ
ら
れ

て
き
た
西
行
に
対
し
て
、
伝
承
さ
れ
る
西
行
は
我
が
国
の
文
化
・
文
芸
・

民
間
伝
承
の
中
に
今
日
ま
で
脈
々
と
語
り
継
が
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
私
な

り
に
西
行
伝
承
を
簡
単
に
定
義
す
れ
ば
、「
笑
い
を
求
め
る
世
界
」
に
生
き

る
西
行
像
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
伝
承
に
生
き
る
西
行
は
、
い
わ
ゆ

る
「
西
行
戻
し
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
旅
先
で
出
会
う
人
々
に
さ
ま

ざ
ま
に
歌
問
答
を
仕
掛
け
、
そ
の
結
果
敗
北
・
退
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

笑
わ
れ
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
ん
な
西
行
に

な
ぜ
か
人
々
は
親
し
み
を
抱
く
と
と
も
に
、
新
し
い
生
活
を
切
り
開
く
た

め
の
夢
を
託
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

一
　「
西
行
と
熱
田
宮
」
―
作
業
唄
に
歌
わ
れ
る
西
行
―

花
部
英
雄
氏
は
西
行
伝
承
に
つ
い
て
①
「
旅
の
西
行
」
系
、
②
「
西
行

と
盗
み
」
系
、
③
「
西
行
と
女
」
系
、
④
「
草
子
・
狂
歌
咄
と
西
行
」
系

に
四
分
類
し
）
1
（

、
①
「
旅
の
西
行
」
系
と
し
て
、
今
回
取
り
上
げ
る
「
西
行

と
熱
田
宮
」「
西
行
と
亀
」「
萩
に
跳
ね
糞
」
や
、「
夏
枯
れ
草
」「
桶
閉
じ

の
花
」「
蕨
と
檜
笠
」「
猿
ち
ご
問
答
」
と
い
っ
た
話
型
を
掲
げ
る
。
そ
の

う
ち
西
行
の
名
に
託か
こ
つけ

て
東
西
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、
北
海

道
と
沖
縄
地
方
を
除
き
全
国
に
広
く
分
布
す
る
「
西
行
と
熱
田
宮
」
で
あ

ろ
う
。『
日
本
昔
話
通
観
』
第
二
十
八
巻
『
昔
話
タ
イ
プ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス）

2
（

』

に
は
「
西
行
が
涼
し
い
熱
田
の
森
を
通
り
、
こ
れ
ほ
ど
に
涼
し
き
こ
の
宮

を
熱
田
の
宮
と
は
誰
が
言
う
、
と
詠
む
と
、
熱
田
宮
が
、
西
行
と
は
西
行

く
と
書
い
て
東
行
く
と
は
ど
こ
行
く
、
と
詠
み
返
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
は

熱
田
の
神
と
の
歌
問
答
に
負
け
た
西
行
が
そ
そ
く
さ
と
そ
の
場
を
退
散
し

た
と
い
っ
た
体
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
〈
東

↔

西
〉〈
熱
い

↔

涼

し
い
〉
を
め
ぐ
る
西
行
と
神
と
の
狂
歌
問
答
と
い
っ
た
、
言
葉
遊
び
の
面

白
さ
が
窺
え
る
。
岩
手
県
の
『
遠
野
の
昔
話
）
3
（

』
か
ら
一
例
を
示
そ
う
。

　
　
西
行
と
熱
田
の
宮
（
遠
野
市
青
笹
町　
奥
寺
キ
セ
）

　
西
行
法
師
ど
い
う
諸
国
修
行
し
て
歩あ
る
っ
て
る
人
あ
っ
た
ん
だ
っ
て
。

ず
う
っ
と
歩
ぐ
う
ぢ
に
、
そ
れ
、
熱
さ
の
宮
さ
行
っ
て
昼
寝
し
た
ん

だ
ど
。
と
ご
ろ
が
、
西
さ
向
い
で
も
風
が
吹
ぐ
、
東
さ
向
い
で
も
風

が
吹
ぐ
ん
で
、

「
こ
れ
ほ
ど
涼
し
い
お
宮
、
だ
れ
が
熱
さ
の
宮
ど
付
け
だ
」
て
言せ

っ
た

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

西
行
伝
承
の
東
と
西

―
「
西
行
と
熱
田
宮
」「
西
行
と
亀
」「
西
行
の
は
ね
糞
」

　
「
い
ち
ご
問
答
」
を
め
ぐ
っ
て
―松 

本　
孝 

三
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ん
だ
ど
ス
。
す
た
ど
ご
ろ
が
、
そ
ご
に
婆ば

さ
ま
い
で
で
、

「
こ
れ
こ
れ
、
法
師
さ
ん
、
お
前め

さ
ん
、
賢さ
が

し
人
だ
ど
思
っ
た
ら
、
物

の
譬
え
ど
い
う
も
の
知
ら
ね
の
が
」

「
ど
う
い
う
わ
げ
だ
」

「
熱
さ
の
宮
だ
た
て
、
ほ
ん
と
に
熱
く
て
い
う
ん
で
ね
ん
だ
。
一
羽
の

鳥
も
鶏
、
一
づ
も
ら
っ
て
も
饅
頭
、
一
枚
で
も
煎
餅
、
葵あ
お
いの

木
に
も

赤
ぐ
花
が
咲
ぐ
、
白
い
ど
い
う
字
も
墨
で
書
ぐ
」
て
言や

れ
で
、
さ
す

が
の
法
師
も
負
げ
で
し
ま
っ
た
ど
さ
。
ど
ん
ど
は
れ
。

こ
こ
に
は
名
前
を
め
ぐ
る
東
と
西
の
対
比
は
な
い
が
、
歌
修
行
の
西
行

の
無
知
を
見
事
に
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。
熱
田
宮
を
「
こ
れ
ほ
ど
涼
し
い

お
宮
、
だ
れ
が
熱
さ
の
宮
ど
付
け
だ
」
と
皮
肉
る
西
行
に
婆
さ
ま
が
窘た
し
なめ

て
言
っ
た
「
一
羽
の
鳥
も
鶏
、
一
づ
も
ら
っ
て
も
饅
頭
、
…
」
の
譬
え
は

い
わ
ゆ
る
無
理
問
答
で
あ
る
。
無
理
問
答
と
は
「
奇
抜
な
難
問
に
対
し
て

簡
潔
巧
妙
に
受
け
返
す
頓
知
的
問
答
を
い
う）

4
（

」
と
あ
る
。
こ
ん
な
頓
知
の

利
い
た
言
葉
遊
び
を
駆
使
し
て
西
行
を
笑
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
遠
野
の
昔
話
』
に
は
他
に
も
、
舞
台
は
熱
田
宮
で
は
な
い
が
、
西
行
が
旅

人
か
ら
、
笠
に
「
西
行
」
と
書
い
て
あ
る
の
に
な
ぜ
東
へ
行
く
の
か
と
訊

か
れ
、
こ
ち
ら
は
攻
守
入
れ
替
わ
っ
て
、
西
行
が
同
様
の
無
理
問
答
で
言

い
返
す
話
が
あ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
「
西
行
と
熱
田
宮
」
を
下
敷
き
に
し

た
話
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
西
行
と
熱
田
宮
」
が
地
搗
唄
や
木
遣
唄
、
音
頭
口
説
な

ど
で
も
盛
ん
に
歌
わ
れ
て
い
た
。
長
野
県
北
安
曇
郡
に
伝
わ
る
地
搗
唄
は

次
の
よ
う
で
あ
る）

5
（

。

西
行
法
師
と
い
ふ
人
は　
始
め
て
都
へ
上
る
時　
熱
田
の
宮
に
て
昼

寝
し
て　
こ
れ
ほ
ど
涼
し
い
森
な
る
に　
熱
田
の
宮
と
は
誰た

が
名
を

つ
け
た　
そ
こ
い
神
主
と
ん
で
来
て　
こ
れ
こ
れ
法
師
や
何
を
い
ふ　

熱
田
の
宮
と
は
名
で
あ
る
ぞ　
物
の
た
と
へ
で
い
ふ
な
ら
ば　
一
つ

の
も
の
で
も
煎
餅
と　
一
つ
の
も
の
で
も
饅
頭
と　
一
つ
の
橋
で
も

日
本
橋　
白
い
と
い
ふ
字
も
墨
で
書
く　
さ
ん
よ
う
さ
ん
よ
う

こ
れ
と
同
内
容
の
も
の
が
岐
阜
県
揖
斐
郡
藤
橋
村
の
音
頭
口
説
）
6
（

に
も
歌

わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
長
野
県
木
曽
地
方
に
伝
わ
る
「
木
遣
唄
」
に
は
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た）

7
（

。

西
行
法
師
と
言
ふ
人
は　
西
へ
行
く
べ
き
筈
だ
の
に　
何
故
東
へ
来

る
だ
ぞ
い　
よ
い
と
こ
西
行
へ

こ
れ
は
西
行
の
名
に
よ
る
西
と
東
の
対
比
の
面
白
さ
を
そ
の
ま
ま
歌
い

込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
愛
知
県
や
三
重
県
、
福
岡
県
な
ど
に
も
同
様
の
例

が
あ
り
、
他
地
域
で
も
木
遣
唄
・
地
搗
唄
と
い
っ
た
作
業
唄
や
盆
踊
り
唄

な
ど
で
広
く
歌
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る）

8
（

。「
西
行
と
熱
田
宮
」
は
こ
う
し

た
言
葉
遊
び
の
面
白
さ
を
核
に
し
て
歌
わ
れ
、
全
国
に
広
ま
っ
て
行
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

臼
田
甚
五
郎
氏
は
『
歌
謡
民
俗
記
）
9
（

』
の
中
で
、「
地
搗
き
の
作
業
は
、

（
中
略
）
仕
事
の
辛
気
さ
か
ら
、綱
の
衆
の
気
持
を
高
揚
さ
せ
る
為
の
手
段
」

と
し
て
西
行
歌
が
一
世
を
風
靡
し
た
時
代
が
あ
っ
た
と
言
う
。
ま
た
、「
さ

ん
よ
う
さ
ん
よ
う
」
と
い
っ
た
囃
子
詞
に
つ
い
て
、「
西
行
の
音
が
サ
ン

ヨ
ー
に
似
て
ゐ
る
所
か
ら
も
西
行
が
此
作
業
の
方
面
に
人
気
が
出
た
の
で

あ
ら
う
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た
。
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こ
こ
で
、
歌
わ
れ
る
西
行
と
言
う
と
広
く
関
東
か
ら
東
北
地
方
に
知
ら

れ
る
「
渡
り
職
人
サ
イ
ギ
ョ
ウ
」
の
存
在
が
気
に
な
る
。
永
井
義
憲
氏
は

早
く
に
「
西
行
の
は
ね
糞
」
に
関
し
て
、「
歌
僧
と
し
て
の
西
行
に
ま
っ
た

く
似
合
わ
な
い
哄
笑
を
さ
そ
う
卑
猥
な
笑
話
を
好
ん
で
語
っ
た
も
の
は
、

あ
る
い
は
他
か
ら
は
サ
イ
ギ
ョ
ウ
と
よ
ば
れ
、
自
ら
も
サ
イ
ギ
ョ
ウ
と
い

う
、
こ
の
一
所
不
住
の
職
人
た
ち
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
指

摘
し
て
い
る）

10
（

。
ま
た
、
須
藤
豊
彦
氏
は
作
業
唄
に
歌
わ
れ
る
西
行
に
つ
い

て
、「
い
づ
れ
世
間
に
流
布
し
て
ゐ
た
西
行
伝
説
の
知
識
を
木
遣
歌
と
し
て

仕
立
て
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
し
、「
木
遣
歌
を
支
へ
た
人
た
ち
に
と
つ
て

み
れ
ば
、
西
行
は
確
か
に
身
近
な
存
在
と
し
て
生
活
の
中
に
生
き
続
け
て

ゐ
た
」
と
し
て
、
西
行
が
庶
民
文
芸
と
し
て
の
木
遣
唄
・
地
搗
唄
と
深
く

関
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
携
わ
っ
た
鳶
職
人
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る）

11
（

。

そ
の
後
、
こ
れ
に
沿
う
か
た
ち
で
西
行
伝
承
と
渡
り
職
人
サ
イ
ギ
ョ
ウ

の
関
係
を
論
じ
た
の
が
花
部
英
雄
氏
で
あ
る）

12
（

。
氏
は
、
調
査
報
告
書
や
江

戸
時
代
の
文
献
等
）
13
（

を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
渡
り
職
人
サ
イ
ギ
ョ
ウ
」
と
称
さ

れ
る
人
々
に
よ
っ
て
西
行
が
木
遣
唄
、
木
挽
唄
な
ど
で
盛
ん
に
歌
わ
れ
て

来
た
こ
と
を
再
確
認
し
、
そ
れ
ら
が
「
大
工
・
木
挽
き
な
ど
の
渡
り
職
人

サ
イ
ギ
ョ
ウ
の
流
れ
を
引
い
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
そ
こ
か
ら
は
西
行
伝

承
研
究
の
新
た
な
方
向
性
が
期
待
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
サ
イ

ギ
ョ
ウ
」
の
呼
称
と
そ
の
具
体
的
な
活
動
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
関

東
を
中
心
と
し
た
東
日
本
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
西
日
本
に
お
い
て
は
未

だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
西
行
と
熱
田
宮
と
が
結
び
つ
く
の
か
。
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
小
林
幸
夫
氏
の
熱
田
の
法
楽
連
歌
の
見
解
が
参
考
に
な
る）

14
（

。
小

林
氏
は
、
熱
田
神
宮
に
お
け
る
神
官
や
連
歌
師
に
よ
る
法
楽
連
歌
の
席
に

お
い
て
、
そ
の
座
興
と
し
て
「
西
行
と
熱
田
宮
」
の
狂
歌
問
答
が
も
て
囃

さ
れ
、
そ
れ
が
神
を
讃
え
る
法
楽
の
わ
ざ
で
も
あ
っ
た
と
言
う
。
つ
ま
り
、

伊
勢
神
宮
を
敬
慕
し
た
西
行
だ
か
ら
こ
そ
熱
田
の
神
と
の
歌
争
い
の
相
手

に
ふ
さ
わ
し
く
、
し
か
も
歌
問
答
に
敗
れ
、
尻
か
ら
げ
し
て
逃
げ
る
西
行

の
ヲ
コ
な
る
振
る
舞
い
を
熱
田
の
神
は
悦
ば
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ

の
背
景
に
は
近
世
初
頭
、
熱
田
神
宮
に
参
集
し
た
神
官
や
連
歌
師
に
よ
っ

て
盛
ん
に
連
歌
会
の
催
し
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
思
わ
れ
よ
う
。
そ
の

座
興
と
し
て
人
気
を
博
し
た
の
が
西
行
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
語
ら
れ
る
西
行
は
、
花
部
英
雄
氏
が
言
う
如
く
、
す
で
に
実
像
か

ら
か
け
離
れ
た
「
別
論
理
仕
立
て
の
西
行
像
）
15
（

」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

二
　「
西
行
と
亀
」「
西
行
の
は
ね
糞
」
―
く
そ
話
の
意
味
す
る
も
の
―

次
に
「
西
行
と
亀
」
と
「
西
行
の
は
ね
糞
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
こ

れ
も
『
日
本
昔
話
通
観
）
16
（

』
で
各
々
の
概
略
を
確
認
し
て
お
こ
う
。「
西
行
と

亀
」
は
「
西
行
が
、
た
れ
た
野
糞
の
動
く
の
を
見
て
、
西
行
も
い
く
せ
の

旅
は
し
て
み
た
が
糞
の
四
つ
這
い
今
日
が
見
は
じ
め
、
と
詠
む
と
、
糞
を

か
け
ら
れ
た
亀
が
、
忘
れ
て
も
昼
寝
は
す
ま
い
道
ば
た
に
駄
賃
取
ら
ず
の

重
荷
負
う
か
な
、
と
返
歌
を
す
る
」、
ま
た
、「
西
行
の
は
ね
糞
」
は
「
西

行
が
、
萩
の
上
に
野
糞
を
た
れ
る
と
、
萩
が
は
ね
て
糞
が
か
か
り
、
西
行

は
い
く
ら
の
旅
も
し
て
み
れ
ど
萩
の
は
ね
糞
い
ま
が
見
は
じ
め
、
と
詠
む
」

と
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
旅
中
の
西
行
の
野
糞
が
引
き
起
こ
す
狂
歌
話
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と
言
え
る
。
ま
ず
京
都
府
船
井
郡
和
知
町
の
例
を
示
そ
う）

17
（

。

西
行
の
歌
（
広
野　
片
山
忠
七
）

　
西
行
さ
ん
が
山
道
を
お
通
り
に
な
り
ょ
っ
た
。
そ
し
た
ら
、
え
ら

い
穢
い
話
で
す
け
え
ど
、西
行
さ
ん
が
せ
ん
ち
い
行
き
と
う
な
っ
た
っ

て
。
こ
り
ゃ
あ
し
と
つ
う
、
こ
こ
で
せ
ん
ち
い
行
か
な
あ
し
や
な
い
。

と
こ
ろ
が
そ
の
山
道
に
雪
が
降
っ
と
っ
て
え
、
萩
が
そ
こ
に
し
ゃ
あ

と
し
お
れ
て
下
が
っ
と
っ
た
っ
て
。
そ
え
で
え
、
西
行
さ
ん
が
糞く
そ

こ

か
は
っ
た
ら
、
萩
が
ぬ
く
も
っ
て
、
ぴ
い
ん
と
雪
が
消（
マ
マ
）こえ

て
上
へ

上
が
っ
て
し
も
た
だ
、
萩
が
。
そ
し
た
西
行
さ
ん
が
、
そ
こ
で
曰
く
、

『
西
行
も
、
い
く
ら
の
旅
は
し
て
み
れ
ど
、
萩
の
は
ね
糞
今
日
が
見
は

じ
め
』
っ
て
言
う
て
、
ま
あ
そ
こ
で
言
う
と
い
て
、
そ
い
か
ら
ま
た

西
行
さ
ん
は
、
と
ん
と
ん
今こ
ん
だ度
行
っ
て
、
今
度
は
川
原
い
行
か
は
っ

た
っ
て
。
川
原
い
行
っ
た
ら
あ
、
ま
た
そ
こ
で
え
便
所
へ
行
き
と
う

な
っ
た
だ
っ
て
。
そ
い
た
ら
、
こ
り
ゃ
あ
こ
り
ゃ
美
し
い
岩
じ
ゃ
あ
。

は
あ
こ
の
岩
の
上
で
一
遍
便
所
し
た
ら
、
せ
ん
ち
行
っ
た
ら
具
合
よ

か
ろ
う
と
思
う
て
、
そ
こ
で
せ
ん
ち
行
か
は
っ
て
や
ら
は
っ
た
や
ん

や
て
。
そ
う
し
た
ら
そ
の
糞
が
、
バ
タ
バ
タ
バ
タ
バ
タ
、
四
つ
這
い

よ
っ
た
っ
て
。
這
う
も
無
理
か
、
そ
こ
に
石
亀
の
上
に
こ
か
は
っ
た

ん
や
て
。
は
あ
、
そ
こ
で
西
行
さ
ん
の
曰
く
、

『
西
行
も
、
い
く
ら
の
旅
は
し
て
み
れ
ど
、
糞
の
四
つ
這
い
今
日
が
見

は
じ
め
』
っ
て
言
う
て
通
ら
は
っ
た
。

こ
こ
で
は
一
人
の
語
り
手
に
よ
っ
て
続
け
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
全
国

的
に
は
個
々
に
語
ら
れ
る
場
合
も
多
く
、
亀
が
蛙
や
蟹
に
な
っ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。
ま
た
、
西
行
に
対
し
て
亀
が
狂
歌
で
言
い
返
す
、
い
わ
ゆ
る

狂
歌
問
答
の
か
た
ち
を
と
る
も
の
も
多
い
。
い
わ
ば
「
糞
」
を
題
材
と
し

て
、
西
行
と
亀
・
萩
を
め
ぐ
る
機
知
に
富
ん
だ
狂
歌
話
の
面
白
さ
を
楽
し

む
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
全
国
的
に
人
気
の
あ
っ
た
西
行
話

に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
展
開
や
狂
歌
自
体
に
特
徴
と
か
地
域
性
と
い
っ
た
も

の
が
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
ず
、
内
容
的
に
は
実
に
単
調
な
話
柄
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

そ
こ
で
，
あ
ら
た
め
て
両
話
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
は
「
糞
」
が
テ
ー

マ
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
「
糞
」
な
の
か
。
そ
こ

か
ら
は
稲
田
浩
二
氏
が
早
く
に
注
目
し
て
い
た
「
と
り
の
話
」
が
思
い
起

こ
さ
れ
る
。『
日
本
昔
話
事
典
』
の
「
と
り
の
話
」
の
項）

18
（

に
は
「
中
国
地

方
・
近
畿
地
方
を
中
心
に
、
と
り
の
話
と
は
そ
の
座
の
話
の
し
ま
い
の
話

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
広
義
の
形
式
譚
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
の

話
に
は
し
ば
し
ば
西
行
話
が
用
い
ら
れ
る
」
と
あ
り
、「
西
行
と
亀
」「
西

行
の
は
ね
糞
」
の
話
が
、
西
日
本
の
滋
賀
県
・
福
井
県
・
岡
山
県
・
島
根

県
に
お
い
て
は
昔
話
の
語
り
の
場
で
最
後
に
語
る
話
と
し
て
も
機
能
し
て

い
た
と
言
う
。「
広
義
の
形
式
譚
」
と
は
昔
話
の
結
末
句
と
の
共
通
性
を
指

摘
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
く
そ
話
で
と
り
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
続
け
て
、
こ
の
よ
う
な
狂
歌
ま
が
い
の
歌
や
下
が
か
っ
た
西
行
話

が
村
々
を
歩
い
た
狂
歌
師
な
ど
に
よ
っ
て
各
地
へ
伝
播
し
、
ま
た
、
村
の

文
芸
好
み
の
人
士
に
よ
っ
て
和
歌
や
文
芸
に
縁
の
薄
い
農
民
た
ち
に
も
喜

ん
で
迎
え
入
れ
ら
れ
た
と
言
う
。
地
域
的
な
片
寄
り
は
見
ら
れ
る
が
、
恐

ら
く
は
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
話
が
昔
語
り
の
場
な
ど
で
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最
後
に
「
く
そ
話
」
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
、
大
い
に
座
を
盛
り
上
げ

て
来
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
狂
歌
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
下
の
句
に
「
今
日
が
見

は
じ
め
」
と
あ
る
。
全
国
の
資
料
を
見
て
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
、「
見
る
が

初
な
り
」「
こ
れ
ぞ
見
初
め
」「
こ
れ
は
初
な
り
」「
こ
れ
が
初
め
て
」「
今

は
じ
め
な
り
」「
今
が
見
初
め
」「
今
度
初
め
て
」
と
い
っ
た
言
い
方
が
確

認
で
き
る
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
糞
」
に
ま
つ
わ
っ
て
「
初
め
」
と

い
う
言
葉
が
強
調
さ
れ
る
の
か
。
そ
こ
に
は
重
要
な
意
味
が
潜
ん
で
い
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
民
俗
学
的
に
言
え
ば
、
不
浄
な
存
在
で
あ
る
「
糞
」

を
歌
に
詠
み
込
む
こ
と
で
、
次
に
来
る
べ
き
「
初
め
」
と
い
う
表
現
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
新
し
い
ハ
レ
の
次
元
へ
と
状
況
を
転
換
さ
せ
る
効
果

を
期
待
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な

話
は
ど
う
か
。
野
村
敬
子
氏
の
「
産
屋
の
夜
伽
）
19
（

」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　
む
か
し
。
西
行
は
ん
、
旅
し
は
っ
て
。
あ
る
時
な
。
眠
り
ま
し
た
。

寝
し
な
に
夜
糞
が
し
と
う
な
っ
た
ん
で
す
わ
。
そ
し
て
、
大
け
石
の

上
に
の
っ
て
夜
糞
し
と
っ
た
と
こ
ろ
が
、
何
や
そ
れ
よ
り
揺
れ
は
っ

て
、
も
の
言
い
ま
す
。

「
西
行
よ
。
幾
重
に
旅
も
す
る
け
れ
ど
。
糞
西
行
と
は
こ
れ
よ
如
何
に

か
」
言
は
っ
た
。
見
た
ら
大
き
う
亀
が
居
り
ま
し
た
ん
や
。
西
行
は

ん「
道
端
や
。
昼
寝
の
旅
も
多
け
れ
ど
、駄
賃
取
ら
ね
ば
銭
も
の
せ
へ
ん
」

と
言
い
は
っ
て
。
亀
の
っ
そ
の
っ
そ
と
揺ぐ
れ

て
、
し
ゃ
な
い
そ
れ
落
し

た
い
う
て
。

話
自
体
に
混
乱
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
、
夜
と
昼
の
判
断
を
し
兼
ね
る
し
、

狂
歌
に
し
て
も
西
行
と
亀
の
ど
っ
ち
が
詠
ん
だ
も
の
か
判
然
と
し
な
い
印

象
は
あ
る
が
、「
西
行
と
亀
」
の
話
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
話

は
野
村
氏
が
滋
賀
県
栗
東
市
北
中
小
路
・
円
光
寺
の
ご
住
職
で
あ
る
高
橋

紅
蓮
尼
と
い
う
高
齢
の
尼
（
調
査
当
時
九
十
歳
）
か
ら
聞
い
た
も
の
で
、

紅
蓮
尼
は
そ
の
生
涯
を
ほ
と
ん
ど
旅
に
暮
ら
し
た
廻
国
の
宗
教
者
で
あ
っ

た
ら
し
い
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
紅
蓮
尼
が
「（
産
屋
の
）
夜
伽

に
雇
わ
れ
て
火
焚
き
し
、
昼
労
働
を
す
る
夜
伽
の
女
た
ち
の
夜
を
代
行
し

た
様
子
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
話
を
語
る
「
老
尼
の
口
元

は
、
か
つ
て
眠
気
醒
し
に
語
っ
た
と
い
う
、
産
屋
を
わ
か
せ
た
尾
籠
な
話

を
忘
れ
て
は
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
産
屋
の
夜
伽
に
お
い

て
こ
の
よ
う
な
西
行
話
が
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
産
屋
と

は
妊
産
婦
が
籠
り
、
命
を
賭
し
て
新
し
い
生
命
を
誕
生
さ
せ
る
場
で
あ
る

が
、
そ
こ
は
ま
た
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
、
生
命
力
が
極
度
に
衰
え
、
異
界

か
ら
の
危
機
に
晒
さ
れ
る
時
空
で
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る）

20
（

。
そ
の
よ
う
な
局

面
を
打
開
す
る
語
り
の
一
つ
と
し
て
、
西
行
の
糞
の
話
が
笑
い
を
伴
っ
て

語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
出
産
と
い
う
危
機

的
状
況
を
脱
し
、
新
し
い
次
元
へ
と
転
換
さ
せ
る
た
め
の
、
い
わ
ば
く
そ

0

0

語
り

0

0

の
力
だ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

三
「
西
行
と
亀
」
―
本
島
と
南
西
諸
島
の
違
い
―

こ
れ
ら
の
昔
話
が
、
内
容
的
に
ほ
と
ん
ど
変
化
が
見
ら
れ
な
い
中
で
、

本
土
と
大
き
く
異
な
る
の
は
南
西
諸
島
の
場
合
で
あ
る
。
ま
ず
「
西
行
の
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は
ね
糞
」
が
九
州
・
沖
縄
地
方
で
は
全
く
聞
か
れ
な
い
。
ま
た
、
唯
一
沖

縄
地
方
に
伝
承
さ
れ
る
「
西
行
と
亀
」
が
西
行
の
名
で
は
伝
わ
っ
て
い
な

い
）
21
（

。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
本
土
か
ら
の
伝
播
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に

示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
沖
縄
県
北
部
・
国く
に
が
み頭

地
方
の
話
を
紹
介
す
る）

22
（

。

　
　
山や
ん
ば
る原

旅
と
山
亀
（
国
頭
郡
東
村　
久
高
将
亀
）

　
那な
は覇

あ
た
り
の
人
が
、
こ
の
山
の
所
に
来
て
か
ら
、
山
で
、
便
を

し
に
行
っ
た
そ
う
だ
よ
。
山
の
亀が
み

が
お
る
だ
ろ
、
そ
れ
、
こ
っ
ち
に

お
る
の
分
か
ら
ず
に
、
そ
れ
が
上
に
、
糞
た
れ
た
ら
熱
い
だ
ろ
う
、

糞
は
。
亀
は
、
起
き
出
し
て
か
ら
歩
い
た
そ
う
だ
よ
。

「
は
ら
っ
、
こ
の
、
山
の
中
の
、
糞
は
歩
く
。
は
ら
っ
、
は
ら
っ
」。

し
て
か
ら
に
も
う
、
び
っ
く
り
し
て
か
ら
逃
げ
た
そ
う
だ
よ
。
そ
れ

か
ら
、
歌
も
作
っ
て
あ
る
そ
う
だ
よ
。

　
〽
山 

原
ぬ
旅
や　
幾
た
び
ん
さ
し
が
（
山
原
の
旅
は
、
幾
た
び
も

し
た
け
れ
ど
）

　
　
糞く
す 

ぬ
歩あ
つ
ち
ゅ
し
ゃ　
今く
ん
ど
う度
初
み
ー
（
糞
の
歩
く
の
は
、
今
度
初

め
て
だ
）

と
、
歌
も
作
っ
て
あ
る
よ
う
。
あ
れ
知
っ
て
お
る
だ
ろ
う
。「
山
原
ぬ

旅
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
山
の
所
の
国く
ん
じ
ゃ
ん頭に
は
、
な
ん
べ
ん
も
来
た

そ
う
だ
が
、
こ
の
糞
が
歩
く
の
は
今
度
初
み
と
い
う
、
あ
の
歌
よ
う
。

那
覇
の
人
が
山
原
地
方
へ
旅
の
途
中
、
山
中
で
便
意
を
催
し
、
知
ら
ず

に
亀
の
背
中
に
用
を
足
す
と
糞
が
動
き
出
す
の
で
、
驚
い
て
歌
を
詠
ん
だ

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
沖
縄
ら
し
く
八
・
八
・
八
・
六
の
琉
歌
の
リ
ズ
ム

に
な
っ
て
い
る
。
琉
歌
と
し
て
も
広
く
歌
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
報

告
書
に
は
「
山
原
と
団
亀
」
と
題
さ
れ
る
も
の
も
多
い
が
、
本
土
の
「
西

行
と
亀
」
と
内
容
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
亀
が
返
歌
を
す
る

例
は
わ
ず
か
に
『
大
宜
味
の
む
か
し
話）

23
（

』
に
一
例
、
旅
人
に
対
し
て
亀
が
、

「
道（
道
端
で

端
に　

ひ昼
寝
を
す
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
な
、

る
み
す
ぬ
も
ぬ
や
あ
ら
ん　

重重
荷
をに　

う背

負

わ

さ

れ

て

ふ
ぁ
さ
り
て
ぃ　

し全
く
哀
れ
な
も
の
よ
）

ぐ
く
あ
わ
り
」（
共
通
訳
は
松
本
に
よ
る
）
と
嘆
き
の
琉
歌
を
返
し
た
も

の
が
認
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
山
原
旅
を
す
る
人
の
顔

ぶ
れ
を
見
る
と
、
本
土
に
お
け
る
西
行
と
違
っ
て
実
に
多
彩
で
あ
る
。
数

多
い
報
告
書
の
中
か
ら
目
に
つ
い
た
も
の
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

那
覇
あ
た
り
の
人
／
首
里
城
の
山
の
係
（
林
地
奉
行
）
／
船
を
持
っ

た
商
売
人
（
薪
の
商
売
）
／
島
尻
の
人
／
別
の
国
の
人
／
帆
船
で
山

原
へ
旅
す
る
人
／
船
頭
・
博
労
（
牛
買
い
）
／
あ
る
人
／
首
里
の
侍

／
平へ
し
き
や
敷
屋
朝ち
ょ
う
び
ん敏
／
唐
の
人
／
女
の
人　
ほ
か

こ
う
し
て
み
る
と
、
そ
の
多
彩
さ
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
か

つ
て
の
生
活
実
態
が
反
映
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
沖
縄
に

は
祝
福
芸
を
も
っ
て
沖
縄
各
地
を
廻
っ
た
芸
能
者
で
あ
る
京チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー

太
郎
や
民
間

宗
教
者
の
念ニ
ン
ブ
チ
ャ
ー

仏
者
な
ど
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
が）

24
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、
そ
の
一
方
で
、
こ

う
い
っ
た
首
里
の
都
か
ら
来
る
役
人
や
商
売
人
・
船
乗
り
な
ど
、
島
尻
と

山
原
を
往
き
来
す
る
人
々
に
よ
っ
て
も
、
本
土
で
よ
く
知
ら
れ
た
「
西
行

と
亀
」
の
話
が
新
た
に
山
原
旅
の
笑
話
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
、
琉
歌
に
も

歌
わ
れ
て
沖
縄
本
島
に
伝
承
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
「
い
ち
ご
問
答
」
―
東
北
と
山
陰
の
「
西
行
と
子
ど
も
」
譚
―

最
後
に
「
い
ち
ご
問
答 )25

(

」
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
話
は
現
在
の
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と
こ
ろ
東
北
地
方
の
宮
城
県
・
山
形
県
・
福
島
県
と
中
国
地
方
の
島
根
県

か
ら
の
み
報
告
例
が
あ
り
、
地
域
的
に
相
当
な
片
寄
り
が
見
ら
れ
る
。
し

か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
特
徴
と
も
言
え
る
も
の
が
顕
著
に
窺
え

る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
宮
城
県
の
『
篦
岳
の
む
か
し
ば
な
し
と

伝
承
）
26
（

』
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

西
行
戻
し
の
松マ
マ

（
石
）（
篦
峯
寺
藤
本
房　
志
子
田
宥
恭
）

〔
前
半
部
＝
歌
作
り
の
修
行
で
遠
田
郡
涌
波
の
篦こ
ん
ぽ
う
じ

峯
寺
へ
問
答
に
や
っ

て
来
た
西
行
は
、
あ
る
集
落
で
娘
た
ち
と
「
麦
問
答
」
を
す
る
。
そ

の
出
来
栄
え
に
感
心
し
つ
つ
、
風
景
を
眺
め
て
い
る
。〕

　
し
ば
ら
く
眺
め
て
い
る
と
、
五
、六
歳
の
男
の
子
が
、
な
に
か
一
生

け
ん
め
い
、
取
っ
て
は
口
に
入
れ
、
取
っ
て
は
口
に
入
れ
し
て
い
る

の
で
、

「
こ
れ
こ
れ
坊
や
、
何
を
取
っ
て
食
べ
て
い
る
の
」。
そ
の
子
供
が
言

う
の
に
は
、

「
一
口
に
入
る
に
足
ら
ざ
る
草
の
実
を
越
後
食
う
と
は
何
を
い
う
ら

む
」
と
、
言
っ
た
の
で
、
法
師
は
大
い
に
驚
き
、
こ
の
幼
い
子
供
と

い
い
、
先
ほ
ど
の
娘
た
ち
と
い
い
、
歌
心
が
で
き
て
い
る
。
こ
の
子

の
親
た
ち
な
ら
、
も
っ
と
も
っ
と
す
ば
ら
し
い
達
人
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
で
は
と
て
も
、
た
ち
打
ち
な
ど
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
修
業
を
つ

ん
で
、
再
び
こ
の
山
に
登
っ
て
み
よ
う
。
そ
う
心
に
盟
っ
て
、
下
山

す
る
こ
と
に
決
め
た
。

〔
こ
の
後
、
錫
杖
が
当
た
り
穴
が
開
い
た
大
石
を
「
西
行
戻
し
の
石
」

と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。〕

こ
れ
は
文
字
通
り
、
子
ど
も
と
の
い
ち
ご
問
答
に
よ
る
「
西
行
戻
し
」

と
言
え
る
が
、
な
ぜ
西
行
が
男
の
子
の
歌
に
驚
き
、
感
心
し
た
の
か
分
か

り
づ
ら
い
も
の
が
あ
る
。
歌
の
意
味
は
〈
一
口
で
食
っ
て
し
ま
え
る
よ
う

な
ち
っ
ぽ
け
な
苺
を
越
後
に
例
え
る
と
は
一
体
何
を
言
う
や
ら
〉
と
解
釈

で
き
よ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
苺0

に
越
後

0

0

を
掛
け
た
無
理
問
答
と

見
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る）

27
（

。
そ
れ
で
西
行
は
退
散
し
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。

小
堀
光
夫
氏
は
こ
の
話
に
つ
い
て
、「
一
山
で
知
行
を
貰
い
な
が
ら
衆
徒

よ
り
低
い
地
位
に
あ
っ
た
禰
宜
（
修
験
）
を
俗
聖
と
し
て
の
西
行
に
見
立

て
、
衆
徒
と
の
歌
の
や
り
と
り
が
、
こ
こ
で
の
「
西
行
の
歌
」
の
記
事
内

容
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、「
そ
の
伝
承
は
、
篦
岳
一
山
の
結
界
、
境
界

と
い
っ
た
性
格
と
と
も
に
、
一
山
の
組
織
を
み
だ
す
他
山
支
配
と
な
っ
た

修
験
を
追
放
し
た
事
件
を
暗
示
し
て
い
る
」
と
見
る
）
28
（

。
つ
ま
り
、
篦
峯
寺

と
い
う
聖
地
に
対
し
て
他
者
を
排
除
す
る
意
図
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
よ
う

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
や
は
り
こ
の
話
に

は
、
無
理
問
答
に
よ
っ
て
西
行
を
退
散
さ
せ
る
と
い
っ
た
言
葉
遊
び
の
要

素
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

次
に
山
形
県
の
も
の
を
掲
げ
る
。
居
駒
永
幸
氏
が
『
山
形
民
俗
』
第
二

号
（
昭
和
六
十
三
年
）
に
紹
介
し
た
も
の
で
、
そ
の
出
典
は
『
古さ
が
え里
の
む

か
志
』（
昭
和
五
十
五
年
、
寒
河
江
地
区
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
編
）
で
あ

る
）
29
（

。
居
駒
氏
が
そ
の
内
容
を
箇
条
書
き
に
し
た
も
の
を
示
す
。

　
　
西
行
戻
し
の
涙
坂

① 

西
行
法
師
が
慈
恩
寺
に
行
こ
う
と
し
て
、
西
覚
寺
の
地
で
若
い
百
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姓
と
出
会
う
。

② 
若
者
に
「
何
し
に
行
く
」
と
尋
ね
る
と
、「
冬
萌
え
て
夏
枯
れ
草
を

刈
り
に
行
く
」
と
答
え
、
法
師
は
そ
の
意
味
が
解
け
な
か
っ
た
。

③ 
法
師
は
、
し
ば
ら
く
行
く
と
、
木
苺
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
を
見
つ

け
、
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
に
あ
げ
よ
う
と
す
る
。

④ 

子
ど
も
は
見
向
き
も
し
な
い
で
、「
腹
の
た（
マ
マ
）

そ
く
に
は
な
ら
ぬ
、
い

ち
ご
け
る
と
は
誰
か
い
ふ
ら
ん
」
と
い
う
歌
を
返
す
。

⑤ 

法
師
は
、
こ
の
土
地
で
は
百
姓
や
子
ど
も
で
さ
え
こ
れ
ほ
ど
の
歌

を
よ
む
の
だ
か
ら
、
慈
恩
寺
に
問
答
に
行
っ
て
も
勝
負
に
な
る
ま

い
と
思
い
、
引
き
返
す
こ
と
に
す
る
。

⑥ 

法
師
は
も
と
の
坂
の
と
こ
ろ
ま
で
戻
っ
て
き
て
休
み
石
に
腰
か
け
、

失
敗
を
恥
じ
て
涙
を
流
す
。

⑦ 

そ
れ
以
来
、
こ
の
坂
は
い
つ
も
じ
め
じ
め
し
て
い
て
乾
く
こ
と
が

な
く
、
誰
言
う
と
な
く
「
西
行
戻
し
の
涙
坂
」
と
言
い
伝
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑧ 

こ
の
伝
説
に
出
て
く
る
百
姓
の
若
者
と
子
ど
も
は
、
慈
恩
寺
の
花

山
宥
朝
氏
の
屋
敷
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
知
恵
地
蔵
尊
の
化
身
で
は

な
い
か
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
ち
ら
は
所
変
わ
っ
て
寒
河
江
市
の
名
刹
・
本
山
慈
恩
寺
が
舞
台
で
あ

る
。
こ
の
場
合
も
西
行
は
若
者
と
の
「
麦
問
答
」
の
後
、
慈
恩
寺
へ
問
答

に
向
か
う
途
中
、
木
苺
を
子
ど
も
に
や
ろ
う
と
す
る
と
、
見
向
き
も
さ
れ

ず
、〈
腹
の
足
し
に
も
な
ら
な
い
小
さ
な
苺
を
や
る
と
一
体
誰
が
言
う
の
か
〉

と
歌
を
返
さ
れ
る
。
こ
の
歌
意
も
分
か
り
に
く
い
が
、
居
駒
永
幸
氏
の
翻

刻
に
よ
る
慈
恩
寺
・
櫻
澤
坊
の
「
小
板
地
蔵
菩
薩
縁
起
書
）
30
（

」
に
右
の
西
行

話
の
元
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
知
恵
地
蔵
尊
の

化
身
と
さ
れ
る
童
子
の
一
首
と
し
て
、「
ひ
と
口
に
喰
ふ
に
も
た
ら
ぬ
草
の

実
を
苺
子
く
へ
と
は
僧
の
あ
や
ま
り
」
と
あ
る
。
居
駒
氏
は
こ
れ
に
つ
い

て
、「
苺
」
が
「
一
語
」「
一
期
」
と
掛
詞
に
な
っ
て
お
り
、「
ひ
と
口
で
は

と
て
も
言
い
尽
せ
な
い
深
遠
な
仏
法
の
教
え
を
、
一
語
で
言
え
、
あ
る
い

は
一
期
で
修
め
よ
と
は
、
お
よ
そ
間
違
っ
た
考
え
で
、
仏
門
に
仕
え
る
身

と
し
て
は
あ
ま
り
に
修
業
が
足
り
ぬ
と
い
う
も
の
だ
と
、
童
子
が
西
行
を

た
し
な
め
た
歌）

31
（

」
と
、
見
事
な
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
西

行
伝
説
の
語
り
手
が
慈
恩
寺
関
係
の
人
々
で
あ
っ
た
と
推
測
し
、
小
板
地

蔵
菩
薩
の
縁
起
と
し
て
地
蔵
堂
参
詣
の
人
々
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
言
う
。
そ
の
見
解
を
是
と
し
た
上
で
私
は
、
こ
の
場
合
も
や
は
り
、
苺0

と
一
語

0

0

・
一
期

0

0

を
め
ぐ
る
西
行
と
の
無
理
問
答
を
楽
し
む
世
界
が
そ
こ
に

は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

今
度
は
福
島
県
の
も
の
を
示
そ
う
。『
会
津
の
傳
説
）
32
（

』
か
ら
当
該
部
分
を

引
用
す
る
。
な
お
、
省
略
部
分
の
内
容
を
〔　
〕
に
略
述
し
た
。

西
行
法
師
の
戻
り
橋
（
渡
部
正
光
）

　
昔
、
西
行
法
師
が
、
諸
国
行
脚
の
途
次
、
こ
こ
会
津
の
小
平
潟
に
、

兼
載
と
い
う
有
名
な
歌
詠
み
の
人
の
い
る
こ
と
を
聞
き
、
ぜ
ひ
逢
っ

て
歌
比
べ
を
し
た
い
と
て
尋
ね
て
来
た
。
松
橋
の
村
を
過
ぎ
小
平
潟

へ
行
く
途
中
の
小
さ
い
川
に
差
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
橋
の
と
こ
ろ

で
子
ど
も
た
ち
が
三
、四
人
「
い
ち
ご
」（
野
苺
）
を
食
べ
て
遊
ん
で

い
た
。
西
行
法
師
は
「
い
ち
ご
」
は
う
ま
い
か
と
話
し
か
け
た
と
こ
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ろ
、
一
人
の
子
ど
も
が
、

　
　

 

今
を
だ
に
口
に
も
足
ら
ぬ
草
の
実
を
え
ち
ご
（
越
後
）
食
う
と

は
お
か
し
そ
う
さ
ん

と
歌
で
返
事
し
た
。

〔 

こ
れ
に
対
し
て
、
西
行
と
子
ど
も
の
間
で
「
天
竺
」
の
歌
を
め
ぐ
る

問
答
譚
が
語
ら
れ
、〕

こ
れ
を
聞
い
た
西
行
は
、
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
で
さ
え
か
く
歌
を
詠

む
と
こ
ろ
で
は
、
師
の
兼
載
は
恐
ら
く
前
代
未
聞
の
歌
詠
み
に
違
い

な
い
。
会
っ
て
も
か
な
わ
な
い
だ
ろ
う
と
、
そ
こ
か
ら
戻
っ
た
。
そ

の
橋
を
西
行
の
戻
り
橋
と
い
う
。

〔 

さ
ら
に
西
行
は
、
三
、四
人
の
子
ど
も
と
「
土
の
上
」
の
漢
字
問
答

の
後
、
こ
れ
で
は
師
の
兼
載
に
は
と
て
も
か
な
わ
な
い
と
戻
っ
て

行
っ
た
。
実
は
こ
の
子
ど
も
が
兼
載
で
あ
っ
た
。〕

こ
の
話
は
猪
苗
代
湖
畔
の
小こ
ぴ
ら
が
た
平
潟
天
満
宮
に
ま
つ
わ
る
話
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
室
町
時
代
に
連
歌
師
と
し
て
活
躍
し
た
猪
苗
代
兼

載
生
誕
の
地
で
あ
っ
た
。
天
満
宮
の
申
し
子
と
も
伝
え
ら
れ
る
兼
載
の
少

年
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
風
に
西
行
と
の
「
い
ち
ご
問
答
」
を
展
開
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
設
定
は
荒
唐
無
稽
で
あ
る
が
、
花
部
英
雄
氏
に

よ
れ
ば
、
こ
の
話
自
体
は
「
西
行
戻
り
橋
」
伝
説
に
寄
り
掛
か
っ
て
構
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う）

33
（

。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
少
年
兼
載
の
歌
で

あ
る
。
ひ
と
ま
ず
〈
一
口
に
も
足
ら
な
い
小
さ
な
苺
な
の
に
越
後
食
う
と

は
変
な
こ
と
を
言
う
坊
さ
ん
だ
〉
と
解
せ
よ
う
。
苺0

と
越
後

0

0

を
掛
け
た
宮

城
県
の
例
と
似
て
い
る
が
、
山
形
県
の
も
の
と
の
表
現
上
の
共
通
性
も
窺

え
る
。
そ
こ
で
、
居
駒
氏
が
山
形
県
の
例
で
鮮
や
か
に
解
釈
し
た
よ
う
に
、

こ
れ
ら
を
「
ひ
と
口
で
は
と
て
も
言
い
尽
せ
な
い
深
遠
な
仏
法
の
教
え
」

を
教
訓
的
に
歌
っ
た
も
の
と
解
す
れ
ば
、
東
北
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
同

じ
意
図
を
も
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、「
い
ち
ご
問
答
」
の
話
は
「
西
行
と
子
ど
も
」
を
話
の
枠
に
、
仏

法
の
深
い
教
え
を
狂
歌
仕
立
て
に
し
、
西
行
が
子
ど
も
を
相
手
に
歌
問
答

で
敗
れ
、
退
散
す
る
「
西
行
戻
し
」
の
話
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た

と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
東
北
地
方
に
伝
わ
る
「
い
ち
ご
問
答
」
の
場
合
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
土
地
の
主
要
な
寺
社
に
お
け
る
唱
導
や
修
験
者
、
連
歌
師
な
ど

の
活
動
の
場
で
「
西
行
戻
し
」
と
「
苺
の
無
理
問
答
」
譚
が
共
有
さ
れ
、

こ
の
よ
う
な
言
葉
遊
び
を
享
受
す
る
中
で
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
よ
う
な
「
い
ち
ご
問
答
」
の
西
行
話
が
東
北
地
方
か

ら
は
遠
く
離
れ
た
山
陰
の
島
根
県
に
も
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
東
北
の
も
の

と
異
な
り
、
こ
こ
で
は
西
行
自
身
が
幼
な
児
と
し
て
登
場
す
る
。『
島
根
半

島
漁
村
民
話
集
（
Ⅰ
）
―
御
碕
・
宇
龍
・
鵜
峠
・
鷺
浦
・
猪
目
・
河
下

―
）
34
（

』
か
ら
例
話
を
示
そ
う
。
題
名
は
「
西
行
と
亀
」
で
あ
る
が
、「
い
ち
ご

問
答
」
に
該
当
す
る
箇
所
の
み
を
掲
げ
る
。

西
行
と
亀
（
宇
龍　
木
村
弥
一
郎
）

　
そ
れ
か
ら
あ
の
、
西
行
法
師
ね
、
あ
れ
は
、
と
て
も
え
ら
い
人
の

ぼ
う
さ
ん
で
す
け
ど
ね
、
小
さ
い
時
に
ね
、
お
母
さ
ん
の
背
に
負
わ

れ
て
、
い
ち
ご
と
り
に
行
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
と
こ
め
が
、
ま
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ん
だ
い
ち
ご
が
よ
う
け
な
か
っ
て
ね
、
へ
か
ら
あ
の
、
こ
つ
ほ
ど
と
っ

て
、
背
の
子
に
、

「
ほ
、
い
ち
ご
食
べ
」
て
て
や
ら
い
た
そ
う
で
す
わ
。
そ
い
た
ら
、

偉
っ
た
で
す
だ
け
ん
ね
、
そ
い
か
ら
、
そ
の
、
何
い
わ
い
た
か
と
思
っ

た
ら
ね
、

「
ひ
と
口
に
た
ら
ざ
る
も
の
の
い
ち
ご
食
え
と
は
」
て
て
、
そ
の
、
歌

う
た
わ
い
た
。
ほ
ん
で
、
親
は
そ
い
か
ら
、
な
い
の
を
た
ず
ね
て
ね
、

子
が
か
わ
い
い
、
食
べ
さ
せ
よ
う
と
思
う
の
を
ね
、

「
ひ
と
口
に
た
ら
ぬ
い
ち
ご
食
え
と
は
」
て
て
、
い
わ
い
、
い
っ
た
か

ら
ね
、
あ
ん
ま
し
の
歌
や
な
ん
か
で
や
り
と
り
す
う
と
き
は
必
ず
勝

て
な
か
っ
た
。
そ
の
後
罰
が
あ
た
っ
て
ね
、
ま
け
て
、（
以
下
略
）

西
行
が
幼
い
時
、
母
親
に
背
負
わ
れ
て
苺
取
り
に
出
か
け
、「
苺
食
べ
」

と
言
わ
れ
た
の
に
、「
ひ
と
口
に
た
ら
ざ
る
も
の
の
い
ち
ご
食
え
と
は
」
と

詠
み
、
そ
の
罰
で
、
そ
の
後
西
行
は
歌
の
勝
負
で
勝
て
な
か
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
類
話
は
島
根
県
に
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば「
一

口
に
あ
る
や
な
し
や
の
草
の
実
を
、
い
ち
ご
食
え
と
は
親
の
無
理
か
な
」

と
詠
ん
だ
た
め
に
、
上
の
句
は
良
い
が
下
の
句
は
悪
い
と
い
う
話
も
あ
る）

35
（

。

い
ず
れ
も
幼
少
時
の
西
行
が
と
ん
で
も
な
い
親
不
孝
者
で
、
苺
の
歌
で
親

に
反
抗
し
た
た
め
に
歌
作
り
が
駄
目
に
な
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
後

の
敗
北
・
退
散
す
る
西
行
を
暗
示
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
「
い
ち
ご
問
答
」
の
話
柄
で
あ
り
な
が
ら
、
東
北
と
島
根
で
は
こ
ん

な
に
も
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
右
の
歌
を
見
る
と
、
東
北
に
伝
わ
る
も
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
も
や
は
り
、
居
駒
氏
が
山
形
の
資
料
か
ら
解
し
た
と
同
様
の
意
味
合

い
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
と
受
け
止
め
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
伝
承
世
界

に
生
き
た
西
行
の
修
行
者
と
し
て
の
至
ら
な
さ
が
、
こ
こ
で
は
見
事
に
親

不
孝
者
の
幼
な
児
西
行
の
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
っ

た
。
な
お
、
東
北
と
中
国
地
方
を
結
ぶ
伝
承
の
糸
を
辿
る
可
能
性
に
つ
い

て
、
例
会
で
は
最
後
に
少
し
触
れ
た
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
を
超
え
、
言
及

で
き
な
か
っ
た
。
他
日
を
期
し
た
い
。

お
わ
り
に

西
行
伝
承
に
お
け
る
東
と
西
と
い
う
テ
ー
マ
で
少
し
で
も
話
題
性
の
あ

る
資
料
を
と
試
み
た
が
、
こ
れ
と
い
っ
て
新
し
い
切
り
口
が
見
つ
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
だ
無
数
に
そ
の
糸
口
は
隠
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

注（
1
） 

花
部
英
雄
氏
「「
西
行
昔
話
」
と
西
行
咄
」（
同
氏
著
『
西
行
は
ど
の
よ

う
に
作
ら
れ
た
の
か
―
伝
承
か
ら
探
る
大
衆
文
化
―
』
平
成
二
十
八

年
、
笠
間
書
院
）

（
2
） 

稲
田
浩
二
編
著
。
昭
和
六
十
三
年
、
同
朋
舎
。「
839　
西
行
と
熱
田
宮
」

の
項
に
よ
る
。

（
3
） 
佐
々
木
徳
夫
編
。
昭
和
六
十
年
、
桜
楓
社
。
引
用
文
は
追
込
み
に
し
て

い
る
。

（
4
） 

武
藤
禎
夫
編
『
江
戸
小
咄
類
話
事
典
』（
平
成
八
年
、
東
京
堂
出
版
）。
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同
書
に
は
『
醒
睡
笑
』
巻
四
「
聞
え
た
批
判
第
十
七
話
」、
仮
名
草
子

『
薄
雪
物
語
』
な
ど
か
ら
の
用
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
薄
雪
物
語
』
に

は
、
鳥
羽
院
の
御
后
が
花
園
山
へ
の
野
遊
び
の
折
、
三
羽
の
蝶
を
「
あ

れ
は
は（半
）ん
な
り
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
佐
藤
憲
清
（
西
行
）
が
「
ひ

と
つ
を
も
ち
ど
り
と
い
へ
る
鳥
あ
れ
ば
三
つ
あ
り
と
て
も
て
ふ
は
て
ふ

な
り
」
と
言
上
し
た
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）
成
立
の
『
地
方
用
文
章
』「
中
巻　
花
戸
の
西
行
」
に
も

染
殿
院
の
「
蝶
が
三
羽
」
の
無
理
問
答
に
佐
藤
憲
清
が
「
三
つ
飛
ぶ
と

て
も
蝶
は
蝶
な
り
」
と
返
歌
し
た
と
あ
る
。

（
5
） 『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
』
第
五
輯
「
民
謡
童
言
葉
篇
」〈「
一　

民
謡　

地
搗
唄
」〉（
昭
和
八
年
、
信
濃
教
育
会
北
安
曇
部
会
著
。
郷
土
研
究

社
）。
昭
和
五
十
四
年
刊
の
復
刻
版
に
よ
る
。

（
6
） 『
藤
橋
村
史
』
下
巻
（
昭
和
五
十
七
年
、
藤
橋
村
史
編
集
委
員
会
）。
本

文
は
成
田
守
編
『
音
頭
口
説
集
成
』
第
三
巻
（
平
成
九
年
、
大
東
文
化

大
学
東
洋
研
究
所
）
よ
り
引
用
。

（
7
） 『
木
曽
民
謡
集
』（
昭
和
十
一
年
、
信
濃
教
育
会
木
曽
部
会
編
）

（
8
） 

臼
田
甚
五
郎
著
『
歌
謡
民
俗
記
』「
西
行
と
民
謡
」（
昭
和
十
八
年
、
地

平
社
）、
須
藤
豊
彦
著
『
日
本
民
俗
歌
謡
の
研
究
』「
第
三
章　

木
遣

歌
・
御
船
歌
・
踊
歌
の
相
関
」（
平
成
五
年
、
桜
楓
社
）
に
具
体
例
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、『
石
川
県
鳥
越
村
史
』（
昭
和
四
十
七
年
、

石
川
県
石
川
郡
鳥
越
村
役
場
）
に
は
秋
祭
り
の
「
獅
子
舞
踊
り
」
の
甚

句
に
唄
わ
れ
る
例
が
あ
る
。

（
9
） 

臼
田
甚
五
郎
氏
注
（
8
）
に
同
じ
。

（
10
） 「
西
行
伝
説
の
変
容
と
伝
播
―
安
房
・
船
形
『
西
行
寺
縁
起
』
と
サ
イ

ギ
ョ
ウ
―
」（「
大
妻
国
文
」
第
十
五
号
、
昭
和
五
十
九
年
）。『
日
本
仏

教
文
学
研
究
』
第
三
集
（
昭
和
六
十
年
、
新
典
社
）
所
収
。

（
11
） 

須
藤
豊
彦
氏
注
（
8
）
に
同
じ
。

（
12
） 『
西
行
伝
承
の
世
界
』「
第
一
部　
第
四
章
「
西
行
と
民
謡
」（
平
成
八

年
、
岩
田
書
院
）

（
13
） 『
正
事
記
』（
江
戸
前
期
成
立
）、『
新
撰
狂
歌
集
』（
慶
長
二
十
年

〈
一
六
一
五
〉
以
降
成
立
）、『
か
さ
ぬ
草
紙
』（
寛
永
二
十
一
年

〈
一
六
四
四
〉
写
本
）、『
遠
近
草
』（
寛
文
年
間
〈
一
六
六
一
〜
七
三
〉

筆
写
）、『
淋
敷
座
之
慰
』（
延
宝
四
年
〈
一
六
七
六
〉
成
立
）、『
地
方

用
文
章
』（
安
政
二
年
〈
一
八
五
五
〉
成
立
）、『
於
路
加
於
比
』（
柳
亭

種
秀
著
。
安
政
六
年
〈
一
八
五
九
〉
〜
万
延
元
年
〈
一
八
六
〇
〉
成
立
）

と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。

（
14
） 『
西
行
と
伊
勢
の
白
大
夫
』（
平
成
二
十
九
年
、
三
弥
井
書
店
）「
一　

熱
田
の
西
行
―
熱
田
社
と
天
照
大
神
―
」
の
項
参
照
。

（
15
） 

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

座
」（
平
成
八
年
、
岩
田
書
院
）
参
照
。

（
16
） 

注
（
2
）
に
同
じ
。「
838　
西
行
と
亀
」、「
837　
西
行
と
は
ね
糞
」
の

項
に
よ
る
。

（
17
） 

稲
田
浩
二
編
『
丹
波
和
知
の
昔
話
―
京
都
府
船
井
郡
和
知
町
―
』（
昭

和
四
十
六
年
、
京
都
女
子
大
学
説
話
文
学
研
究
会
。
三
弥
井
書
店
）

（
18
） 
昭
和
五
十
二
年
、
弘
文
堂
。
執
筆
は
稲
田
浩
二
氏
に
よ
る
。

（
19
） 『
月
刊
百
科
』
第
二
七
九
号
。
昭
和
六
十
一
年
一
月
、
平
凡
社
。
野
村

敬
子
著
『
女
性
と
昔
話
』（
平
成
二
十
九
年
）
所
収
に
よ
る
。

（
20
） 

折
口
信
夫
氏
「
お
伽
及
び
咄
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
巻
（
昭
和
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五
十
一
年
、
中
公
文
庫
）
所
収
、
角
川
源
義
氏
「
御
伽
考
」『
語
り
物

文
芸
の
発
生
』（
昭
和
五
十
年
、
東
京
堂
出
版
）
所
収
、
及
び
野
村
敬

子
氏
「
昔
話
と
女
性
」（『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
』
第
十
七
巻
「
口
承

文
学
2
・
ア
イ
ヌ
文
学
」〈
平
成
九
年
、
岩
波
書
店
〉
所
収
）
等
参
照
。

（
21
） 

佐
賀
県
の
一
例
は
西
行
と
す
る
が
、
同
県
の
他
の
一
例
と
鹿
児
島
県
の

も
の
は
一
休
と
な
っ
て
お
り
、
沖
縄
県
で
は
報
告
例
が
多
い
に
も
拘
ら

ず
、
西
行
と
す
る
も
の
が
一
例
も
な
い
。

（
22
） 『
沖
縄
の
昔
話
』（
昭
和
五
十
五
年
、
日
本
放
送
出
版
協
会
）。
引
用
文

を
追
込
み
に
し
て
い
る
。

（
23
） 

福
地
曠
昭
編
・
遠
藤
庄
治
監
修
。
昭
和
五
十
五
年
、
大
宜
味
村
教
育
委

員
会
。

（
24
） 

池
宮
正
治
著
『
沖
縄
の
遊
行
芸
―
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
と
ニ
ン
ブ
チ
ャ
ー

―
』（
平
成
二
年
、
ひ
る
ぎ
社
）
に
詳
し
い
。

（
25
） 

こ
の
話
の
命
名
は
花
部
英
雄
氏
に
よ
る
。
同
氏
「
猪
苗
代
の
西
行
戻
り

橋
」『
西
行
は
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
の
か
―
伝
承
か
ら
探
る
大
衆
文

化
―
』（
平
成
二
十
八
年
、
笠
間
書
院
）
所
収
。

（
26
） 

平
成
元
年
、
箟
岳
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
（
宮
城
県
涌
谷
町
）。
小
堀
光

夫
氏
「
篦
岳
の
西
行
伝
承
」『
菅
江
真
澄
と
西
行
伝
承
』（
平
成
十
九
年
、

岩
田
書
院
）
所
収
よ
り
引
用
。
一
部
引
用
文
を
追
込
み
に
し
た
。
昔
話

タ
イ
ト
ル
の
「
マ
マ
」
と
あ
る
の
は
小
堀
氏
に
よ
る
も
の
。

（
27
） 

こ
の
無
理
問
答
に
つ
い
て
は
花
部
氏
注
（
25
）
に
も
言
及
が
あ
る
。

（
28
） 

小
堀
氏
注
（
26
）
に
同
じ
。

（
29
） 「
慈
恩
寺
周
辺
の
西
行
伝
説
―
「
小
板
地
蔵
菩
薩
縁
起
書
」（
翻
刻
資

料
）
を
中
心
と
し
て
―
」（
昭
和
六
十
三
年
、
山
形
県
民
俗
研
究
協
議

会
）。
後
、
同
氏
著
『
東
北
文
芸
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』（
平
成
十
八
年
、

み
ち
の
く
書
房
）
に
「
慈
恩
寺
周
辺
の
西
行
伝
説
―
櫻
澤
坊
花
山
家
と

小
板
地
蔵
縁
起
―
」
と
改
題
し
て
所
収
。
な
お
、
こ
の
話
は
大
泉
与
吉

と
い
う
方
が
小
学
生
の
こ
ろ
、
母
が
草
履
作
り
を
し
な
が
ら
話
し
て
く

れ
た
の
を
『
古さが
え里
の
む
か
志
』
に
書
い
た
も
の
と
い
う
。

（
30
） 

居
駒
氏
注
（
29
）
に
同
じ
。
縁
起
書
の
奥
付
に
「
享
保
十
一
年
（
一
七

二
六
）
八
月
」
と
あ
る
。

（
31
） 

居
駒
氏
注
（
29
）
に
同
じ
。

（
32
） 

山
口
弥
一
郎
監
修
。
昭
和
四
十
八
年
、
会
津
民
俗
研
究
会
。
花
部
英
雄

氏
注
（
25
）
に
全
文
の
引
用
が
あ
る
。

（
33
） 

花
部
氏
注
（
25
）
に
よ
る
。

（
34
） 

昭
和
五
十
六
年
、
島
根
大
学
昔
話
研
究
会
編
。

（
35
） 『
島
根
半
島
漁
村
民
話
集
（
Ⅱ
）
―
野
井
・
瀬
崎
・
沖
泊
・
多
古
・
加

賀
・
大
芦
・
御
津
・
片
句
・
手
結
・
三
津
・
小
津
・
十
六
島
―
』（
昭

和
五
十
七
年
、
島
根
大
学
昔
話
研
究
会
編
）「
75　
西
行
法
師
の
話
」。

 

（
ま
つ
も
と
・
こ
う
ぞ
う
）


