
誤

伝

の
背

景

ー

『沙
石
集
』
の
和
歌
説
話
か
ら
―

橋

本

正

俊

一

『
沙

石
集
』

に

は
巻

五
を
中

心

に
、
多

数

の
和
歌

が
収

め
ら

れ

て

い
る
。

諸
本

に
よ

り
そ

の
数

は
異
な

る

が
、

日
本
古

典
文
学

大

系
本

を

底
本

と
す

る

『
新

編

国
歌
大

観
』

で
は
、
連

歌

・
漢
句

を
含

め

て

一

一
六
番

ま

で

の
歌
番

号

が
付

さ

れ

て

い
る

(
異
本

歌

を
除

く
)
。

と
こ
ろ
で
、
『沙
石
集
』
の
中
に
は
詠
み
人
の
名
前
や
詠
ま
れ
た

背
景
が
、
同
じ
歌
を
収
め
る
他
の
勅
撰
集
や
私
撰
集

・
私
家
集
な
ど

と
異
な
る
も
の
も
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
巻
五

「有
心
の
歌
の
事
」

冒
頭
に
は
次
の
歌
が
挙
げ
ら
れ
る

(米
沢
本
を
底
本
と
す
る
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集

(以
下
、
新
編
全
集
)
に
拠
る
)。

鎌
倉
の
大
臣
殿
の
御
歌
に
、

鳴
子
を
ば
お
の
が
羽
風
に
ま
か
せ
つ
つ
心
と
騒
ぐ
村
雀
か

な

こ
こ

で

「
鎌
倉

の
大

臣
殿

」
と

は
源
実

朝

の

こ
と

で
あ

る
。
新

編

全

集

の
こ

の
歌

の
頭

注
に

は
次

の
よ
う

に
あ

る
。

実

朝

の
歌

の
中

に

は

見
え

な

い
。

『
撰

集

抄
』

巻

五

に
は

覚
尊

聖

人

の
歌
と

し
て
記

載
さ

れ

る
。

覚
尊

は

『
発
心
集

』
巻

二
に

は

、

「
東
塔

の
鎌
倉

に
住

む
覚

尊

上
人

」

と
あ

る
。

誤
伝

が
あ

る

か
。

(以

下
略
)

『
撰
集
抄

』

で
は
覚

尊
と

乞
食

僧
と

の
会

話

の
中

で
詠
ま

れ

て

い
る

歌

が
、

『
沙

石
集
』

で
は
実

朝

の
歌

と

な

っ
て
い

る

の
で
あ

る
。

頭

注

は
お

そ
ら

く
、

そ

の

「
誤
伝

」

の
背
景

に

「鎌

倉

」

に
関
係

し

て

何

ら
か

の
混

乱

・
混

同
が

あ

っ
た

の
で

は
な

い
か
と

推
測

し

て

い
る

も

の
と

思
わ

れ
る
。

こ

の
よ
う
な

詠

み
人

に
関
す

る
誤

伝
、
或

い
は
異

説
と

い

っ
た
も

の
は
、

『
沙

石
集

』

に

限
ら

ず
多

く

の
説

話

集

や
物

語
、

ま

た
歌

集

に
も

見
ら

れ

る
も

の
で
あ

り
、
な

に

も

『
沙

石
集

』

の
み

の
特
徴

で

は
な

い
。

そ

し
て
そ

れ
ぞ

れ

の
誤
伝

・
異
説

発
生

の
背
景

に
は
、

現

存

の
文
献

で

は
推

測

の
困
難

な
事

情
、

つ
ま

り
単

純
な

誤

写
や
勘

違
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い
か
ら
、

伝
承

の
中

で

の
誤

解
や

類
話

の
交
錯

等

々
が
あ

っ
た

と
考

え
ら

れ

る
。

今

そ
れ

ら

の
背

景
を

明
ら

か
に

で
き

る
も

の
は
多

く
は

な

い
と
思

わ
れ

る
が
、

本
稿

で

は

『
沙

石
集
』

に
引

か
れ

る

一
、

二

の
異

説
を

伝
え

る
和
歌

を
検

討

し
、

そ
れ

ら

の
説

の
発
生

に
ど

の
よ

う
な

背
景

が
あ

る

の
か
、
考
察

し
た

い
と

思
う
。

『
沙

石
集

』
巻

五

「哀

傷

之
歌

の
事
」

は
、
冒

頭

「和
歌

を
綺

語

と

云

へ
る
事

は
」

で
始

ま

り
、

「離

別
哀

傷

の
思

ひ
、
切

な

る

に

つ

き

て
、
心

の
中

の
思

ひ
を

、
あ

り

の
ま
ま

に
述

べ
て
、
万
縁

を
忘

れ
、

こ

の

一
事

に
心
澄

み
、
思

ひ
静

か
な

れ
ば
、

道

に
入

る
方
便

な

る
べ

し
。
」

と

す

る
。
す

な

わ
ち

、

和
歌

に

も
色

々
あ

る

が
、

離

別
哀
傷

の
和
歌

は
と

り
わ

け
仏
道

に

入
る
方

便
と
な

る
と

い
う
。

最
初

に
こ

の
よ
う

に
断

っ
て

い
る
だ

け

に
、

こ

の
後
、

十
首

ほ
ど

の
離

別
哀
傷

の
和
歌

説
話

が
続

く
。

そ

の
中

に

は
、
僧

正
遍

昭

の
、

み
な
人
は
花
の
挟
に
な
り
に
け
り
苔
の
衣
よ
か
は
き
だ
に
せ
よ

の
よ
う
に
著
名
な
歌
も
あ
る
が
、
藤
原
為
家
が
娘
為
子
に
先
立
た
れ

て
詠
ん
だ
、

か

の
髪

を
も

て
、
梵

字
を

縫

ひ
て
、

供
養

の
願
文

の
奥

に

我

が
涙

か
か
れ

と
し

て
も
な

で
ざ

り

し

こ
の
黒
髪

を
見

る

ぞ
悲

し
き

な
ど

は
、

近
年

紹
介
さ

れ

た
為
家

の
歌

集

『
秋
思
歌

』

で
初

め

て
確

認
さ

れ
た

も

の
で

あ

る
。

し
か

し

『
秋

思
歌
』

が
直

接

の
典
拠

と
は

考

え

ら
れ

ず

三

、
無

住

が

ど

の
よ

う

に
し

て
こ

の
歌
を

知

り

得
た

の
か
興
味

深

い
。

こ
の
他

の
歌

に

つ
い
て
も
、

歌
集

な
ど

か
ら

正
確

に
詞

書
と

歌
を

抜
き

出
し

た
と

は
考

え

に
く

い
も

の
も
あ

り
、
資

料

を
集

め

て
編
纂

し
た

と

い
う
よ

り
も
、
繋

が

り
に

配
慮

し
な
が

ら
も

思

い

つ
く

ま
ま

に
書
き

連

ね
ら
れ

た
と
考

え

ら
れ

る
。

さ

て
、

「
哀
傷

之

歌

の
事

」

の
う
ち

、
梵

舜

本

で

は
他

の
本

に
見

ら
れ

な

い
次

の
歌
が
引

用
さ

れ

て

い
る
。

一
、

昔
或

人

モ
、

子

ヲ
奈
良

ノ
都

ニ
ヲ
キ
テ
、

人

ノ
ヲ

ヤ
ノ
心

ハ
ヤ

ミ

ニ
ア
ラ
ネ

ド

モ

子

ヲ
思

フ
道

ニ

マ
ヨ
イ

ヌ
ル
カ

ナ

こ
の

「人

の
親

の
」
歌

は
藤

原
兼

輔

の
代
表

的
な

歌

の

一
つ
と

し

て

よ
く

知

ら
れ

て

い
る
。

『
後

撰
集

』

に
入
集

し

て

い
て
、

そ

の
詞
書

は
次

の
通

り

で
あ

る

(雑

 
10
)
。

太

政
大

臣

の
、
左

大
将

に

て
す
ま

ひ

の
か

へ
り
あ

る
じ

し

侍

け

る

日
、

中
将

に

て
ま

か
り

て
、

こ
と
を

は
り

て

こ
れ

か
れ

ま
か
り

あ

か
れ
け

る

に
、
や

む
ご

と
な

き
人

二
三

人

許
と
ゴ

め

て
、
ま

ら
う

ど
、

あ
る

じ
、
さ

け
あ

ま
た

」
び

の

㌧
ち

、
ゑ

ひ

に

の
り
て

こ
ど
も

の
う

へ
な

ど
申
け

る

つ

い

で
に

兼
輔

朝

臣

人
の
お
や
の
心
は
や
み
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
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る
哉

藤

原

兼
輔

が
相
撲

の
還
饗

の
後

の
席

で
、

子
供

に

つ
い
て
詠

ん
だ

歌

で
あ

る

こ
と

が

わ

か

る
。
『
兼

輔

集

』

の
詞
書

は
、

「
こ

の
か

な

し

き
な

ど

ひ
と

の
い
ふ

と

こ
ろ
に

て
」
と

な

っ
て
い
る
。

ま
た

『
大

和

物
語
』

第

四
十

五
段

は
同
歌

の
歌

物
語

と
な

っ
て

い
て
、

兼
輔

が

醍

醐
天
皇

の
御

息
所

と
な

っ
た

娘

(桑

子
)
を

案
じ

て
詠

ん
だ
歌

と
な

っ
て

い
る

。
『
後

撰

集
』

『
大

和

物

語
』

か
ら

こ

の
歌

の
詠

ま

れ

た

背
景

が

よ
く

分

か

る
。

ま

た

、
『
源
氏

物

語
』

に
も
引

歌

と

し

て
し

ば

し
ば

用

い
ら
れ

て
い
る

こ
と

か
ら
も

、

子
供
に

対
す

る
親

の
愛
情

を
詠

ん

だ

歌

と

し

て

早
く

か

ら
親

し
ま

れ

て

い
た

こ
と

は
疑

い
な

い
。

『
沙

石
集

』

梵

舜
本

も
、

こ

の
前

に
は

小
式

部
内

侍

に
先

立

た

れ
た
和

泉
式

部

の
歌
、

後

に
は
あ

る

人

(俊

成
)

が
病
重

く
な

り

子

供

の
行

く
末

を
心

配

し
て
詠

ん
だ

歌
な

ど
が

並
ん

で

い
る
よ
う

に

、

子
を
案

じ

る
歌
と

し

て
周
知

の

「
人

の
親

の
」
歌

を
引

い
た

の

に
す

ぎ

な

い
だ

ろ
う
。

し

か
し

こ

こ
で
問
題

と
な

る

の
は
、

『
沙

石
集
』

の
詞
書

に
、

「
昔

或

人

モ
、

子
ヲ
奈

良

ノ
都

ニ
ヲ

キ
テ
」

と
あ

る

こ
と

で
あ

る
。

前
掲

『
後

撰
集

』

を

は
じ

め
、

「
人

の
親

の
」

歌

の
詞

書

に
子

供
を

奈
良

の
都

に
お

い
た
と

し

て

い
る
も

の
は

見
当
た

ら
な

い
。
「
人

の
親

の
」

歌

は
、

そ

の
歌

の
み
が

広
く

知
れ

渡

り
、
具

体
的

な
歌

の
背
景

な

ど

は
さ

ほ
ど
知

ら
れ

て

い
な

か

っ
た

か
と

も
推

測
さ

れ

る
。
無
住

も
『
後

撰
集
』

の
詞

書
ま

で
確

認
す

る

こ
と
な

く
、

こ
の
歌

の
み
を

知

っ
て

い
た

と

し

て
も
、

「
子

を
奈
良

の
都

に
を

き

て
」

て
き

た

の
だ

ろ
う

か
。

と

は
ど

こ
か
ら

出

「
人

の
親

の
」

歌

に
同
様

の
詞
書

の
も

の
が
無

い
以
上
、

無
住

自

身

か
或

い
は
そ

れ
以
前

に
、

何
ら

か

の
誤
解

が
生

じ

た
可
能

性

が
あ

る
だ

ろ
う
。
こ
こ

で
は
そ

の
可
能

性
を

う

か
が
わ

せ

る
も

の
と

し

て
、

『
宝

物

集
』

を

挙
げ

る
。

『
宝

物

集
』

は
十

二

門

の
第

六

「
繊

悔
」

の
う

ち

「
刹
利

居
士

の
戯
悔

」

に

つ
い

て
説

く
中

で

「親

の
子
を

お

も
ふ
事

、
わ

が
身

に

か
ふ

る
た
め

し
、
少

々
か
ん

が

へ
申

べ
き
な

り
。
」

と

し
て
、

子
を

思
う
親

の
説
話

を
挙
げ

て

い
く
。

そ

の
後

「昔

今

の

人
、

子

を

か
な

し

め
る
事

、

歌

に

て
申
侍

る

べ
し
」

と

し

て
、

『
沙

石
集
』

と

同
様

の
テ
ー

マ
の
も

と
に
、

和

歌
を

挙
げ

る

の

で
あ

る
。

第

二
種
七
巻

本

で

は
次

の
五
首

を
挙
げ

て

い
る

(吉

川
本

を
底

本
と

す

る
新

日
本
古
典

文
学

大

系

(
以
下
、

新
大

系
)

に
拠

る
。
歌

番
号

も
同

書

に
拠

る
)
。

中

納

言
兼

輔

7
人
の
親
の
心
は
や
み
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
お
も
ふ
道
に
ま
よ
ひ

3
ぬ
る
か
な

藤
原
基
俊

8
い
と
け
な
き
我
子
を
な
ら
の
里
に
置
て
今
夜

の
月
に
面
影
ぞ
立

3
つ

藤
原
兼
房

20



8
五
月
闇
子
こ
ひ
の
杜
の
時
鳥
人
し
れ
ず
の
み
鳴
わ
た
る
か
な

3

太
宰
大
弐
重
家

82
ひ
な
鶴
の
は
ね
の
林
に
入
ぬ
れ
ば
飛
立
ま
で
に
も
の
う
か
り
け

3
り

中
納
言
雅
頼

83
子
を
思

ふ
道

を
ぞ
祈

る
す

べ
ら

ぎ

に

つ
か
ふ

る
あ
と

を
た

が

へ

3
ざ

ら
な

ん

こ

こ
で
注

目
し
た

い
の
は
、

7

「人

の
親

の
」
歌

と
並

ん

で
、

8

「我

子
を
な

ら

の
里
に

置
て
」

と
す

る
基
俊

の
歌

が
挙

げ

ら
れ

て

い

る

こ
と

で
あ

る
。

な
お
、

こ
の
歌
群

を
含

む

『
宝

物
集

』
巻

六

の
古

紗

本

は
現
在

確
認

さ
れ

て
お
ら

ず

(
『
宝

物

集
』

諸

本

の
内

、
片

仮

名

古
活
字

三
巻

本

で
は

獺

「人

の
親

の
」

歌

の
み
を
、

久
遠

寺
抜

書

本

で
は

79

・
81

・
83

の
三
首

の
み

を
挙

げ

て

い
る

三
v。

し

か

し
、

お
そ

ら

く

は
第

二
種

七
巻

本

の
古

紗

本

が
存

在

す

る
鎌

倉

時

代

か

ら
、

7
と
と

も
に

8
も
挙

げ
ら

れ

て

い
た

と
考
え

て
よ

い
だ

ろ
う
。

こ
こ
か

ら
、

子
を
思

う
親

の
歌

と

し
て
、
当

時

「
人

の
親

の
」
歌

や

「
い
と

け
な

き
」
歌

が
想

起
さ

れ

て

い
た

こ
と

が
知

ら
れ

る

の
で
あ

る
。80

「
い
と
け

な

き
」

歌

の
背
景

は
、
『
基
俊

集

』

や

『
楢
葉

集
』

の
詞
書

か
ら
知

ら

れ
る
。

月

の
お
も

し
ろ

き
よ

、
な

ら
に
侍

る
こ

の
こ

ひ
し
く
侍

り

し

か
ば

、
永

縁

そ
う

つ

の
も
と

に

い
ひ
や
り

し

い
と

き
な

き
わ

が
子

を
奈

良

の
里

に
置

き

て
今

宵

の
月

に
面
影

に
た

つ

(基
俊

集

.
14
)

僧
都

光
覚
童

に
侍

り

け
る
時

、
花

林
院

の
僧

正

の
も

と

に

つ
け

て
侍

り
け

る
が
、

こ

ひ
し
く

お
ぼ

え

け

む
、
月

の
こ

ろ
よ

み

て

つ
か

は
し
け

る

前

左
衛

門
基
俊

い
と

け
な

き
わ
が

こ
を
な
ら

の
み
や

に
お
き

て

こ
よ

ひ
の
月

の

お
も
か
げ
に
み
ゅ

(楢
葉
集

諭

)

基
俊

が
奈
良

興
福

寺

の
永
縁

の
も

と

に
預
け

て

い
た
わ
が

子

(
光
覚
)

が
恋

し
く
な

っ
て
、
詠

み
送

っ
た
歌

で
あ

る

こ
と

が
知

ら
れ

る
。

同

じ
く
基

俊

が
奈
良

の
わ

が

子
を
思

い
や

っ
た

歌

は
、
こ
の
他

に
も
『
基

俊
集

』

に

数
首

詠

ま

れ

て

い
る
。

「
い
と
け

な

き

」

歌

は
、

『
新

編

国
歌
大

観
』

で
は

こ
の
他

『
夫
木

和
歌

抄
』

に

し
か
確

認

で
き
ず
、

「人

の
親

の
」
歌

ほ
ど

に

は
広
ま

ら
な

か

っ
た
と
考

え

ら
れ

る
。

し

か
し
、

歌
自

体

に
わ
が

子
と
離

れ

て

い
る
状

況
と
、

わ

が
子

へ
の
切

実

な

想

い
が

表
現

さ

れ

て

い
る

の

で
あ
り

、
『
宝
物

集

』

が
選

ん
だ

よ
う

に
、

子
を
思

う
親

の
歌

の
テ
ー

マ
に
最
適

な

歌

の

一
つ
で
あ

っ

た

こ
と

は
間

違

い
な

い
だ
ろ
う

。

さ

て
、
共

に

子
を
思

う
親

の
歌

で
あ

る

「
人

の
親

の
」
歌
と

「
い

と
け

な
き

」

歌
が

混

同
さ

れ
、

「
人

の
親

の
」

歌

が
奈

良

に
あ

る

子

供
を
思

い
や

っ
た

歌
と

誤
解
さ

れ

た
と
考

え

れ
ば
、

そ

の
ま
ま

『
沙

石
集
』

に
繋

が

る

の
で
あ

る
が

、

そ

の
よ
う
な

誤
解

は
簡

単

に
起

こ
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る
も

の
な

の
だ

ろ
う

か
。
例
え
ば

『
宝
物

集
』
か
ら

獺

「人

の
親

の
」

歌
と

8

「
い
と
け

な
き

」
歌

が
抄

出
さ

れ
、
詠

み

人
が
省

略
さ

れ

て

伝
え

ら
れ

る

こ
と
な
ど

が
あ

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

し
か

し
、
単

純

に

『
宝

物
集
』

を
誤

解
発

生

の
起

点

と
考

え

て
は
な

ら
な

い
だ

ろ
う
。

こ

の

二
首

が

混

同

し
て
用

い
ら
れ

た

、
『
宝

物

集
』

や

『
沙

石
集

』

の
背
後

に
流

れ

る
世
界

を
想
定

し
て

み
る
必

要
が
あ

る

の
で

は
な

い

だ

ろ
う

か
。

こ
こ

で
視

点
を

変
え

、
『
沙

石
集

』

の
別

の
和
歌

説

話
を

見

て

み

た

い
。『沙

石
集
』
巻
五

「学
生
の
歌
好
み
た
る
こ
と
」
に
は
、
源
信
が

和
歌
を
好
ん
だ
著
名
な
説
話
が
引
か
れ
て
い
る
。

恵

心

の
僧
都

は
、
修

学

の
外
他

事
な

く
、
道

心

者

に
て
、

狂
言

綺

語

の
徒
事

を
憎

ま
れ
け

り
。

弟

子

の
児

の
中

に
、

朝
夕

心
を

澄

ま

し

て
、

和
歌

を

の

み
詠
ず

る
あ

り
け

り
。

「児

ど

も

は
、

学

問
な

ど
す

る

こ
そ
、
さ

る
べ
き
事

な

れ
。

こ

の
児

、
歌

を

の

み
好

み
す
く
、

所

詮
な
き

物
な

り
。

あ

れ
体

の
者
あ

れ
ば
、

余

の
児
ど

も
見
学

び
、
不
用

な

る
に
、
明

日
里

へ
遣

る
べ
し
」
と
、

同
宿

に

よ
く

よ
く
申

し
合

は
せ

ら
れ

け

る
を
も

知
ら
ず

し

て
、

月

冴
え

て
も

の
静
か

な

る
に
、
夜

う
ち

ふ
け

て
縁

に
立

ち
出

で
、

手
水
つ
か
ふ
と
て
、
詠
じ
て
云
は
く

手
に
結
ぶ
水
に
宿
れ
る
月
か
げ
の
あ
る
か
な
き
か
の
世
に

も
す
む
か
な

僧

都

こ
れ
を
聞

き

て
、
折

節
と

云

ひ
、
歌

の
体

、
心

肝

に
染

み

て
哀

れ
な

り
け

れ
ば

、

そ

の
後

、

こ

の
児

を
も

と
ど

め

て
、
歌

を

好
み

て
、
代

々
の
集

に
も
、

そ

の
歌
見

え
侍

る
に

や
。

あ

る
説

に
は
、
近

江

の
湖

に
、
船

に
は

る
ば

る
と
行

く
を

見

て
、

こ
の
児
、

詠

じ

て
云
は
く

、

世
の
中
を
何
に
た
と

へ
ん
朝
ぼ
ら
け
こ
ぎ
ゆ
く
船
の
跡
の

白
浪

と
詠

じ

け
る
を

聞
き

て
、

歌
を

好
ま

れ
け

る
と

も
申

し
侍

り
。

先

の
歌

は
貫
之

が
歌

、
後

の
歌

は
満
誓

が
歌

な

り
。

折
に

古
歌

を

詠
じ

た
る

に

こ
そ
。

…
…

(米

沢
本
)

『
沙

石
集

』
諸

本

に
引

か
れ

る
説
話

で
あ

る
。

和
歌

な
ど

の
狂

言
綺

語

を
嫌

っ
て

い
た
源

信
だ

が
、

児

の

口
ず

さ

ん
だ
和

歌
を

聞

い

て
心

に
染

み
、

以
後

和

歌
を

好
む

よ

う

に
な

っ
た
と

い
う

。

さ

て
、

『
沙

石
集

』

は

こ
の
説
話

に

つ
い
て
二

つ
の
説

を
挙
げ

て

い
る
。

一
つ
目

は
児

の
口
ず
さ

ん
だ

歌
を

「手

に
結

ぶ
」

歌
と

し
、

二

つ
目

は

「世

の
中

を

」
歌

で
あ

っ
た

と
し

て

い
る
。
そ

し
て
最

後
に
無

住
自

身

が
、

】
つ
目

は
紀

貫
之

の
歌

で
あ
り

、
二

つ
目

が
満
誓

の
歌

で
あ

る

の

で
、

こ
の
歌

は
児
が
作

っ
た
も

の
で
は
な

く
、
児

は

「折

に
古

歌
を

詠

じ
」

た

の
だ
と

注
を
加

え

て

い
る
。
無

住

の
指

摘

の
通

り
、
「
手
に
結

ぶ
」
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歌

は

『
拾

遺
集

』
哀

傷

32
に
、

世

の
中

心
ぼ

そ
く
お
ぼ

え

て
、

つ
ね
な

ら
ぬ

心
地

し
侍

り

け

れ
ば
、

公
忠

朝
臣

の
も

と
に

よ
み

て

つ
か
は
し

け

る
、

こ

の
あ

ひ
だ
や

ま

ひ
お
も

く
な

り
に
け

り

紀

貫
之

手
に
結
ぶ
水
に
や
ど
れ
る
月
影
の
あ
る
か
な
き
か
の
世
に
こ
そ

あ
り
け
れ

と

あ

る
。

ま
た

「世

の
中

を

」
歌

は
、

『
万
葉

集
』

巻

第

十

二
に
あ

る
が

、
や

は
り

『
拾
遺

集
』
哀

傷

32
に
、

題
し

ら
ず

沙

弥
満
誓

世

の
中

を
な

に

に
た
と

へ
む

あ
さ
ぼ

ら

け

こ
ぎ

ゆ

く
舟

の
あ
と

の
し
ら
浪

と

し

て
入
集
し

て

い
る
。

さ

て
、
同
様

の
源
信

説
話

を
引

く
他

の
資
料

を

見

て
み
る
と

、
『
沙

石
集
』

が

「あ

る
説

に
は
」

と

し
て

い
る
、

二

つ
目

の
和

歌
を

挙
げ

る
説

が
見

ら
れ

る
。

恵
心

僧
都

は
、
和

歌

は
狂
言
綺

語
な

り

と

て
読

み
給

は
ざ

り
け

る
を
、

恵
心

院

に

て
曙

に
水
う

み
を

眺
望

し
給

ふ

に
、
沖

よ
り

舟

の
行
く

を

見

て
、

あ

る
人

の
、

「
こ
ぎ

ゆ
く

舟

の
あ

と

の
白

浪
」

と
云

ふ
歌
を

詠
じ

け

る
を
聞
き

て
、

め

で
給

ひ
て
、

和
歌

は
観
念

の
助

縁
と

成
り

ぬ

べ
か
り
け

り

と

て
、

そ
れ

よ
り
読

み

給

ふ
と

云

々
。

(袋

草
紙

)

彼

の
恵

心

の
僧
都

は
、
和

歌

は
綺

語

の
あ
や

ま

り
と

て
、
読

み

給

は
ざ

り
け

る
を
、

朝
朗

に
、

は

る
ば

る
と

湖
を

眺

め
給

ひ
け

る
時

、
か
す

み
わ

た
れ

る
浪

の
上

に
、
船

の
通

ひ
け

る
を

見

て
、

「何

に

た
と

へ
ん
朝
ぼ

ら

け
」

と
云

ふ
歌
を

思

ひ
出
だ

し

て
、

を

り
ふ

し
心

に
そ

み
、
物

あ

は
れ
に
お
ぼ

さ

れ
け

る
よ

り
、
「
聖

教

と
和
歌

と

は
、

は
や
く

一
つ
な
り

け
り
」

と

て
、
其

の
後
な

む
、
さ

る

べ
き
折

り
、
必
ず

詠
じ
給

ひ
け

る
。

(発
心

集
)

こ
れ
ら

の
資
料

で

は

「児

」
が

登
場

し
な

い
な
ど

内
容

に
小
異

が
あ

る
が
、

「
世

の
中
を

」
歌

を

挙
げ

て

い
る
点

で

は
同

じ

で
あ

る
。

こ

れ
ら

の
資

料

の
成

立
年

代

か
ら

、
単
純

に
説

話
発

生

の
前
後

関
係
を

決
定

で
き

る
も

の
で
は
な

い
が
、

こ
の
源
信

説
話

の
和

歌

は
、

始

め

「世

の
中

を
」

歌
と

し

て
知
ら

れ

て

い
た
け

れ
ど

も
、

あ

る
時

か
ら

「
手
に
結

ぶ
」

歌
も

そ
れ

に
替

わ

っ
て
登
場

し
、

無
住

の
頃

に

は
両

方
が

と
も

に
語

ら
れ

て

い
た
、
と
推

測
す

る
こ
と

が

で
き
る
だ

ろ
う

。

こ

の
説

話

の
主

題

は
、
恵

心
が

和
歌

を
好

む

に
至

っ
た
経
緯

で
あ

り
、

そ

の
き

つ
か
け

と
な

る
和
歌

は

そ
も

そ
も
特

定

の
歌

で
あ

る
必

要

は
な
か

っ
た

の
か
も

し

れ
な

い
。

し
か

し
、

こ

の
二

つ
の
和
歌

に

は
共

通
項

が
あ

っ
た
。

す
な

わ
ち
新

編

全
集

の
頭

注
に
指

摘
さ

れ

る

よ
う

に
、

二
首

は
と
も

に

『
拾
遺

集
』

哀
傷

部

に
収
録

さ
れ

る

の
み

な

ら
ず

、

「
と

も
に

『
和

漢

朗
詠

集
』

巻

下

・
無
常

に
も

収
録

さ

れ

て
、

世

の
は
か
な

さ
を

詠

じ
た
歌

と

し
て
人

口
に
瞼

炎

し
た
歌

だ

っ
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た

」

の

で
あ

る
。

こ

の

二
首

は
、

『
和
漢

朗

詠

集

』

「
無

常

」

に
並

ん

で
挙
げ

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

り
、

十

世
紀

末
か

ら
十

一
世
紀

初
頃

に

は
と
も

に
無
常

の
歌

と

し

て
知

ら
れ

て

い
た

こ
と
が
う

か
が

え

る

三
)。

で
は

『
和

漢
朗

詠

集
』

以
降

ど

の
よ

う

に

こ

の
二
首

が

詠
ま

れ

て

い
た

の
か
、

も
う

少

し
見

て
み
た

い
。

「
手

に
結

ぶ
」

歌

は
、
『
宝

物
集

』

に
も

引

用
さ

れ

て

い
る
。

巻

第

二
、
仏

法

の
大
切
さ

に

つ
い
て

「諸

法

の
空
な

り
と
観

ず

る

こ
そ
、

仏
法

の
大
意

」

で
あ

る
と
説

く
場

面

で
あ
る
。

又
、
維

摩
経

の
十

喩

に
も
、
此

身

は
水

に
や
ど

れ

る
月

の
ご

と

し
、

入

月

の
ご

と

し

(里
、
芭

蕉

の
ご
と

し
、
夢

の
ご

と

し
な

ど

申
た

め
れ
ば

、
諸

行
を

空
と

観

じ

て
、

仏
法

を
宝

と
お
ぼ

す

べ
き
也

。

維
摩

経

の
十
喩

の
心
、

昔
今

の
歌
に
も

よ

み
て
侍

る
め

り
。

少

々
申

べ
き
な

り
。

紀
貫

之

76
手
に
結
ぶ
水
に
や
ど
れ
る
月
影
の
有
か
な
き
か
の
世
に
も

す
む
哉

源
順

77
世
中
を
何
に
た
と

へ
ん
秋
の
田
の
ほ
の
か
に
て
ら
す
宵
の

い
な
づ
ま

大
納
言
公
任

78
風
吹
ば
ま
つ
や
ぶ
れ
ぬ
る
草
の
葉
に
た
と
ふ
る
か
ら
に
袖

ぞ
露
け
き

権
僧
正
永
縁

79
な
が
き
夜
の
夢
の
中
に
て
見
る
夢
は
い
つ
れ
う
つ
Σ
と
い

か
ゴ
さ
だ
め
ん

源
仲
綱

80
浅
茅

は
ら

末
葉

に
す

が
る

露

の
身

に
も

と

の
雫

を
よ

そ
に

や

は
見

る
。

さ

れ
ば
諸

行
無

常
、

是
生

滅
法
、

生
滅

々
已
、
寂

滅
為

楽

と
観

ぜ

ん
人
、

仏
法

の
宝

を
ま

う
く

る
も

の
也
。

こ

こ
で
は
諸

法

空

・
諸

行
無

常

を
観

じ
る
歌

と

し

て
、

『
維
摩

経
』

の
十

喩

の
心
を

詠

ん
だ
歌

を
挙
げ

て

い
る

(久
遠

寺

抜
書

本

で
も

79

永

縁
歌

を

除

く
四

首
が

引

用
さ

れ

て

い
る

)
。

そ

の
冒

頭

に

「
手

に

結

ぶ

」
歌

が

挙
げ

ら

れ

て

い
る

の
で
あ

る

(五
}。

こ

こ
に
も

や

は

り

こ
の
歌

が
空
観

・
無

常
観

の
歌

と

し

て
知

ら
れ

て

い
た

こ
と
が

う

か

が
え

る
。

一
方

の
満

誓

の

「世

の
中

を
」

歌

は
、

そ

の
内

容
が

『
維

摩
経

』

の
十

喩
と

は
関
わ

り
が
な

い

の
で
こ

こ
で

は
引

か
れ

て

い
な

い
。

し

か
し
、

そ
れ

に
類

似

し
た
源

順

の

77

「
世

の
中
を

」
歌

が
挙

げ
ら

れ

て

い
る
。

順

の
歌

の

「
い
な

づ
ま

」

は

『
維

摩
経

』

の
十
喩

の

一
つ

「
電
」

と
対

応
し

て
お

り
、

ま
た

『
宝
物

集

』
前

掲
引

用
部

分

の
直
前

で
引

か
れ

る
経
典

の
う

ち

『
金

剛
般
若

経
』

の

コ

切
有

為
法

如
夢

幻
泡

影

如

露
亦
如

電

応
作

如
是

観

」
と

も
対
応

し
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て

い

る
。

こ
の
順

の
歌

は
、
『
源

順
集
』

に
、

応

和

元
年
七

月
十

一
日

に
、
よ

つ
な

る
を

ん
な
ご

を
う

し
な

ひ

て
、

お
な

じ
年

の
八
月
六

日
に
、

又
い

つ

つ
な

る
を

の
こ

子
を

う

し
な

ひ

て
、
無
常

の
思

ひ
、

こ
と

に
ふ
れ

て
お

こ
る
、

か
な

し
び

の
な
み

だ
か
わ

か
ず

、
古

万
葉
集

の
中

に
沙

弥
満
誓

が

よ

め

る
歌

の
中

に
、
世

の
中

を
な

に
に

た
と

へ
ん
と

い

へ
る

こ
と

を

と
り

て
、

か
し
ら

に
お

き

て
よ
め

る
歌
十

首

と

し

て
詠

ま

れ
た
十

首

の
歌

の
七
首

目

で
、

満
誓

の
歌

の
上

二
句

を

借

り

て
詠

ん
だ

無
常

の
歌

で
あ

る

こ
と

が
知

ら

れ
る
。

『
万
葉

集
』

読

解

に
も
携

わ

っ
た
順
が

、
満

誓

の
歌
に
着

目

し
た

の
で
あ

ろ
う
。

こ

の
後
、
先
述

の
よ
う

に
満
誓

の
歌

が

『
和

漢
朗

詠
集
』
『
拾

遺
集

』

に
も
引

か
れ

る

こ
と
と
な

る
。

さ

て
、

順

は

「
世

の
中

を
何

に
た

と

へ
ん
」

で
始
ま

る
歌

を
十

首

詠

ん

だ

の

で
あ

る

が
、

『
後

拾
遣

集

』

に

「
ほ

の
か

に

て
ら
す

宵

の

い
な
づ

ま
」

の
み

が
入
集

し
た

こ
と

で
、

こ

の
歌

が
特

に
知

ら
れ

る

と

こ
ろ
と

な

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

『
宝

物

集
』

の
引

用
も

そ

の
影

響

に
拠

る

の
で
あ

ろ
う

(六
)。

た

だ
し

、
『
宝

物
集

』

作
者

も
読
者

も

、

順

の

「
世
中
を

何

に
た
と

へ
ん

」
で
始

ま

る
歌

に
、
当
然

満
誓

の

「
漕

ぎ

行
く
舟

の
跡

の
白

浪
」
歌
も
想

起

し

て
い
た

こ
と

で
あ
ろ

う
。
『
和

漢

朗

詠
集

』

『
拾
遺

集

』

に

入
集

し
た

満

誓
歌

は
、

『
方

丈

記

』

に

も

「若
跡

ノ
白

浪

ニ

コ
ノ
身

ヲ
寄

ス
ル
朝

ニ

ハ
、

岡
屋

二
行

キ
カ

フ

船

ヲ
ナ
ガ

メ

テ
満

沙
弥

ガ

風
情

ヲ

ヌ
ス
ミ
」
と

あ

る

の
が

知
ら

れ

る

よ
う

に
鎌
倉

時
代

に

は
無
常

を
代

表
す

る
歌

と
な

っ
て

い
た
、

ま
た

『
撰
集

抄
』

巻

}
第
六

話

に
は
、

世
中
を

何

に
た
と

へ
ん
、

あ
さ

朗
漕

行
舟

の
跡

の
白

波

の
消
ぬ

め
る

は
。
秋

の
田
を

ほ

の
か
に
照

す
宵

の
稲
妻

の
、

や
が

て
光

の
見
え

ざ

ん
め

る
は
。

僅

に
し
ら
波

の
立

な
が

ら
、

光

ほ

の
め

く
に
ば

か
さ

れ

て
、
年

は

い
た
く

た
け

ぬ
れ
ど

、
(七
v

と

し

て
、

「漕

ぎ

行

く
舟

の
跡

の
白
浪

」
歌

と

「
ほ

の
か

に

て
ら
す

宵

の

い
な

づ

ま

」
歌

を
併

せ

て
引

用

さ
れ

て
い

る
の

で
あ

る
。

「世

の
中

を
何

に
た

と

へ
ん
」

の
歌
と

し

て
、

こ

の
二

つ
が
代

表
的

な
歌

と

し
て
広

ま

っ
て

い
た

の
で
は
な

い
か
。

こ
れ
ら

の

こ
と

か
ら

『
宝

物
集
』

以
降

に
は
、
諸

法
空

・
諸

行
無

常

の
歌
と

し

て
、

紀
貫

之

.

満
誓

そ

し
て
源
順

の
歌

が

し
ば

し
ば

取

り
上
げ

ら

れ

て

い
た

こ
と
が

う

か
が

え

る
。

と

こ
ろ

で
、

『
宝

物
集

』

は

十

二
門

の

「
観
念

」

の

中

で
も
、

「空
観

」
を

取
り

上
げ

て
説

明
を

し

て
い
る
。

次
に

空
観
と

申

は
、
色

即
是

空

の
思

ひ
を
な

し

て
、

諸
法

空
と

し
り

、
無

大
無

小

の
観

を

い
た

し

て
、

一
切
有
と

思

は
ぬ
な

り
。

観

身
岸

額
離

根
草

論
命

江

頭

不
繋
船

こ
の
故
に
、

人
も

む
な

し
、

我
も

む
な

し
、

是
も

む
な

し
、
彼

も
む
な

し
、

浄
土

も
な

し
、

地
獄

も
な

し
。

「観

身

…

…
」

の
句

は
や

は

り

『
和

漢
朗

詠
集

』

「無

常

」

に
引

か

れ
る

句

で
あ

る
。
『
宝

物

集
』
は
空
観

を
テ

―

マ
と
す

る
歌

の
う

ち
、
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『
維
摩

経
』

の
十

喩

の
歌
を

す

で
に
引

用
し

て

い
た

た
め

か
、

こ
の

「空
観

」

の
項

目

で
は
そ

の
よ
う
な

讐

喩
を
詠

ん
だ

歌

で
は
な

く
、

魏
色

に

の
み

そ
め

し
心

の
悔

し
さ

に
空
し
と

と
け

る
法

ぞ
う

れ
し

き

む
な

な

ど
、

「
空

し
」

の
語

を
含

ん
だ
歌

ば

か

り
を

挙
げ

て

い
る
。

し
か

し
、
『
宝

物

集
』

二
巻

本

で
は
、

こ

の

「観
身

…

…
」
の
句

の
後

に
、

世

中
を

な
に

Σ
た
と

へ
ん
あ
さ
ぼ

ら

け

こ
ぎ

行
舟

の
あ
と

の
白

な

み

の
満
誓

歌
を

挙
げ

て
い

る

の
で
あ

る

(ム
。

お
そ

ら
く
、

『
和

漢
朗

詠

集
』

の
連

想

に
拠

る
ま

で
も
な

く
、

空
観

を
詠

ん
だ

著
名
な

満
誓

の

歌
を

引

い

て
き
た

の
で
あ

ろ
う
。

こ

の
よ

う

に
、

満
誓

・
順

・
貫
之

の
歌

は

い
ず

れ
も
空

観
を

主
題

と

し
た
代

表
的
な

歌

と
し

て
連
想

さ

れ

て

い
た

こ
と

が
確

認

で
き

る
。

こ
れ
ら

の
歌

は
空
観

・
無

常
観

の

歌

の
代
表

と

し
て
、

中
世

の
法

談
や

唱
導

に
際

し

て
も
、

し
ば

し
ば

利
用

さ

れ
て

い
た

は
ず

で
あ
る

〔九
)。

源

信

の
説

話

は
、

『
沙

石
集
』

で
は
和

歌

の
狂
言
綺

語

観
を

説

く

た
め

の
説

話
と

し

て
用

い
ら
れ

て

い
た
。

し
か

し
そ

こ
で

の
和
歌

は

無
常

観

・
空

観

と

い

っ
た

「
観
念

の
助
縁

」

(袋

草

紙
)

を
説

く

も

の
で
あ

っ
た
。
無

常
観

・
空

観
を

説
く

場

で

「世

の
中

を
」
歌

と

「
手

に
結

ぶ
」
歌

が
併

せ

て
引

か
れ
続

け

る
中

で
、
源

信

の
説
話

が
共

に

引

か
れ

た
と

き
、

「
手

に
結

ぶ
」

歌

も
ま

た
源

信

説

話
に

結
び

付

け

ら
れ

る
契
機

が
与

え

ら
れ
た

の
だ

ろ
う

。

四

同
じ
テ
ー
マ
の
も
と
で
説
話
と
和
歌
と
が
並
ん
で
引
か
れ
た
と

き
、
和
歌
は
容
易
に
そ
の
説
話
と
結
び
つ
き
新
た
な
和
歌
説
話
が
生

ま
れ
る
。

『
宝
物

集
』

巻
第

二

「
六
道

」

の

「地

獄
道
」

を

説
く

中

で
、
か

の
有

名
な

醍
醐

天
皇

の
堕

地
獄

を
描

く
、

日
蔵

上
人

蘇
生

諦
が

引

か

れ

て

い
る
。

金
峰

山

の
日
蔵

上
人

は
、

無
言

断
食

に

て
行

じ
け

る
ほ
ど

に
、

秘
密

鍮
伽

の
鈴

を

に
ぎ
り

な
が

ら

死

い
り
侍

り
け

る
。
地

獄

に

し

て
延
喜

の
聖

主

に
あ

ひ
た

て
ま

つ
る
。

御
門

、
上

人
を

見
給

ひ
て

の
た
ま

は
く

「
地
獄

に
来

る
も

の
、

ふ
た

㌧
び

人
間

に
帰

る
事

な

し
。

汝

は
よ

み
が

へ
る

べ
き

も

の
な

り
。

我

、

父
寛
平

法
皇

の
た
め

に
不
孝

な
り

き
。

ま
た
、

無
実

を

も

っ
て
菅

原
右

大

臣
を
流

罪

し
た
り

き
。

こ
の
罪
科

に
よ

り

て
、
今

地
獄

に
落

て
苦
患

を

う
く
。

か

な
ら
ず

皇

子

に
か
た

り

て
苦
患

を
と

ぶ
ら

ふ

べ
し
」

と
仰
事

あ

り
け

れ
ば
、

か
し

こ
ま
り

て
う

け
給

け
れ

ば

、

「
冥
途

に

は
罪

な

き
を

も

つ
て
あ

る

じ
と

す
。

上

人
わ

れ

を
う
や

ま

ふ
事
な

か

れ
」
と

仰

ら
れ

け

る
こ
そ

か
な

し
く
侍

り

つ
れ
。

高

岳
親

王
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0
い
ふ
な

ら
く
奈

落

の
中

に
入
り

ぬ
れ
ば

刹
利

も
首

陀
も

か

ー
は
ら
ざ

り
け

り

こ

の
歌

こ
そ

お
も

ひ
あ
は

せ
ら
れ

て
あ
は

れ
に
侍

つ
れ
。

地
獄

に
堕

ち
た

醍
醐
帝

の

「冥
途

に
は
罪

な
き

を
も

つ
て
あ

る

じ
と

す

。
上

人
わ
れ

を
う
や

ま
ふ
事

な
か
れ

」
の
発
言

に
思

い
合

わ
せ

て
、

高

岳
親

王

の

「
い
ふ
な

ら
く
」

歌
が

引
か

れ

て
い
る
。

こ
の
説
話

と

和
歌

と

は
、
『
宝

物
集
』

が

独
自

に
結

び
付

け
た

も

の

で
は
な

く
、

当
時

唱
導
な

ど

で
併
せ

て
語
ら

れ

て

い
た

も

の
で
は
な

い
か
と
も
推

測

さ

れ

て
い
る

(+
)。

と

こ
ろ

で
、
『
宝

物
集
』

の
影
響

を
受

け

て

い

る

こ
と
が

指
摘

さ

れ

て

い
る

『
延
慶

本

平
家

物

語
』
(土
)
は
、

第

六

巻

末

で
後
白

河
法

皇
が
行

幸
先

の
寂

光
院

で

「
六
道

四
生

三
途

人
難

之
苦
患

ノ
様

」
を
描

い
た
障

子
を
見

る
場

面

で
、

こ
の
説

話
と
和

歌

と
を
引

い
て
い
る
。

延
喜

ノ
聖
主

ノ
地
獄

二
堕

サ

セ
給

テ
、
金
峰

山

ノ

日
蔵
上

人

二

向

セ
給

テ
、

.
イ

フ
ナ

ラ
ク

ナ
ラ

ク

ノ
底

ニ
ヲ
チ

ヌ

レ
バ
刹

利

モ
首
陀

モ

カ

ワ
ラ
ザ

リ
ケ

リ

ト
炎

ノ
中

ニ
シ

テ
悲

セ
給

ケ

ム

モ
カ
ク

ヤ
ト
哀

ニ
ゾ
被

思
食

ケ

ル
。

簡

略

で
あ

る
が
、

こ
こ
で
は

醍
醐
帝

が

「
い
ふ
な

ら

く
」

歌
を
詠

じ

た

と

理
解

で
き

る
内

容

に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
や

は
り

『
宝

物
集

』

と

の
関
係

が
指

摘

さ

れ

て

い
る

『
源
平

盛

衰
記

』
+̂
三

は
、
巻

第

八

で
西

行
が
白

峰

の
崇
徳

院

の
墓
を

参

っ
た
場

面

で
も

、
醍

醐
帝

の
歌

と
し

て

「
い
ふ
な

ら
く
」

歌
を
引

い
て

い
る
。

最

物
サ

ビ

シ
カ
リ

ケ

レ
バ
、

ヨ
シ
ヤ
君
昔

ノ
玉

ノ
床

ト

テ

モ
係

ラ

ン
後

ハ
何

ニ
カ

バ
セ

ン

ト
読

ケ

ル

ハ
、
彼

延
喜

ノ
聖
主

ノ

イ

フ
ナ
ラ

ク
奈
落

ノ
底

二
入

ヌ
レ
バ
刹
利

モ
首

陀

モ
カ

ハ

ラ
ザ

リ

ケ
リ

ト
申
御

歌

二
思
合

テ
哀
ナ

リ
。

醍
醐

帝

が

「
い
ふ
な

ら

く
」

歌
を

詠

ん
だ

と

い
う

誤
解

は
、

『
宝

物

集
』

の
影
響

に

拠

る
と

も
考

え

ら

れ
る

だ

ろ
う
。

『
宝

物
集

』

に
は

古
砂

本

で
あ

る
光
長
寺

本

の
よ
う

に
和

歌

の
後
に
詠

み

人
を
挙
げ

て

い
る
も

の
も
あ

り
、

ま
た
書

陵
部

蔵

一
巻
本

は
宝

物
集
型

日
蔵

説
話

で
高

岳
親

王

の
名
前

を
挙
げ

て
お
ら
ず

「
い
ふ
な

ら
く

」
歌
が

醍
醐

帝

の
歌

で
あ

る
か

の
よ
う

に
誤
解

さ

れ
る

お
そ
れ

の
あ

る
本

文
を
有

し

て

い
る
。

そ
う

い

っ
た

本
文

の
誤
読

か
ら

、
右

の
よ

う
な

誤
解

が

生

じ
た

可
能
性

は
あ

る
。

し
か

し
、

そ

の
よ
う
な

テ

キ

ス
ト

の
誤
読

に

理
由
を

求

め
る
必

要

は
な

い
だ

ろ
う

。

醍
醐
帝

の
状

況
と

心
情

を

的
確

な
ま

で
に
表
現

し
た

「
い
ふ
な

ら
く
」

歌

は
、
仏

法

を
説
く

場

に

お

い
て
、

そ

の
詠

み
人

が
誰

で
あ

る

の
か
は

ほ
と

ん
ど
問

題

に
は

な
ら

な

か

っ
た

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

「
い
ふ

な

ら
く

」
歌

は

醍

醐
帝

堕
地

獄
説

話
と
並

ん

で
語

ら
れ

る

こ
と

で
、

一
体

化

し
て

し
ま
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い
、

醍
醐
帝

の
歌

と
な

る

こ
と

で
さ

ら

に
そ

の
効

果
を
増

し
た

の
で

あ
ろ
う

(+
三
)。

少
し
質
は
異
な
る
が
、
別
の
例
も
見
て
み
た
い
。
『沙
石
集
』
巻

王
は
、
西
行
が
讃
岐
に
崇
徳
院
御
廟
を
訪
ね
る
説
話
を
載
せ
る
。

一
、
西

行
法

師
、

国

々
修

行

し
け

る
に
、
讃

岐

院

の
御
廟

に
参

り

て
、

昔
、

十
善

の
余
薫

に

よ
り

て
、

万
機

の
政
を
治

め
、

四

海

の
帝

王
と

し

て
、

九
重

の
台

に
崇

め
ら

れ

て
御
座

せ
し

に
、

か

か
る

松
山

の
苔

の
下

に
埋
も

れ
給

へ
る
事

、

無
常
転

変

の
理

を

知
る

と

い

へ
ど
も

、
さ

し
あ

た

り
て

は
、

夢

の
心

地
し

て
、

哀

れ
に
覚

え
け

る
ま
ま

に
、

よ
し
や
君
昔
の
玉
の
床
と
て
も
か
か
ら
む
後
は
何
に
か
は

せ
む

御
墓
の
下
に
、
か
す
か
な
る
御
声
に
て
、

浜
千
鳥
跡
は
都

へ
通

へ
ど
も
身
は
松
山
に
音
の
み
ぞ
泣
く

こ
れ
も

有

名

な

説
話

で
あ

る

が
、

新

編

全

集

が

「『
山
家

集

』

『
西

行
上

人
集

』

『
古

事

談

』

(中

略

)

は

西
行

の
白
峰

詣

で
と

「
よ

し

や
君

」

の
歌

の
み
を
載

せ

る
。

他

方
、

『
保

元
物

語
』
・
長
門

本

『
平

家

物

語

』

『
源

平

盛

衰

記
』

『
白

峰

寺
縁

起

』

で
は
、

西

行

の
白
峰

詣

で
と

「
よ
し
や

君
」

の
歌

を
記

載

し
た
上

に
、

そ
れ

以
前

に
生
前

の
讃
岐

院
が

「浜

千
鳥

」

の
歌
を

詠

じ
た
と

す

る
。

本
書

の
み
が

西

行

へ
の
返
歌

と
す

る
が

不
自
然

で
あ

る
。
」
と
注

し

て

い
る
。
今

『
源

平

盛
衰

記
』

を
見

て
み

る
と
、

先

に

「
い
ふ
な

ら
く

」
歌

と
併

せ

て

引

用

し
た

部

分
が

、

「
よ

し
や

君
」

歌

の
場

面

で
あ

る
。

そ
し

て

こ

れ

よ

り

も
前

に
崇

徳

院

が
讃

岐

か
ら

御

室

に
送

っ
た

文

書

の
奥

に

「
浜

千
鳥

」

の
歌

が
書

き
付

け

て
あ

っ
た

と

し

て
い

る

の
で
、

「浜

千
鳥

」

歌
を

西
行

へ
の
返

歌
と

す

る

の
は
不
自
然

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

「
浜

千
鳥

」

は
筆

跡
を

意
味

す

る

の
で
、

歌
意

か

ら

し

て
も

酉

行

に
対

す

る

返
歌

と

し

て
は
合

わ
な

い
だ

ろ
う

(『
沙

石
集

』

で
も

内

閣
文

庫

本

の
よ

う

に
、

「
浜

千
鳥

」
歌

を

「
㎝
説

、

カ

ス
カ

ナ

ル

御
音

三
ア、

苔

ノ
下

;」

と

し
て
挙
げ

て

い
る
も

の
が
あ

る

こ
と

は
注

目

さ

れ

る

+̂
四
〕)
。

し
か

し

『
源

平
盛

衰

記
』

で

「
浜

千
鳥

」

歌

を
書

き
付

け

た
と
す

る
文

書

に
は

「
昔

ハ
椀

門
崇

廟

ノ
窓

ニ
シ
テ
、

玉
体

遊
宴

ノ
心

ヲ

ヤ

ス
メ
、
今

ハ
離
宮

外
土

ノ
西
海

ノ
浪

ニ
ク
ダ

カ

レ

テ
、

江
南

浮

沈

ノ
哀

声

ヲ
加

フ
…
…

」
と

あ

っ
た
と

し

て

い
て

(『
保

元

物

語
』

も

同

様

)
、

『
沙

石
集

』

に

説

く
崇

徳

院

の
境

遇

の
描

写
と

重
な

る
。

も
ち

ろ
ん

、

こ
れ
ら

は
配
流

の
憂

き

目
に

あ

っ
た
高

位

の

者

に
対
す

る
常
套

表

現

で
あ
る

が
、
崇

徳
院

の
境

遇

を
表

し
た

「浜

千
鳥

」
歌

が
西
行

に

対
面
す

る

場
面

で
用

い
ら

れ
る

こ
と

は
、

む
し

ろ

一
層
悲
哀

を

か
き
立

て
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

こ

の
説

話
も

前

掲

の
醍
醐

帝
堕

地
獄

説
話

と

同
様
、

身
分

の
無

常

を
象
徴

す

る
説

話
と

し

て
広

く

語
ら

れ

て
い
た

は
ず

で
あ

る
。
多

少

歌
意

は
ず

れ
る

と
し

て
も
、

王
位

も
ま

た
無
常

で
あ

る
と
す

る
崇

徳
院

の
説

話
を

語

る

に
当

た

っ
て
、

「
浜
千

鳥
」

歌

を

西
行

へ
の
返

歌

と

し

て
利

用

す
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る

こ
と
が

あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。
説

話
と

と
も

に
語
ら

れ
た

和
歌

は
、

よ

り

一
層

効
果
的

に
利

用
さ

れ
、
説
話

に
組

み
込
ま

れ

て

い
く
。
『
源

平
盛

衰
記
』

が
崇

徳
院

の

「
よ

し
や
磐
」

歌

と
醍
醐
帝

の

「
い
ふ
な

ら
く

」
歌

を
併

せ

て
引

用
し

て

い
る
と

こ
ろ

に
も
、

王
位

の
無
常

と

い
う

テ
ー

マ
を
通

し

て
、

新

た
な
歌

の
連

想
が

生

じ
て

い
る

こ
と
が

う
か
が

え

る

の
で
あ
る
。

さ

て
、
改

め

て
第

二
章

で
触

れ
た

『
沙

石
集
』

の
和
歌

に
戻

り
た

い
。

兼
輔

の

「人

の
親

の
」
歌

も
基
俊

の

「
い
と

け
な

き
」

歌
も
、

と

も

に
子
を

思
う
親

の
歌

で
あ

つ
た
。

先

に
引

用
し
た

よ
う

に
、

こ

の
二
首

は

『
宝

物
集
』

十

二
門

の
第

六

「臓

悔
」

の
う

ち

「
刹
利

居

士

の
戯
悔

」

に

つ
い
て
説

く
中

で
挙
げ

ら

れ

て
い
る
。

「刹

利

居
士

の
繊

悔

」
と

は
、

「
正
法

(
仏
法

)

の
精

神

を
以

て

正

し

い
政

治

を

行
う

こ
と

」

で

あ

り
、

「有

相

の
戯

悔

」

「
無

相

の

臓
悔

」
と

と
も

に

三
種

の
臓
悔

の

一
つ
で
あ

る

(石

田
瑞
暦

『
仏
教

語
大

辞
典

』
)
。

新
大

系

の
脚

注

に
指

摘
す

る
と

お
り

、
『
観
普

賢
菩

薩
行

法

経
』

は

「刹

利

居
士

の
臓

悔

」

に

つ
い
て
、

「義

空
を

憶
念

し

(第

一
)
、

父
母

に
孝
養

し

(第

二
)
、

正
法
も

て
国

を
治

め

(第

三
)
、

六
斎

日

に
不

殺

を

行

じ

(
第

四

)
、

深

く

因

果
を

信

す

(第

五
)
」

の

五

つ
の
臓

悔
法

を

挙
げ

て
い

る
。

こ

の
二

つ
目

が

「
第

二

臓
悔

者

、
孝

養

父
母

恭
敬

師

長
。

是

名
修

第

二
臓
悔

法

。
」
と

す

る

父
母

へ
の
孝

養

で
あ

る
。

『
宝

物

集
』

は

「刹

利

居
士

の
識

悔

」

の

冒
頭

で
、

刹
利

居
士

の
臓
悔

と

云
は
、

正
法

を
も

て
国

を
治

し
、

六
斎

日

に
も

の
の
命

を

殺
さ
ず

、
境

の
う

ち

の
殺
生

を
と

ゴ
め
、

父
母

に
孝
養

す

る
を
申

た

る
也
。

と

し
て
、

五

つ
の
俄
悔

法

の
う
ち

、
第

三
、

第
四
、

第

二

の
み
を
挙

げ

、

以
下

に
そ

の
具
体

例
を

列
挙

し

て
い
る
。

そ

し
て

父
母

へ
の
孝

養
に

つ
い
て
は
、

冒
頭

に
、

父
母
孝

養

し

て
仏

に
成

べ
し
と
申

は
、

臓
悔

の
中

の
第

一
の
臓

悔

に

て
ぞ
侍

る

べ
き
。

父

の
恩

の
高

き
事

、
須

弥

の
ご
と

し
。

母

の
徳

の
ふ
か
き

事

は
、
槍

海

に
に
た

り
。

と
し
、

父

母

へ
の
孝
養

が
最

も
重

要
な

儀
悔

で
あ

る

こ
と

を
説

く
。

そ
し

て
説
話

と
共

に
前
掲

の

一
群

の
和

歌
が

引
か

れ
る
。

こ
れ

ら

の

歌

の
導

き

出
す
教

訓

は
歌

の
後

に
述

べ
ら
れ

て

い
る
。

是

ほ
ど

に
心
ざ

し

浅
か

ら
ぬ
親

の
た
め

に
、
孝
養

報

恩
せ

ん
人

、

い
か
～

繊
悔

と
な

ら
ず

も
侍
ら

ん
。

「
こ
れ

ら

の
歌
か

ら
も
わ

か

る
よ
う

に
、

親

は
子

の
事

を
思

っ
て
い

る

の
だ

か
ら
、

そ

の
親

の
た

め
に
孝

養

を
尽

く
す

こ
と
が

臓
悔

と
な

る

の
だ

」
と

い
う

の
で
あ

る
。

続

い

て
、

し
か
り

と

い

へ
ど
も

、

天
人
は

た

の
し

み
に
ふ

け
り

て
、
孝

養

の
心
ざ

し
無
、

三
途

は
苦

に

せ
め
ら

れ

て
、

父
母

の
事
を

し
ら

ず
。

た

ゴ
人

界
に
生

を
う

け
た

る

た
び
、

父

母
に
孝

養

し

て
第

一
の
臓
悔

と
な

し
た

ま
ふ

べ
き

な
り
。
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と
、

繰
り

返

し
孝

養

が
最

も
重

要
な
臓

悔

で
あ

る
と
説

く
。

こ

の
後

に
も

父
母

に
対
す

る
孝

養

の
説
話

の
例

示
な

ど
が

続
き
、
最
後

に

「
父

母

に
孝
養

す

る
も

の
往
生

す

べ
し
と

い
ふ
事

は
、

是

に
て

こ
そ
し
ら

れ
侍

り
ぬ

れ
。

こ
れ

ら
を

刹
利
居

士

の
臓
悔

の
大

意
と
す

」
と

し

て

い
る
。

し

た
が

っ
て

『
宝

物

集
』

は

、

「
人

の
親

の
」

歌
や

「
い
と

け
な

き
」

歌
を

、

父
母

へ
の
孝
養

を
説

く
た

め

の
証
歌

と
し

て
用

い

て
い
る

こ
と
が

わ
か

る

の
で
あ

る
。

『
宝

物
集

』
は
、
こ

の
他

に
も
孝

養

に

つ
い
て
説

く
場

面
が
あ

る
。

巻
第

一
の
宝

物
論

の
中

で
、
子
が
宝

で
あ

る

こ
と
を

説
く
段

で
あ

る
。

こ
こ

で
は
、

「
人

の
子
、

親

の
為

に
宝

と

み

ゆ
る

た

め
し
、

少

々
申

侍

る
べ
し

」
と

し

て
、
孝

子
伝

等
に

引
か

れ
る
孝

子
諌

を
列

挙
す

る
。

そ
し

て

「
い
か
成

武
士

と

い

へ
共
、

親

の
為

に
な

き
跡
ま

で
忌

日
報

恩
を

せ

ぬ
者

や

は
侍

る

」

「
人

の
、

子
な

か

ら
む

は
、

心
う

く

悲

し

き
事

に

て
ぞ
侍

る

べ
き

」
な

ど
、

子

は
親

に
孝

養

を
尽
く

し

て
く
れ

る
か

ら
宝

で
あ

る
と

い
う

こ
と
を

説

い
て

い
る
。
孝

養

は
繰
り

返
し

説

か

れ
る
重

要
な

テ
ー

マ
で
あ

っ
た
。

父
母

へ
の
孝
養

は

、
『
宝

物

集

』

に
見

る
ま

で

も
な

く
、

仏
教

に

お

い
て
重
要

な

テ
ー

マ
で
あ

っ
た
。

特

に
唱
導

に

お

い
て
孝
養

が
最

も

強
調

さ
れ

る

テ
ー

マ
の

一
つ
で
あ

っ
た

こ
と
は
、

多
く

の
唱
導

文

献

が
物

語

る
と

こ
ろ

で
あ

る

(+
五
)。
唱

導

で

は
親

に
対
す

る
孝

養
を

説
く
中

で
、

当
然

の
こ
と
な

が
ら

子
に

対
す

る
親

の
恩
愛

が
説

か
れ

る
。
近
年
翻

刻
紹
介

さ

れ
た

『
金

玉
要

集
』
+̂
六
)
を
例

に
挙
げ

る

と
、

第

二

「慈

父
孝

養

之
事

」

で
、

「次

恩

愛
ト

申

ハ
、

慈

父
ノ
高

恩

ハ七

万
人
千

【
百

廿
里
、
摩

頂
,
積

徳

ハ
一
十

三
年
六

百

日
夜

…
…

」
と

し
、

「
抑
、

父
恩

、
不

限
二
浄
飯

王
経

―∫
、
諸

経

二散
在

セ
2

と

し

て
経
典

等

か
ら

親

子

の
恩
愛

と
孝

養

の
説
話

を
挙
げ

て

い
る
。

唱
導

と
言

っ
て
も

、

よ
り
具

体
的

な
場

を
想
定

す

る
必

要
は
あ

る

が
、
『
宝

物
集

』

に
併

せ

て
引

か

れ
る

「
人

の
親

の
」

歌
や

「
い
と

け
な

き

」
歌

も
、

こ

の
よ
う
な

孝
養

を
説

く
た

め

に
、
親

の
恩

愛
を

詠

ん
だ

歌
と

し

て
利

用
さ

れ

て

い
た

と
考

え

る
こ
と

は

で
き
る

だ
ろ

う
。

「
人

の
親

の
」
歌

の
方

が

よ

り
瞼

表

し

て

い
た

よ
う

で
は
あ

る

が

、
離

れ
た
奈

良

の
地

に
あ

る
子
供

を
想

う

「
い
と

け
な

き
」

歌
も

ま

た
、

し

み

じ

み
と
琴

線

に
触

れ

る
歌

と

し

て
、
『
宝

物
集

』

以
降

に
も
孝
養

を
説

く
和

歌
と

し

て
し
ば

し
ば

利
用
さ

れ

た

の

で
は
な

い

か
。

そ

こ

で
は
お

そ
ら

く
、

「
昔
或

人

モ
、

子

ヲ
奈

良

ノ
都

ニ
ヲ

キ

テ
」
と

い

っ
た
詞
書

き
と

共

に

一
つ
の
和

歌
説

話
と

し

て
語
ら

れ
た

で
あ

ろ

う
。

そ
し

て
同

じ
く

子
を
想

う
著

名
な

「
人

の
親

の
」

歌
が

並

ん

で
詠
ま

れ
た

と
き
、

こ
の
歌
も

ま
た
奈

良

に

い
る
子

供
を

呼
ん

だ

歌

と
し

て
結

び

つ
い

て
い

っ
た

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

『
沙

石

集
』
の
誤
解

は
、
こ
う

し
た

と

こ
ろ
か

ら
生

ま
れ

た
と
考

え

ら
れ

る
。

い
く

つ
か
例
を

挙
げ

た
よ

う
に
、

そ

の
歌

を
誰

が
ど

の
よ

う
な
立

場

で
詠

ん

だ

の
か
と

い
う

こ
と
は

ほ
と

ん
ど

問
題

で

は
な
か

っ
た
。
『
後

撰
集

』

を
は

じ
め
諸

書

に
引
用

さ
れ

る
著

名
な

「人

の
親

の
」

歌

の

背
景

を
無

住
が

知

っ
て

い
た
か

ど
う

か
は
、

あ

ま
り

問
題

と
な

ら
な
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い
だ

ろ
う

。
詞
書

に

「
昔
或

人
も
、

子
を
奈

良

の
都

に
を

き

て
」

と

あ

る
よ
う

に
、

詠

み
人
を

「
或
人

」
と
抽

象

化
し

て

い
る
と

こ
ろ
に

も
、

二

つ
の
歌

が
実
際

の
詞

書
を
離

れ

て
結

び

つ
き
、

伝

え
ら

れ
て

い
た

こ
と

が
う

か
が
え

よ
う
。

た
だ

し
、

管

見
で

は
梵

舜
本

以
外

に

は

こ

の
説

話
が

見
ら
れ

な

い
こ
と

か
ら
、
結

果
的

に

は
無
住

は
疑

問

を
感

じ

て

『
沙

石
集

』
か
ら
削

除

し
て

し
ま

っ
た

の
だ

ろ
う

か

+̂
七
)。

こ
こ
で
は

『沙
石
集
』
の
極
短
い
和
歌
説
話
を
取
り
上
げ
て
推
測

を
重
ね
て
き
た
。

あ

る
和
歌

が
別

人

の
歌
と

し

て
歌

集
等

に
吸

収
さ

れ

て
い
く

こ
と

は
珍

し

い
こ
と

で
は
な

い
。
在

原
業

平
や

小

野
小

町
、

西

行
な
ど

の

半
ば
伝

説

化
し
た

歌
人

た
ち

に
は
、

多
く

の
和

歌
が
結

び
付

く

こ
と

で
伝

承
が

形
成

さ

れ

て
い

っ
た

(+
△
。

ま
た

道
真

の
よ
う

に
神
格

化

し
た

人
物

に
和

歌
が

仮

託
さ

れ

て
い

っ
た
例

も
あ

る

(克

)。

し

か
し

こ

こ
で
見
た

例

は
、
そ

の
よ
う

な
著

名
な

個

人

の
権
威

に
引
き

つ
け

ら
れ

た
も

の
で

は
な

い
。

仏
法

を
説

く
た

め

に
引

か
れ
た

和
歌

は
、

同

じ

テ
ー

マ
の
も
と

に
集

め
ら

れ

た

他

の
説
話

と

結

び

つ
く

こ
と

で
、
新

た
な

イ

メ
ー
ジ

を
獲
得

し

て

い

っ
た

の
で
あ

る
。

〈注
〉

(
一
)
『
秋
思
歌
』
は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書

『
為
家
詠
草
集
』
所
収
。
『
秋
思

歌
』
に
は

「な

み
だ
や
は
か

ン
れ
と
て
し
も
な

で
こ
じ
と
こ
の
く
ろ

か
み
を
み
る
ぞ
か
な
し
き
」
の
歌
が
あ
る
が
詞
書
は
な
く
、
歌
も

『
沙

石
集
』
と
は
異
同
が
あ
る
。
佐
藤
恒
雄
氏
は
解
題

で

「『
沙
石
集
』

の

形
が
願
文
の
段
階

で
の
定
稿

で
あ

っ
た
は
ず
で
、
」

「『
秋
思
歌
』

の
形

は
、
そ
れ
以
前

の
段
階

に
お
け
る
草
稿
形
で
あ

る
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
。

(二
)
片
仮
名
古
活
字
本
は
黒
田
彰

『
身
延
文
庫
蔵
宝
物
集
中
巻

付
片
仮

名
古
活
字
三
巻
本
』

(和
泉
書

院
、

}
九
八
四
)
、
古
紗
本

・
久
遠
寺

抜
書
本
は
貴
重
古
典
籍
叢
刊

『
古
紗
本
宝
物
集
』

(角
川
書
店
、

一
九

七
三
)
に
拠
る
。

(
三
)

ま

た
、

同

時
期

成

立

の

『
三

宝
絵

』

は

冒
頭

に

、

「世

中

は

」
歌

を

挙
げ

て

い
る

(第

三
句

を

「朝
ま

だ
き

」

と
す

る
)。

(
四
)
新
大
系
脚
注
に
は

「
入
月
」
は

『
維
摩
経
』
に
用
例
が
な
く
誤
写
か

と
す
る
。
久
遠
寺
抜
書
本
は
こ
の
箇
所
、
「
イ
ナ
ヅ

マ
ノ
如

シ
」
と
し

て
い
る
。

(五
)
新

大

系
脚

注

に
も

示
さ

れ

る
よ

う

に
、

76

「手

に
結

ぶ
」

歌

の
詠

む

「
水
中

月

」

は

『
維
摩

経

』

の
十

喩

に
は

な

い
が
、

十

喩

の

一
つ
に

数

え
ら

れ

る

こ

と

が
あ

っ
た

よ

う

で
あ

る

。

新

間

一
美

「仏

教

と
和

歌
―

無

常

の
比

喩

に

つ
い
て
ー

」

(『
論
集

和

歌

と

は
何

か

』

笠
間

書
院

、

}
九

八
四
)

参

照
。

(六
)
『
後
拾
遺
集
』
が

『
宝
物
集
』

の
直
接

の
典
拠
と
な

っ
た

可
能
性
が

高
い
こ
と
は
、
黒
田
彰
子

『
中
世
和
歌
論
放
―
和
歌
と
説
話
と
ー
』
「宝

物
集

の
和
歌
」
(和
泉
書
院
、

一
九
九
七
)
参
照
。
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(七
)
『
撰
集
抄

校
本
篇
』
(笠
間
書
院
、

一
九
七
九
)
の
松
平
本
に
拠
る
。

(八
)
梁
瀬

一
雄

『
校
合

二
巻
本
宝
物
集
』

(碧
沖
洞
叢
書
第
三
輯
V
、
『
萩

野
文
庫
本
宝
物
集
』
(在
九
州
国
文
資
料
影
印
叢
書
、

一
九
八
三
)
に

よ
る
と
、

二
巻
本
諸
本
が
同
様
に
満
誓
歌
を
引

い
て
い
る
よ
う

で
あ

る
。

(九
)
法
華
経
直
談
資
料

に
限

っ
て
見
て
み
る
と
、
『
法
華
経
直
談
抄

(金

台
院
蔵
本
)』

(臨
川
書
店
、

一
九
八
九
)

「序
品
」
で
は

「十
界

ノ
諸

法

ハ
皆
無
常
也
」
と
説
く
中

で

「手
に
結
ぶ
」
歌
を
挙
げ

て
い
る
。

な
お
、
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
紗
』
(臨
川
書
店
、

一
九
九

一
)
「提
婆
品
」

で
は
源
信
説
話

で

「
手
に
結
ぶ
」
歌
を
、
『
直
談
因
縁
集
』

(和
泉
書

院
、

}
九
九
八
)
「安
楽
行
品
」

で
は
源
信
説
話
で

「世

の
中
を
」
歌

と

「手
に
結
ぶ
」
説
を
挙
げ

て
い
る
。

(十

)
山

下
哲

郎

「和

歌

の
流
転
1

「
い
ふ
な

ら
く

」
の
歌
を

め
ぐ

っ
て
―

」

(
「
明
治

大

学

日
本

文
学

」

19
、

一
九

九

一

・
八

)。

ま

た

日
蔵

の
説

話

と

「
い
ふ

な

ら

く
」

歌

と

の
結

び

つ
き

に

つ
い
て

は
拙

稿

「
中
世

説

話

集

に

お

け

る

日
蔵

上

人

蘇
生

諄

」

(
「国

語

国

文
」

67

・
2
、

一

九

九

八

・
二
)

で
論

じ

た
。

(十

一
)
武

久

堅

「『
宝

物

集
』

と

延

慶

本

平
家

物

語
」

(
「人

文
論

究

」

25

・
1
、

一
九

七

五

・
六

)
、

佐

伯
真

}

「
「畜

生

道
」

語

り
と

『
宝

物

集

』
」

(『
延
慶

本

平
家

物

語
考

証

三
』

新
典

社

、

一
九

九

四
)

な

ど
。

(十

二
)
中
島

秀
典

「『
源

平
盛

衰

記
』
と

『
宝

物
集

』
」
(
「軍

記
と

語
り

物
」

29
、

一
九

九

三

・
七

)
な

ど
。

(十
三

)
時

代

を

下

つ
て

『
一
乗
拾

玉
集

』

(臨

川
書

店

、

一
九

九
八

)

「序

品

」

に
引

く

同
説

話

で
も

、

「
…
…

ヤ

ル
方

ナ
ゲ

ニ
見

ヘ
テ
、

一
首

ノ

歌

ヲ

ア

ソ

バ

シ
ケ

リ

」

と
、

醍

醐

帝

が

「
い

ふ
な

ら

く

」
歌

を

詠

ん

だ

と

し

て
い

る
。
中

野
真
麻

理

『
一
乗

拾

玉
集

の
研
究

』

(同

)

に
指

摘
が

あ

る
。

(十
四
)
内
閣
文
庫
本
は
土
屋
有
里
子
編
著

『
内
閣
文
庫
蔵

『
沙

石
集
』
翻

刻
と
研
究
』

(笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
)
に
よ
る
。
ま
た
長
享
本
で
は

「
よ
し
や
君
」
歌

の
み
で
、

「浜
千
鳥
」
歌
は
引
か
れ
て
い
な

い
。

(十
五
)
『
言
泉
集
』
な
ど
の
唱
導
資
料
に
も
多
く
見
ら
れ
る
他
、
黒
田
彰

氏
が
紹
介
さ
れ
た

『
孝
行
集
』
は
孝
子
説
話
を
集
成

し
、
し
ば
し
ば

話
末
に
和
歌
も
引
く
唱
導
資
料

で
あ
る

(『
中
世
説
話

の
文
学
史
的
環

境

続
』

「孝
行
集
に

つ
い
て
」
和
泉
書
院
、

一
九
九
五
)。

田
中
徳

定

「『
法
華
百
座
聞
書
抄
』
の
説
経
に
み
る

「孝
養
」
を
め
ぐ

っ
て
」

(
「駒
澤
大
学
仏
教
文
学
研
究
」

4
、
二
〇
〇

一
・
三
)
に
も
説
経
で

孝
養
が
説
か
れ
た
様
子
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
徳

田
和
夫

「孝

子
説
話

を
め
ぐ

る
唱
導
と
絵
解
き
1

宗
教

文
化
研
究
と
説
話

の
場
―
」

(
「説

話
文
学
研
究
」

39
、

二
〇
〇
四

・
六
)
参
照
。

(十
六
)
『
礒
馴
帖

村
雨
篇
』

(和
泉
書
院
、
二
〇
〇
二
)
所
収
。
最
近
で

は
近
本
謙
介

「
唱
導

の
文

の
集
成
r
内
閣
文
庫
蔵

『
金
玉
要
集
』
に

つ
い
て
ー

」
(
「伝

承
文
学
研
究
」

53
、
二
〇
〇
四

・
三
)
に
詳

し
い

分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(十
七
)
諸
本
で
は
こ
の
替
わ
り
に
、
次

の
和
歌
が
引
か
れ
て
い
る
。
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あ
る
人
、
母
に
後
れ
て
、

し
ば

し
だ
に
忘
ら
れ
ば

こ
そ
慰
ま
め
面
影
ば
か
り
憂
き
も
の

は
な
し

た
だ
し
前
述
の
よ
う
に
、
『
沙
石
集
』

は
こ
の
前
後
に
子
を
想
う
親
の

歌
を
並

べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
梵
舜
本

の

「
い
と
け
な
き
」

歌
が
入
る
方
が
流
れ
は
自
然

で
あ
る
。

(十
八
)
例
え
ば
片
桐
洋

一
『
小
野
小
町
追
跡
』

(笠
間
書
院
、

一
九
七
五
)

な
ど
に
明
快
に
解
か
れ
て
い
る
。

(十
九
)
数
多
く

の
道
真
仮
託
歌
集
が
現
存

し
て
い
る
。
『
宝
鏡
寺
蔵

『
妙

法
天
神
経
解
釈
』
全
注
釈
と
研
究
』
(笠
間
書
院
、
二
〇
〇

}
)
所
収
、

渡
辺
麻
里
子

「道
真
仮
託
歌
集
リ
ス
ト
」
参
照
。

引
用
し
た
本
文

の
底
本
は
次
の
通
り

(文
中

で
示
し
た
も
の
を
除
く
)
。
引

用
に
際
し
て
は
、
適
宜
濁
点

・
句
読
点
を
施
し
た
。

『
沙

石
集
』
梵
舜
本

(
日
本
古
典
文
学
大
系
)
、
『
後
撰
集
』

(冷
泉
家
時
雨

亭
叢
書

『
後
撰
和
歌
集
』
)、
『
基
俊
集
』
『
楢
葉
集
』
『
拾
遺
集
』
『
源
順
集
』

(新
編
国
歌
大
観
)
、
『
袋
草
紙
』
(新

日
本
古
典
文
学
大
系
)
、
『
発
心
集
』
(新

潮
日
本
古
典
集
成
)
、
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
(汲
古
書
院
、

一
九
人
二
)、
『
源

平
盛
衰
記
』
(三
弥
井
書
店

「中
世
の
文
学
」
)。

(は

し
も
と

ま
さ

と

し

・
留

学
生

セ
ン
タ

ー
非
常

勤

講
師

)
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