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「
養
老
の
滝
」
説
話
の
展
開

　
　
　
　
　
　
　

│
│ 『
玉
櫛
笥
』
巻
一
の
第
一
話
「
養
老
の
滝
」
を
中
心
に 

│
│

金　
　
　
　
　

永　
　

昊

一
、　

は
じ
め
に

　

岐
阜
県
養
老
町
養
老
公
園
内
に
あ
る
養
老
の
滝
は
、
貧
し
い
孝
子
が
酒
を
好

む
老
父
（
ま
た
は
老
母
）
を
養
う
た
め
に
薪
を
採
り
に
山
に
入
り
、酒
の
滝
（
ま

た
は
泉
）
を
発
見
し
て
、
老
父
（
ま
た
は
老
母
）
に
与
え
る
と
い
う
説
話
の
題

材
に
な
っ
た
滝
で
あ
る
。
養
老
の
滝
説
話
は
『
続
日
本
紀
』
に
そ
の
原
型
と
な

る
記
録
が
見
え
、
そ
れ
以
後
、
説
話
集
・
御
伽
草
子
・
仮
名
草
子
・
浮
世
草
子
・

寺
社
縁
起
物
・
仏
経
注
釈
書
な
ど
の
様
々
な
書
物
に
採
ら
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
考
察
す
る
『
玉
櫛
笥
』（
七
巻
三
十
一
話
）
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）

に
林
義
端
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
浮
世
草
子
怪
異
小
説
集
で
あ
る
。
作
者
義
端

に
つ
い
て
は
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
に
浅
井
了
意
が
歿
す
る
と
そ
の
翌
年

に
は
遺
稿
集
『
狗
張
子
』
の
序
文
を
書
い
て
刊
行
し
、
同
年
十
月
に
は
中
国
明

代
の
文
言
伝
奇
小
説
集
『
剪
灯
余
話
』
の
和
刻
本
を
刊
行
し
た
こ
と
が
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
義
端
は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、『
剪
灯
余
話
』
と
『
狗
張
子
』
を

模
倣
し
て
『
玉
櫛
笥
』
を
刊
行
し
（
跋
文
に
よ
る
）、翌
年
に
は
そ
の
続
編
『
玉

箒
子
』
を
刊
行
し
た
が
、
い
ず
れ
も
近
世
怪
異
小
説
の
系
譜
に
お
い
て
、
談
義

本
と
初
期
読
本
へ
繋
が
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る

〈
注
１
〉。

　

近
世
怪
異
小
説
史
を
俯
瞰
す
る
時
、
義
端
の
作
品
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
創
作
方
法
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
明
ら
か

に
な
っ
て
お
ら
ず
、
検
討
す
べ
き
課
題
が
多
い
。
例
え
ば
、『
玉
櫛
笥
』
の
巻

頭
を
飾
る
巻
一
の
第
一
話
「
養
老
の
滝
」
の
場
合
、従
来
の
研
究
で
は
謡
曲
「
養

老
」、『
十
訓
抄
』
及
び
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
養
老
の
滝

説
話
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
収
集
し
た
養
老
の
滝
説
話
を
紹
介
し

た
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
先
行
作
品
か
ら
着
想
を
得
、
そ
れ
を
い
か
な
る
方
法

で
利
用
し
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
義
端
の
創
作
方
法
の
一
端
を
探

り
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
義
端
の
養
老
の
滝
説
話
は
い
か
な
る
性
格
を
有
す
る

作
品
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、『
玉
櫛
笥
』
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
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て
い
る
か
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
。

二
、　
「
養
老
の
滝
」
の
内
容
紹
介
及
び
先
行
研
究

　

で
は
、『
玉
櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ

う
。
話
が
長
い
た
め
、
筆
者
が
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
を
中
心
に
あ
ら
す
じ
を
記

す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、「
養
老
の
滝
」
の
本
文
は
江
本
裕
・
湯
沢
賢

之
助
編
『
玉
く
し
げ
』（『
古
典
文
庫
』
第
五
一
九
冊
所
収
、
白
橋
印
刷
所
、

一
九
九
〇
）
に
拠
っ
た
。

　

天
正
年
中
、
ⓐ
美
濃
国
本
巣
の
郡
に
草
野
の
何
某
が
住
ん
で
い
た
。
ⓑ
草
野

は
京
都
で
奉
公
し
て
い
た
が
、
ⓒ
老
母
が
病
気
で
あ
る
た
め
、
故
郷
に
帰
っ
て

看
病
を
し
た
。
草
野
は
近
郷
に
出
て
人
に
雇
わ
れ
、
そ
の
賃
で
魚
肉
を
買
っ
て

母
に
与
え
た
。
三
年
後
、
母
が
死
ん
で
草
野
が
泣
き
悲
し
ん
で
い
る
と
、
そ
の

門
前
を
通
り
か
か
っ
た
貴
人
が
草
野
に
教
え
た
い
こ
と
が
あ
る
と
言
っ
て
、
草

野
を
あ
る
滝
壷
に
連
れ
て
行
っ
た
。
貴
人
は
酒
や
肴
を
も
て
な
し
た
後
、
草
野

の
「
孝
行
の
徳
」
が
天
ま
で
通
じ
た
の
で
、
こ
の
滝
の
下
に
連
れ
て
来
た
の
だ

と
言
い
、
更
に
ⓓ
こ
の
滝
は
「
楊
柳
観
音
の
霊
場
」
で
、「
神
仙
鎮
護
の
名
滝
」

で
あ
り
、
自
分
は
世
の
常
の
人
で
は
な
い
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
滝
の
由
来
に

つ
い
て
語
り
始
め
た
。

　

昔
、
①
第
四
十
四
代
元
正
天
皇
の
時
、
②
本
巣
の
郡
に
一
人
の
孝
子
が
い
た
。

③
酒
を
好
む
老
母
の
た
め
に
毎
日
薪
を
採
っ
て
酒
に
換
え
、
老
母
に
与
え
た
。

④
あ
る
年
の
冬
、
大
雪
が
降
っ
た
の
で
薪
が
得
ら
れ
ず
、
⑤
酒
も
買
え
な
か
っ

た
た
め
、
嘆
き
つ
つ
⑥
「
滝
の
流
れ
」
を
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
酒
の
に
お
い
が

し
た
の
で
、
孝
子
は
喜
ん
で
酒
を
汲
ん
で
母
に
与
え
た
。
⑦
こ
の
酒
は
、「
長

生
不
死
の
仙
薬
」
で
あ
っ
た
の
で
、
母
は
ま
も
な
く
若
く
な
り
、
白
髪
も
黒
く

な
っ
た
。
つ
い
に
は
、
汲
ん
で
も
尽
き
な
い
「
酒
の
泉
」
の
お
か
げ
で
、
⑧
一

家
は
富
み
栄
え
た
。
国
の
人
々
は
こ
れ
を
瑞
祥
で
あ
る
と
し
、
朝
廷
に
奏
聞
し

た
と
こ
ろ
、
⑨
霊
亀
二
年
に
勅
使
が
下
さ
れ
、
こ
の
滝
の
水
を
養
老
の
滝
と
名

付
け
、
孝
子
は
当
国
の
国
司
に
任
命
さ
れ
た
。

　

貴
人
は
、
あ
の
時
の
孝
子
が
自
分
で
あ
り
、
孝
行
の
徳
に
よ
っ
て
、
長
く
養

老
の
滝
の
下
に
住
み
な
が
ら
当
国
守
護
の
神
に
な
っ
た
と
言
う
。
そ
し
て
、
草

野
の
孝
行
が
自
分
の
昔
の
孝
行
に
近
い
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
に
招
待
し
た
と
言

う
。
そ
の
時
、
山
を
巡
察
し
て
い
た
奉
行
人
た
ち
が
、
酒
宴
舞
楽
の
声
が
聞
こ

え
る
の
を
山
賊
た
ち
で
あ
る
と
思
い
、
討
ち
取
ろ
う
と
鉄
砲
を
打
ち
か
け
近

寄
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
草
野
一
人
が
茫
然
と
座
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
奉

行
人
た
ち
が
そ
の
子
細
を
尋
ね
る
と
、
草
野
は
そ
の
次
第
を
語
っ
た
。
⑩
そ
の

後
、
草
野
は
滝
の
も
と
で
貴
人
に
再
び
会
い
、「
仙
術
成
就
し
飛
行
自
在
の
身
」

と
な
っ
た
と
い
う
。

　

右
に
記
し
た
『
玉
櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」
の
あ
ら
す
じ
を
見
て
み
る
と
、ま
ず
、

草
野
の
何
某
、
そ
し
て
あ
る
貴
人
の
二
つ
の
孝
子
譚
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
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と
が
理
解
さ
れ
る
。
草
野
の
何
某
の
孝
子
譚
は
、
ⓐ
養
老
の
滝
の
所
在
地
が
美

濃
国
本
巣
の
郡
で
あ
る
こ
と
、ⓑ
草
野
は
奉
公
の
た
め
に
上
京
し
て
い
た
こ
と
、

ⓒ
酒
が
好
き
な
老
母
を
養
っ
て
い
た
こ
と
、ⓓ
こ
の
滝
は
「
楊
柳
観
音
の
霊
場
」

で
、「
神
仙
鎮
護
の
名
滝
」と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
四
点
が
要
点
で
あ
る
。

貴
人
の
孝
子
譚
は
、
①
元
正
天
皇
の
時
に
、
②
本
巣
で
、
③
酒
を
好
む
老
母
を

養
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
④
冬
の
時
、
大
雪
が
降
っ
た
の
で
薪
を
得
ら
れ

な
い
事
情
が
描
か
れ
、
⑤
嘆
く
孝
子
の
様
子
、
⑥
酒
の
に
お
い
が
す
る
滝
の
流

れ
を
発
見
す
る
こ
と
、
⑦
酒
を
飲
ん
で
母
は
若
返
り
、
白
髪
も
黒
く
な
る
な
ど

の
霊
験
が
現
れ
た
こ
と
、
⑧
一
家
は
富
み
栄
え
た
こ
と
、
そ
し
て
⑨
勅
使
が
下

さ
れ
た
の
は
霊
亀
二
年
で
あ
る
こ
と
、
最
後
の
⑩
で
は
、
草
野
は
神
仙
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
養
老
の
滝
は
仙
界
化
し
た

地
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
養
老
の
滝
」
の
典
拠
に
つ
い
て
初
め
て
指
摘
さ
れ
た
の
は
太
刀
川
清

氏
で
あ
る
。
氏
は
「
林
義
端
と
そ
の
怪
異
小
説
」（『
長
野
県
短
期
大
学
紀
要
』

第
二
十
六
号
、
一
九
七
一
）
で
、『
古
今
著
聞
集
』、『
本
朝
故
事
因
縁
集
』、
謡

曲
「
養
老
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
た
。

『
古
今
著
聞
集
』八
の「
美
濃
国
の
賤
夫
孝
養
に
依
り
て
養
老
酒
を
得
る
事
」

に
よ
り
な
が
ら
、
孝
子
の
親
を
老
母
と
し
た
と
こ
ろ
、
ま
た
こ
の
流
れ
を

滝
に
か
え
、老
母
の
白
髪
た
ち
ま
ち
黒
く
な
る
の
は
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
孝
子
の
出
を
美
濃
の
本
巣
の
郡
と
し
た
の
は
謡
曲

「
養
老
」に
よ
る
な
ど
多
方
面
か
ら
得
た
知
識
を
も
と
に「
養
老
の
滝
伝
説
」

の
孝
子
譚
を
再
現
し
〈
後
略
〉。

　

次
に
、
中
村
隆
嗣
氏
は
「『
玉
櫛
笥
』
考
│
執
筆
と
素
材
│
」（『
愛
媛
国
文

研
究
』
第
二
十
七
号
、
一
九
七
七
）
で
『
玉
櫛
笥
』
の
出
典
を
ほ
ぼ
明
ら
か
に

し
て
い
る
が

〈
注
２
〉、「
養
老
の
滝
」
に
つ
い
て
は
「
今
日
で
も
人
口
に
膾
炙
し
た
は

な
し
で
あ
り
、
又
、
既
に
類
話
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、

『
十
訓
抄
』、『
古
今
著
聞
集
』、
謡
曲
「
養
老
」
な
ど
、
い
わ
ゆ
る｢

養
老

の
滝
伝
説｣

と
称
す
べ
き
、
古
来
著
名
な
養
老
の
滝
の
孝
子
譚
を
題
材
に

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
は
な
し
の
内
容
と
し
て
は
、
老
母
に
孝
を
施
し
た

後
、
孝
子
草
野
某
は
国
司
た
る
貴
人
の
力
で
「
仙
術
成
就
し
飛
行
自
在
の

身
」
と
な
る
と
、
孝
子
譚
と
関
係
な
く
、
半
ば
強
引
に
怪
異
を
持
ち
出
し

た
た
め
、
主
題
の
孝
行
ば
な
し
が
半
減
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

と
、
太
刀
川
氏
の
指
摘
を
受
け
て
関
連
す
る
説
話
と
し
て
『
十
訓
抄
』、『
古
今

著
聞
集
』、
謡
曲
「
養
老
」
を
挙
げ
た
後
、
そ
の
文
学
性
に
つ
い
て
は
低
く
評

価
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
江
本
裕
氏
は
前
掲
書
の
解
説
に
お
い
て
、
義
端
が
参
照
し
た
可
能
性

が
最
も
高
い
作
品
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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巻
頭
の
「
養
老
の
滝
」
は
諸
書
に
出
る
の
で
、『
本
朝
故
事
因
縁
集
』（
以

下
『
故
事
因
縁
』
と
略
称
す
る
）
巻
一
「
美
濃
養
老
滝
」
を
典
拠
と
断
ず

る
に
は
や
や
た
め
ら
わ
れ
る
処
も
あ
る
が
（
因
み
に
記
せ
ば
『
続
日
本
紀
』

で
は
元
正
天
皇
自
身
が
美
濃
国
の
美
泉
で
体
験
、『
十
訓
抄
』
と
『
古
今

著
聞
集
』
で
は
老
父
へ
孝
養
の
息
子
の
、『
故
事
因
縁
』・『
玉
櫛
笥
』
で

は
老
母
へ
孝
養
の
息
子
の
体
験
と
な
っ
て
い
る
）、「
天
正
年
中
」
の
出
来

事
と
す
る
点
の
一
致
で
、『
故
事
因
縁
』
が
『
玉
櫛
笥
』
に
最
も
近
い
と

言
え
よ
う
。

　

氏
は
、
先
行
作
品
と
比
較
し
た
時
、
孝
養
の
相
手
が
老
父
で
は
な
く
老
母
で

あ
る
こ
と
、
時
代
背
景
を
天
正
年
中
と
す
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
た
め
、『
本

朝
故
事
因
縁
集
』
が
『
玉
櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」
の
成
立
に
最
も
大
き
な
影
響

を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
氏
の
指
摘
は
正
鵠
を
得

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
と
の
関
連
性
に
つ
い

て
は
よ
り
具
体
的
に
テ
キ
ス
ト
の
比
較
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お

り
、
更
に
『
十
訓
抄
』
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
以
下
考
察
す
る
よ
う
に
、
養

老
の
滝
説
話
の
全
体
的
な
系
譜
の
中
で
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

三
、　

養
老
の
滝
説
話
の
系
譜
と
『
玉
櫛
笥
』
の
位
置

　

養
老
の
滝
説
話
を
記
し
た
最
も
古
い
文
献
は『
続
日
本
紀
』養
老
元
年
の「
養

老
改
元
の
条
」
で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
な

お
、『
続
日
本
紀
』
の
本
文
は
青
木
和
夫
・
笹
山
晴
生
・
稲
岡
耕
二
・
白
藤
礼

幸
校
注
『
続
日
本
紀
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
八
）
に
拠
っ
た
。

癸十
七
日丑

、
天
す
め
ら
み
こ
と

皇
、
軒け
ん

に
臨の
ぞ

み
て
、
詔
み
こ
と
の
りし

て
曰
の
た
まは

く
、「 

朕わ
れ

今こ
と
し年

九
月
を
以も
ち

て
、

美み

濃の

国
不ふ

破は
の

行か
り

宮み
や

に
到い
た

る
。
留り
う

連れ
ん

す
る
こ
と
数
日
な
り
。
因よ
り

て
当た

耆ぎ

郡

多た

度ど

山
の
美よ
き

泉い
づ
みを
覧み

て
、
自
み
づ
から
手て

面お
も
てを
盥あ
ら
ひ
し
に
、
皮ひ

膚ふ

滑な
め
ら
か
な
る

が
如ご
と
し
。
亦ま
た
、
痛い
た
き
処
と
こ
ろを
洗あ
ら
ひ
し
に
、
除の
ぞ
き
愈い

え
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。

朕わ

が
躬み

に
在あ

り
て
は
、
甚
は
な
はだ

そ
の
験
し
る
し

有
り
き
。
ま
た
、
就つ

き
て
飲の

み
浴あ
む

る
者ひ
と

、
或あ
る

は
白は
く

髪は
つ

黒く
ろ

に
反か
へ

り
、
或
は
頽た
い

髪は
つ

更さ
ら

に
生お

ひ
、
或
は
闇
お
ほ
つ
か
なき

目め

明あ
き

ら
か
な
る
が
如ご
と

し
。
自そ
の
ほ
か余

の
痼や
ま
ひ疾

、
咸
こ
と
ご
とく

皆み
な

平へ
い

愈ゆ

せ
り
。
昔
む
か
し

聞き

か
く
、

「
後ご

漢か
ん
の
光
く
わ
う

武ぶ

の
時
に
、
醴れ
い

泉せ
ん

出い

で
た
り
。
こ
れ
を
飲の

み
し
者ひ
と
は
、
痼や
ま
ひ疾

皆み
な

愈い

え
た
り
」
と
き
く
。
符ふ

瑞ず
い

書し
よ

に
曰い

は
く
、「
醴れ

い

泉せ
ん

は
美よ

き

泉い
づ
みな

り
。
以も

ち

て
老お

い
を
養

や
し
なふ

べ
し
。
蓋け

だ
し
水み

づ
の
精せ

い
な
り
」
と
い
ふ
。
寔

ま
こ
とに

惟
お
も
ひみ

る
に
、
美よ

き

泉い
づ
みは

即
す
な
はち

大だ
い

瑞ず
い

に
合か

な
へ
り
。
朕わ

れ
、
庸よ

う

虚こ

な
り
と
雖

い
へ
ども

、
何な

に
ぞ
天て

ん
の
貺

た
ま
ひ
も
のに

違た
が

は
む
。
天

あ
め
の

下し
た

に
大た

い

赦し
や

し
て
、
霊れ

い

亀く
ゐ

三
年
を
改

あ
ら
ため

て
、
養や

う

老ら
う

元
年
と
す

べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
天
あ
め
の

下し
た

の
老ら
う

人に
ん

年と
し

八
十
已
上
に
、
位
く
ら
ゐ

一
階
を
授さ
づ

く
。
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〈
後
略
〉

　

元
正
天
皇
は
当
耆
郡
で
湧
出
し
た
美
泉
で
手
や
顔
を
洗
っ
た
と
こ
ろ
皮
膚
が

滑
ら
か
に
な
り
、
痛
い
と
こ
ろ
を
洗
っ
た
と
こ
ろ
全
部
治
っ
た
の
で
、
美
泉
の

湧
出
は
天
か
ら
の
贈
物
に
違
い
な
い
と
考
え
、
大
赦
を
行
い
、
老
人
に
は
官
職

を
与
え
た
と
い
う
。
さ
ら
に
傍
線
部
の
よ
う
に
、『
符
瑞
書
』
の
「
以
て
老
を

養
ふ
」
に
因
ん
で
、
年
号
を
霊
亀
三
年
か
ら
養
老
に
改
め
た
と
い
う
。

　

こ
の
記
録
で
は
、
湧
出
し
た
の
は
酒
で
は
な
く
美
泉
で
あ
り
、
孝
子
の
話
も

見
え
な
い
が
、
美
泉
に
よ
っ
て
白
髪
が
黒
く
な
り
、
病
が
治
る
な
ど
の
霊
験
が

現
れ
る
点
、
美
泉
に
つ
い
て
瑞
祥
の
印
で
あ
る
と
考
え
る
点
、
年
号
を
霊
亀
か

ら
養
老
に
改
元
す
る
点
な
ど
、
養
老
の
滝
説
話
の
源
流
と
な
る
話
と
し
て
認
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
か
ら
始
ま
り
、
養
老
の
滝
説
話
は
様
々
な
文

献
で
採
用
さ
れ
、
展
開
さ
れ
、
定
型
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
が
、
筆
者
が
こ

れ
ま
で
収
集
し
た
養
老
の
滝
説
話
を
年
代
順
に
並
べ
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ

る
。

★
10 9 8 7

◎
6 5

◎
4
◎
3
◎
2 1

番
号

　
【
表
１
】　

養
老
の
滝
説
話
の
系
譜

慶
長
（
一
六
一
二
年
）
以
前

室
町
末
期

室
町
中
期

永
正
九
年
（
一
五
一
三
）

室
町
中
期

室
町
初
期

鎌
倉
末
期

建
長
六
年
（
一
二
五
四
）

建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）

成
立
・
刊
行
時
期

『
養
老
寺
縁
起
』

御
伽
草
子
『
養
老
の
縁
起
絵
巻
』（
穂
久
邇
文
庫
所
蔵)

『
法
華
経
直
談
鈔
』
第
九
「
授
学
無
学
人
記
品
」

『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』
巻
十
二
の
第
八
話
「
五
百
品
第
八
」

『
碧
山
日
録
』
長
禄
四
年
（
一
四
六
〇
）
三
月
四
日
の
条

謡
曲
「
養
老
」

『
寝
覚
記
』
第
四
話
「
を
ん
を
可
知
事
」

『
古
今
著
聞
集
』巻
八
の
第
三
一
一
話「
美
濃
国
の
賤
夫
孝
養
に
依
り
て
養
老
酒
を
得
る
事
」

『
十
訓
抄
』
中
・
巻
六
の
第
十
八
話

『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
の
「
養
老
改
元
の
条
」

作
品
名
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『
続
日
本
紀
』
の
記
事
に
お
け
る
美
泉
の
湧
出
を
酒
の
湧
出
に
改
変
し
、
孝

子
譚
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
が
②
『
十
訓
抄
』
中
・
巻
六
の
第
十
八
話
に
収
録

さ
れ
て
い
る
養
老
の
滝
説
話
で
あ
る
。
こ
の
『
十
訓
抄
』
の
説
話
を
は
じ
め
、

◎
の
印
を
付
け
た
話
は
『
十
訓
抄
』
と
同
文
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど

細
部
に
至
る
内
容
ま
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
か
、
或
い
は
多
少
の
違
い
は
見
ら

れ
る
も
の
の
『
十
訓
抄
』
を
も
と
に
し
た
と
断
定
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る

〈
注
３
〉。

そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
『
十
訓
抄
』
系
統
の
養
老
の
滝
説
話
は
江
戸
時
代
に
お
い

て
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
多
く
流
布
し
〈
注
４
〉、現
在
で
も
『
日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』（
角

川
書
店
、
一
九
八
六
）
や
『
日
本
説
話
伝
説
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
〇
）、『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
）
な
ど
の

説
明
に
お
い
て
、養
老
の
滝
説
話
は
『
十
訓
抄
』
を
基
準
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、『
十
訓
抄
』
の
記
述
は
養
老
の
滝
説
話
の
代
表
的
な
も
の
と
し

て
現
在
に
至
る
ま
で
最
も
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
一
番

入
手
し
や
す
く
有
名
な
も
の
と
し
て
『
十
訓
抄
』
と
の
比
較
が
先
に
行
わ
れ
た

★
24
★
23
★
22 21

◎
20
◎
19
◎
18
★
17 16

◎
15
◎
14
★
13 12

★
11

天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
頃

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）

正
徳
十
四
年
（
一
七
一
四
）

宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）

元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）

延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）

寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）

寛
文
（
一
六
六
一
〜
一
六
七
二
）

『
養
老
滝
縁
起
』

『
美
濃
雑
事
記
』
所
収
『
養
老
寺
縁
起
』

『
養
老
寺
来
由
縁
起
略
』

『
扶
桑
怪
談
弁
述
鈔
』
巻
六
の
第
一
一
七
話
「
美
濃
国
養
老
滝
」

『
絵
本
故
事
談
』
巻
一
の
第
十
六
話
「
養
老
滝
」

『
本
朝
語
園
』
巻
一
の
第
四
話
「
養
老
之
滝
」

『
本
朝
二
十
四
孝
』
巻
上
の
第
十
話
「
養
老
孝
子
」

『
玉
櫛
笥
』
巻
一
の
第
一
話
「
養
老
の
滝
」

『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
巻
一
の
第
二
話
「
美
濃
養
老
滝
」

『
仮
名
本
朝
孝
子
伝
』
巻
二
「
養
老
孝
子
」

『
本
朝
孝
子
伝
』
巻
二
「
養
老
孝
子
」

『
養
老
縁
起
』

『
大
倭
二
十
四
孝
』
第
十
一
話
「
壬
生
金
寿
事
」

御
伽
草
子
『
養
老
の
縁
起
絵
巻
』（
青
山
短
期
大
学
所
蔵)
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と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
次
に
『
十
訓
抄
』
の
養
老
の
滝
説
話
の
全
文
を
引
用
す
る
。
な
お
、

本
文
は
浅
見
和
彦
校
注
・
訳
『
十
訓
抄
』（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
第

五
十
一
巻
、
小
学
館
、
一
九
九
七
）
に
拠
っ
た
。

　

昔
、
元げ
ん

正
し
や
う

天て
ん
皇わ
う
の
御
時
、
❶
美み

濃の

の
国
に
、
❷
貧
し
く
賤い

や
し
き
男
あ
り
け

る
が
、
❸
老
い
た
る
父
を
持
ち
た
り
。
こ
の
男
、
山
の
木
草
を
取
り
て
、
そ
の

値あ
た
ひを
得
て
、
父
を
養
ひ
け
り
。
こ
の
父
、
朝
夕
、
あ
な
が
ち
に
酒
を
愛
し
、

ほ
し
が
る
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
男
、
な
り
び
さ
こ
と
い
ふ
も
の
を
腰
に
つ
け
て
、

酒
を
沽う

る
家
に
行
き
て
、
つ
ね
に
こ
れ
を
乞こ

ひ
て
、
父
を
養
ふ
。

　

あ
る
時
、
山
に
入
り
て
、
薪
た
き
ぎを

取
ら
む
と
す
る
に
、
❹
苔こ

け

深
き
石
に
す
べ

り
て
、
う
つ
ぶ
し
に
ま
ろ
び
た
り
け
る
に
、
酒
の
香か

し
け
れ
ば
、
思
は
ず
に
あ

や
し
く
て
、
そ
の
あ
た
り
を
見
る
に
、
石
の
中
よ
り
水み

づ
流
れ
出い

づ
る
こ
と
あ
り
。

そ
の
色
、
酒
に
似
た
り
。
汲く

み
て
な
む
る
に
、
め
で
た
き
酒
な
り
。
う
れ
し
く

お
ぼ
え
て
、
そ
の
の
ち
、
日
々
に
こ
れ
を
汲
み
て
、
あ
く
ま
で
父
を
養
ふ
。

　

時
に
帝
み
か
ど、

こ
の
こ
と
を
聞
こ
し
め
し
て
、
❺
霊れ

い

亀き

三
年
九
月
に
、
そ
の
と

こ
ろ
へ
行

ぎ
や
う

幸か
う

あ
り
て
、
御ご

覧ら
ん

じ
け
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
、
至し

孝か
う

の
ゆ
ゑ
に
、

天て
ん

神じ
ん
、
地ち

祇ぎ

あ
は
れ
み
て
、
そ
の
徳
を
あ
ら
は
す
と
、
感
ぜ
さ
せ
給
ひ
て
、

の
ち
に
美み

濃の
の

守か
み

に
な
さ
れ
に
け
り
。

　

そ
の
酒
の
出
づ
る
所
を
ば
養や
う

老ら
う

の
滝
と
ぞ
申
す
。
か
つ
は
、こ
れ
に
よ
り
て
、

同
十
一
月
に
年
号
を
「
養
老
」
と
改
め
ら
れ
け
る
。

　

こ
れ
を
、
先
に
紹
介
し
た
『
玉
櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」
と
比
較
し
、
そ
の
違

い
を
番
号
を
振
っ
た
と
こ
ろ
を
中
心
に
表
で
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

❺
勅
使
の
派
遣
或

い
は
天
皇
の
御
幸

と
時
期

❹
養
老
の
滝
を
発

見
す
る
過
程

❸
養
う
対
象

❷
全
体
的
な
構
成

❶
養
老
の
滝
の
所

在
地 番

号
及
び
内
容

　
【
表
２
】　
「
養
老
の
滝
」
と
『
十
訓
抄
』
と
の
比
較

霊
亀
二
年
に
勅
使
を
下

す
（
帝
は
訪
問
し
な
い
）

滝
が
流
れ
る
の
を
眺
め

て
い
た
と
こ
ろ
、
酒
の

香
り
が
し
た
た
め
発
見

す
る

老
母

草
野
の
何
某
と
貴
人
の

二
人
の
孝
子
譚

美
濃
国
本
巣

『
玉
櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」

霊
亀
三
年
に
帝
が
直

接
滝
の
元
へ
行
幸
す

る 苔
が
生
え
た
石
に
滑

り
倒
れ
た
後
、
酒
の

香
に
気
付
く
（
滝
に

関
す
る
記
述
は
な
い
）

老
父

「
貧
し
く
賤
し
き
男
」

一
人
の
孝
子
譚

美
濃
の
国

『
十
訓
抄
』

　

右
に
ま
と
め
た
【
表
２
】
を
見
る
と
、❶
養
老
の
滝
の
所
在
地
に
つ
い
て
『
十

訓
抄
』
で
は
「
美
濃
の
国
」
と
あ
る
の
み
で
、「
本
巣
」
に
つ
い
て
の
言
及
が

な
い
。
❷
を
見
る
と
、
全
体
的
な
話
の
構
成
と
し
て
、「
養
老
の
滝
」
は
草
野

の
何
某
と
貴
人
の
二
人
の
孝
子
譚
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
十
訓
抄
』

は
「
貧
し
く
賤
し
き
男
」
一
人
の
孝
子
譚
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
❸
で
養

う
対
象
に
お
い
て
も
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
、「
養
老
の
滝
」
で
は
老
母
で
あ
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る
の
に
対
し
て
、『
十
訓
抄
』
の
ほ
う
で
は
老
父
で
あ
る
。
そ
し
て
、
❹
養
老

の
滝
を
発
見
す
る
過
程
の
場
合
、『
十
訓
抄
』
の
ほ
う
で
は
苔
が
生
え
た
石
に

滑
り
倒
れ
た
後
、
酒
の
香
に
気
付
く
。
こ
こ
で
孝
子
は
あ
く
ま
で
も
水
が
流
れ

る
の
を
発
見
し
た
の
み
で
あ
っ
て
、
滝
を
発
見
し
た
の
で
は
な
い
。
最
後
に
❺

勅
使
の
派
遣
或
い
は
天
皇
の
御
幸
と
そ
の
時
期
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
非
常
に
重

要
な
問
題
で
、
具
体
的
な
こ
と
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ
が
一
致
す
る
の
は
養
老

の
滝
が
記
さ
れ
た
諸
資
料
の
う
ち
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
し
か
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
違
い
は
作
品
を
解
釈
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
り
、

結
局
、『
玉
櫛
笥
』
の
「
養
老
の
滝
」
は
『
十
訓
抄
』
系
統
で
は
な
く
、
別
の

系
統
の
養
老
の
滝
説
話
と
の
比
較
が
試
み
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四
、　

も
う
一
つ
の
養
老
の
滝
説
話

　
【
表
１
】
で
提
示
し
た
養
老
の
滝
説
話
の
系
譜
を
見
て
み
る
と
、
確
実
な
成

立
時
期
は
未
詳
で
あ
る
が
、
一
応
慶
長
（
一
六
一
二
）
以
前
の
成
立
と
推
定
〈
注
５
〉さ

れ
る
『
養
老
寺
縁
起
』
を
源
流
と
し
た
も
う
一
つ
の
養
老
の
滝
説
話
群
が
存
在

す
る
こ
と
に
気
付
く
（【
表
１
】
で
★
を
附
し
た
も
の
）。

　
『
養
老
寺
縁
起
』
の
梗
概
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、『
養
老
寺
縁
起
』
の

本
文
は
天
野
文
雄
「《
養
老
》
の
典
拠
と
成
立
の
背
景
│『
養
老
寺
縁
起
』
と
明

徳
四
年
の
義
満
の
養
老
の
滝
見
物
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
演
劇
学
論
叢
』
第
四
号
、

二
〇
〇
一
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
に
拠
っ
た
。

　

昔
、
源
丞
内
と
い
う
貧
し
い
孝
子
が
い
た
。
①
酒
が
好
き
な
老
母
を
養
っ
て

い
た
が
、
あ
る
時
、
公
命
に
よ
っ
て
②
在
京
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
間
は
、

妻
が
孝
子
に
代
わ
っ
て
老
母
に
孝
行
を
尽
し
た
。
③
冬
に
な
り
、
雪
が
積
も
っ

て
、
薪
を
採
る
た
め
の
道
も
絶
え
る
と
、
妻
は
自
分
の
黒
髪
を
抜
い
て
酒
に
替

え
て
母
に
与
え
た
。
あ
る
夜
、
夢
に
一
人
の
老
人
が
現
れ
、
山
の
奥
に
仙
湯
が

あ
る
の
で
母
に
与
え
る
よ
う
教
え
た
。
そ
の
後
、
妻
が
薪
を
取
る
た
め
に
深
い

山
に
入
る
と
滝
を
発
見
し
た
。
そ
こ
で
沐
浴
を
し
て
、
休
ん
で
か
ら
帰
る
時
、

岩
の
下
か
ら
清
水
が
流
れ
る
の
を
発
見
し
た
。
そ
れ
を
汲
ん
で
老
母
に
与
え
る

と
、
老
母
は
「
こ
れ
ほ
ど
お
い
し
い
酒
は
飲
ん
だ
こ
と
が
な
い
」
と
言
っ
た
。

そ
の
清
水
を
飲
ん
だ
た
め
、
二
人
は
綺
麗
な
女
房
に
若
返
っ
た
。
源
丞
内
が
帰

郷
し
て
み
る
と
、
二
人
は
見
紛
え
る
ほ
ど
若
返
っ
て
い
た
。
三
人
は
泉
の
お
陰

で
長
生
き
し
、
④
「
仙
家
に
及
」
ん
だ
が
、
こ
れ
は
孝
行
の
験
が
現
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
そ
の
所
は
養
老
と
名
付
け
ら
れ
た
。
源
丞
内
の
孝
行
の
話

は
有
名
に
な
り
、
雄
略
天
皇
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
⑤
勅
使
を
下
し
て
確
認

さ
せ
、
若
水
と
し
て
備
え
た
。

　

そ
の
後
、
時
間
は
移
り
変
わ
り
、
⑥
源
丞
内
の
子
孫
が
い
た
。
彼
も
親
孝
行

で
有
名
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
夜
、
夢
に
七
十
歳
に
見
え
る
老
翁
が
現
れ
、
大
木

の
上
に
宝
が
あ
る
と
教
え
た
。
教
え
の
通
り
、
大
木
の
上
を
確
認
す
る
と
、
そ

こ
に
は
鷲
の
巣
が
あ
り
、
十
二
個
の
卵
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
家
に
持
ち
帰
っ
て

見
る
と
、
金
銀
の
宝
石
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
場
所
に
寺
を
建
立
し
、
天
皇
に

奏
聞
し
た
。
元
正
天
皇
は
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
と
し
、
勅
使
を
下
し
て
、
そ
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の
寺
を
養
老
寺
と
名
付
け
、
年
号
を
養
老
と
改
元
し
た
。
本
巣
と
養
老
と
は
、

距
離
は
隔
た
っ
て
い
る
が
、
⑦
こ
こ
を
本
巣
と
言
う
の
は
、
鷲
が
養
老
に
飛
び

来
た
り
、
ま
た
本
の
巣
へ
帰
っ
た
と
い
う
奇
瑞
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

滝
に
詣
で
て
水
を
浴
び
る
者
は
、
諸
病
が
治
っ
て
若
返
り
、
⑧
富
貴
の
家
に
な

る
な
ど
、
様
々
な
利
益
が
現
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
『
養
老
寺
縁
起
』
以
外
に
も
【
表
１
】
で
★
を
附
し
た
資
料
は
『
養
老

寺
縁
起
』を
ほ
ぼ
丸
取
り
し
た
も
の
で
あ
る

〈
注
６
〉。

そ
こ
で
、『
養
老
寺
縁
起
』と『
玉

櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
①
酒

が
好
き
な
老
母
を
養
う
点
、
③
冬
に
な
っ
て
、
薪
を
採
れ
な
い
状
況
に
な
っ
た

点
、
⑤
天
皇
が
直
接
行
幸
す
る
の
で
は
な
く
、
勅
使
が
下
さ
れ
る
と
い
う
共
通

点
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
『
十
訓
抄
』
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
『
養
老
寺
縁
起
』
だ
け
で
な
く
『
法
華
経
直
談
鈔
』
や
『
本

朝
故
事
因
縁
集
』
と
も
共
通
し
て
お
り
、
⑧
で
富
貴
の
家
に
な
る
点
は
『
古
今

著
聞
集
』『
絵
本
故
事
談
』『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
と
も
共
通
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、『
養
老
寺
縁
起
』
だ
け
が
『
玉
櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」
と
共
通

し
て
い
る
部
分
を
指
摘
す
る
の
が
最
も
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま

ず
、
⑦
を
見
て
み
る
と
、
養
老
の
滝
の
所
在
地
を
本
巣
に
し
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
理
由
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
先

に
引
用
し
た
『
続
日
本
紀
』
の
記
録
で
は
、
美
泉
の
湧
出
の
場
所
を
美
濃
国
当

耆
郡
に
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
明
治
三
十
年
の
郡
域
変
更
に
よ
っ
て
、
現
在
養

老
郡
に
な
っ
て
い
る
。
養
老
の
滝
の
所
在
地
に
関
し
て
言
え
ば
、『
続
日
本
紀
』

の
記
事
の
方
が
史
実
と
し
て
は
正
し
い
と
言
え
る
が
、
そ
れ
で
は
義
端
は
ど
の

よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
、
養
老
の
滝
の
所
在
地
を
本
巣
に
設
定
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
こ
に
は
二
つ
の
理
由
が
複
合
的
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
養
老
の
滝
の
所
在
地
を
本
巣
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
『
養
老
寺

縁
起
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

此
所
ヲ
鷲
ト
云
、
郡
ヲ
本
巣
ト
云
モ
、
右
之
鷲
ノ
奇
瑞
故
ナ
リ
。
本
巣
郡

ト
養
老
ト
遥
隔
ル
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
彼
鷲
、
此
所
ヘ
飛
来
テ
、
又
本
巣
ヘ
立

カ
ヘ
ル
。
其
鷲
ノ
飛
行
趐
ノ
跡
ヲ
本
巣
ノ
郡
ト
名
付
シ
故
、
此
所
、
則
本

巣
郡
ト
定
也
。

　

実
際
、
養
老
の
滝
は
本
巣
か
ら
約
三
十
キ
ロ
程
度
離
れ
た
所
に
あ
り
、『
養

老
寺
縁
起
』
で
も
本
巣
に
つ
い
て
「
本
巣
郡
ト
養
老
ト
遥
隔
」
た
っ
て
い
る
こ

と
は
認
め
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
白
山
の
権
現
で
あ
る
鷲
が
飛
び

来
て
、「
本
の
巣
」
に
飛
び
帰
っ
た
こ
と
が
あ
る
た
め
、滝
の
所
在
地
を
「
本
巣
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
で
は
、
鷲
の
伝
説
を
絡
ま
せ
て
ま
で
、

あ
え
て
滝
の
所
在
地
を
本
巣
に
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

白
山
は
富
士
山
・
立
山
と
共
に
日
本
三
大
霊
山
の
一
つ
と
し
て
有
名
で
あ
り
、

本
巣
は
白
山
の
一
部
で
あ
る
。『
養
老
寺
縁
起
』
の
目
的
は
、
養
老
の
滝
が
本

巣
か
ら
遥
か
遠
く
離
れ
て
い
る
と
は
い
え
ど
も
、
白
山
権
現
の
使
者
で
あ
る
鷲
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が
「
此
所
ヘ
飛
来
テ
、
又
本
巣
ヘ
立
カ
ヘ
」
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
養
老

の
滝
と
養
老
寺
を
白
山
の
一
部
の
霊
験
な
場
所
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
④
で
い
う
よ
う
に
、
源
丞

内
一
家
が
清
水
を
飲
ん
で
「
齢
久
保
テ
、
仙
家
ニ
及
シ
ト
也
」
と
い
う
こ
と
が

起
き
て
も
何
の
不
思
議
で
は
な
い
場
所
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、「
大
慈
大
悲
之

観
世
音
ヲ
安
置
シ
テ
今
ニ
利
生
有
」
と
い
う
ふ
う
に
、
養
老
の
滝
と
養
老
寺
が

霊
場
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
効
果
を
挙
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
寺

社
縁
起
と
し
て
の
『
養
老
寺
縁
起
』
は
白
山
の
一
部
と
し
て
そ
の
霊
場
を
強
調

す
る
た
め
に
、
滝
の
所
在
地
を
本
巣
に
し
た
の
で
あ
ろ
う

〈
注
７
〉。

　
『
玉
櫛
笥
』
の
「
養
老
の
滝
」
を
見
る
と
、
後
半
部
の
構
想
に
お
い
て
、
仙

界
の
地
と
し
て
養
老
の
滝
を
位
置
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
霊
酒
を
飲
む
こ
と

に
よ
っ
て
不
老
不
死
の
身
に
な
る
の
は
孝
行
の
徳
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
な

が
ら
草
野
の
孝
行
を
称
え
て
い
る
。
特
に
、
草
野
が
「
仙
術
成
就
し
飛
行
自
在

の
身
」と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、中
村
氏
の
前
掲
論
文
を
再
び
引
用
す
る
と
、「
孝

子
譚
と
関
係
な
く
、
半
ば
強
引
に
怪
異
を
持
ち
出
し
た
た
め
、
主
題
の
孝
行
ば

な
し
が
半
減
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
実
は
、
こ
の
部
分

の
記
述
は
養
老
の
滝
を
霊
験
の
地
、或
い
は
仙
界
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る『
養

老
寺
縁
起
』の
内
容
を
前
提
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
貴
人
が
言
う
「
こ
ゝ
は
も
と
よ
り
楊
柳
観
音
の
霊
場
に
し
て
神
仙
鎮
護
の
名

瀧
な
り

〈
注
８
〉」と

い
う
言
葉
が
説
得
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。こ
れ
に
よ
っ

て
、
山
回
り
の
奉
行
た
ち
が
経
験
す
る
奇
異
な
話
と
、
草
野
が
「
仙
術
成
就
し

飛
行
自
在
の
身
」
に
な
る
と
い
う
話
が
充
分
に
起
こ
り
得
る
場
所
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、〈
注
５
〉
に
挙
げ
た
天
野
文
雄
氏
の
論
考
に
よ
る
と
、「
養
老
の
滝
の

所
在
地
は
現
在
は
養
老
郡
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
治
三
十
年
の
郡
域
変
更
以
後

の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
多
耆
郡
（
多
芸
郡
）
で
あ
っ
た
」
と
し
、「『
養
老
寺

縁
起
』
が
滝
の
所
在
地
を
本
巣
に
し
た
、
そ
の
根
拠
」
に
つ
い
て
、「
じ
つ
は
、

養
老
寺
や
養
老
の
滝
の
あ
る
地
域
は
、
少
な
く
と
も
近
世
の
初
期
か
ら
後
期
こ

ろ
ま
で
は
本
巣
郡
に
属
し
て
い
た
」と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

義
端
の
生
存
時
に
は
養
老
の
滝
の
所
在
地
は
本
巣
で
あ
っ
た
た
め
、『
玉
櫛
笥
』

で
の
場
所
設
定
を
『
養
老
寺
縁
起
』
に
従
っ
て
本
巣
に
す
る
の
は
自
然
な
成
り

行
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
養
老
寺
縁
起
』
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
更
に
記
せ
ば
、『
玉
櫛
笥
』
の
ほ
う

で
は
草
野
何
某
が
「
生
長
の
後
京
都
に
の
ぼ
り
西
園
寺
殿
に
奉
公
し
居
た
り
け

る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
②
で
源
丞
内
が
在
京
し
て
母
の
元
を
離
れ
る
部
分
の

構
想
と
一
致
す
る
。
ま
た
、
⑥
で
、
話
の
全
体
的
な
構
造
が
『
玉
櫛
笥
』
で
は

草
野
何
某
と
貴
人
の
二
つ
の
孝
子
譚
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、『
養
老
寺
縁
起
』

も
源
丞
内
と
そ
の
子
孫
の
二
つ
の
孝
子
譚
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が
共
通
し
て

い
る
。
そ
し
て
、『
玉
櫛
笥
』
で
「
終
に
汲
と
も
尽
ぬ
酒
の
泉
を
た
も
ち
て
一

家
富
栄
え
ぬ
」
と
い
う
の
は
『
養
老
寺
縁
起
』
で
金
銀
の
宝
を
「
ト
レ
共
〳
〵
、

更
ニ
ツ
キ
ズ
〈
中
略
〉
富
貴
ノ
家
ト
可
成
也
」
と
い
う
表
現
に
拠
る
も
の
で
あ

る
。
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一
方
、『
養
老
寺
縁
起
』
は
版
本
が
な
く
、
写
本
で
し
か
伝
わ
ら
な
い
。
そ

れ
で
は
義
端
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
『
養
老
寺
縁
起
』
を
入
手
し
て
読
ん
だ
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
文
会
堂
と
い
う

書
肆
を
経
営
し
な
が
ら
活
発
な
出
版
活
動
を
し
た
義
端
の
状
況
を
考
え
て
み
る

と
、
彼
は
お
そ
ら
く
刊
本
だ
け
で
な
く
、
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
写
本
ま
で
も

読
む
機
会
に
恵
ま
れ
た
た
め
、『
養
老
寺
縁
起
』
の
よ
う
な
寺
社
縁
起
物
ま
で

も
入
手
し
て
読
む
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
、
一
応
は
推
測
し
て
お
き

た
い
。

五
、　
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
の
利
用
方
法

　

従
来
、『
玉
櫛
笥
』
の
「
養
老
の
滝
」
と
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た

作
者
未
詳
の
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
は
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
刊
行
で
、

五
巻
一
五
六
話
か
ら
な
り
、
主
に
唱
道
説
法
を
説
く
因
果
譚
お
よ
び
因
縁
譚
を

収
め
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
の
本
文
を
引
用
し
、『
玉
櫛
笥
』「
養
老

の
滝
」
と
比
較
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
中

心
に
言
及
し
て
み
よ
う
。な
お
、本
文
は
日
野
龍
夫
編『
本
朝
故
事
因
縁
集
』（『
京

都
大
学
蔵
大
惣
本
稀
書
集
成
』
第
八
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
九
五
）
に
拠
っ
た
。

人
皇ワ

ウ

四
十
四
代
帝

ノ
ミ
カ
ト

元
正
天
皇
①
霊レ

イ

亀キ

二
年
丁ヒ

ノ
ト
ノ
ミ

巳
、
②
美ミ

濃ノ
ヽ

国　ノ
民タ

ミ

孝カ
ウ
コ
ウ

行
ニ
シ
テ

老
母ボ

ニ
一
、
毎マ

イ
日
売ウ

リ
レ

薪
シ
バ
ヲ

買カ
ヒ

レ

酒
サ
ケ
ヲ

令シ
ム

レ

飲ノ
マ

レ

母ハ
ヽ
ニ。

③
冬フ

ユ
一
日
雪ユ

キ

積
ツ
ン
デ

無ナ
シ 

酒シ
ユ

銭セ
ン

一
。
母
渇

カ
ツ
ユ 

酒　ニ
。
④
子
歎

ナ
ゲ
イ
テ

望
ノ
ゾ
ム 

川　ニ
。
則　チ
其　ノ
水
有　リ
二

酒　ノ
香カ
一
。

試コ
ヽ
ロ
ミ
ニ

飲ノ
ム  

之　ヲ
則　ン

ハ

酒サ
ケ

也
。
母

喜
ヨ
ロ
コ
ン
テ

飲
ノ
メ
ハ 

之　ヲ
、
⑤
須シ

ユ

臾ユ
ニ

変
ヘ
ン
ジ

老
ヲ
ヒ
ヲ

白
髪ハ

ツ

怱タ
チ
マ
チ

成ナ
ル   

黒コ
ク

色
シ
ヨ
ク
ト

。
⑥
終

ツ
イ
ニ

為シ
テ 

酒
泉

セ
ン
ト 

一
家
富フ

ウ

貴キ
ス

矣
。
而　シ

テ

 

後
国
人

奏ソ
フ
モ
ン
ス

聞
。
⑦
即　チ
被　レ 

下　サ 

勅
チ
ヨ
ク

使シ
ヲ

一
、
令
　
シ
テ

三

孝カ
ウ

子シ
ヲ

任
ニ
ン
セ 

当タ
ウ

国
之ノ

国
司
　
シ
ニ

。
霊レ

イ

亀キ

二

年

改
ア
ラ
タ
ム
ル

養ヤ
ウ

老
ラ
ウ
ニ

之
因イ

ン

縁ヱ
ン

是コ
レ

也ナ
リ

。
此　ノ
滝タ

キ

有　テ 

源
ミ
ナ
モ
ト

無　シ
二

末
ス
ヘ
ノ

流ナ
ガ
レ一

矣
。
⑧
去　ル

天
正
年
中
白
髪ハ

ツ
之ノ

老ラ
ウ

翁ヲ
フ

五
人
此　ノ
滝　ニ

洗
ア
ラ
フ
コ
ト

髪カ
ミ

。
一
月
、
其　ノ
中
一
人
変

ヘ
ン
シ
テ

白　ヲ

為ナ
ル 

黒コ
ク

髪ハ
ツ
ト一

。
残　リ
四
人　ハ
空

ム
ナ
シ
ク

帰カ
ヘ
ル。

此　ノ
黒
変

ヘ
ン
ノ

男ナ
ン

、如　ク 

上
古　ノ 

孝
カ
ウ
ア
ル

母　ニ
者　ノ
也ナ

リ
。〈
後

略
〉

　

右
の
引
用
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
は
非
常
に
短
い

文
章
で
は
あ
る
が
、『
玉
櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」
と
の
共
通
点
と
し
て
い
く
つ
か

注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
、
①
の
通
り
時
代
設
定
を

霊
亀
二
年
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』、『
十
訓
抄
』、『
古
今
著

聞
集
』、『
碧
山
日
録
』、『
寝
覚
記
』
な
ど
は
時
代
設
定
が
い
ず
れ
も
霊
亀
三
年

で
あ
り
、謡
曲
「
養
老
」、『
鷲
林
拾
葉
鈔
』、『
法
華
経
直
談
鈔
』、御
伽
草
子
『
養

老
の
縁
起
』、『
養
老
寺
縁
起
』
は
明
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
時
代
設
定
を
霊

亀
二
年
に
し
て
い
る
の
は
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
し
か
な
く
、
こ
れ
は
義
端
が

『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
を
参
照
し
た
と
い
う
決
定
的
な
証
拠
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
②
養
う
対
象
が
老
母
で
あ
る
点
、
③
雪
が
降
っ
て
薪
を
採
れ
な
い
状

況
に
な
っ
て
い
る
点
、
④
歎
く
孝
子
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
点
、
⑤
白
髪
が

二二

レ

レ

レ

レ

レ

二

一

二

一

レ

二

二

一

二

一

レ

レ

レ

二

二

一

レ
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黒
髪
に
変
わ
る
点
、
⑥
一
家
が
富
貴
に
な
る
点
、
⑦
天
皇
が
直
接
行
幸
す
る
の

で
は
な
く
、
勅
使
が
下
さ
れ
る
点
な
ど
、
こ
れ
ま
で
検
討
を
行
っ
た
他
の
作
品

よ
り
、『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
は
多
く
の
点
に
お
い
て
『
玉
櫛
笥
』
と
の
共
通

性
が
見
ら
れ
る
。

更
に
、
物
語
の
中
の
具
体
的
な
表
現
に
お
い
て
も
、

　
　

○
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』

　
　
　

子
歎
望
川
。
則
其
水
有
酒
香
。
試
飲
之
則
酒
也
。

　
　

○
『
玉
櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」

　
　
　

 

民
う
れ
へ
歎
き
て
此
滝
の
流
に
の
ぞ
む
に
酒
の
か
ほ
り
あ
り
。
あ
や
し

み
な
が
ら
飲
こ
ゝ
ろ
む
る
に
ま
さ
し
く
酒
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。

　
　

○
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』

　
　
　

須
臾
変
老
白
髪
怱
成
黒
色
。
終
為
酒
泉
一
家
富
貴
矣
。

　
　

○
『
玉
櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」

　
　
　

 

母
須
臾
の
間
に
老
を
変
じ
わ
か
や
ぎ
白
髪
た
ち
ま
ち
黒
く
な
り
け
る
。

終
に
汲
と
も
尽
ぬ
酒
の
泉
を
た
も
ち
て
一
家
富
栄
え
ぬ
。

と
い
う
ふ
う
に
、『
玉
櫛
笥
』
は
漢
文
で
書
か
れ
た
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
の

文
章
を
書
き
下
し
た
よ
う
な
表
現
の
一
致
が
随
所
に
見
ら
れ
、
こ
れ
も
『
本
朝

故
事
因
縁
集
』
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
の
可
能
性
を
更
に
高
め
る
も
の

で
あ
る
。

　

更
に
注
目
し
た
い
の
は
、
⑧
に
お
い
て
、
天
正
年
中
（
一
五
七
三
〜

一
五
九
二
）
に
白
髪
の
老
翁
五
人
が
こ
の
滝
で
髪
を
洗
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
中

の
一
人
が
白
髪
が
黒
く
な
る
と
い
う
霊
験
が
現
れ
る
が
、そ
の
理
由
は
、「
上
古
」

の
よ
う
に
母
に
孝
養
を
尽
し
て
い
る
人
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
の
短
い
文
章
に
よ
っ
て
、
一
応
、
形
と
し
て
は
『
玉
櫛
笥
』
と

『
養
老
寺
縁
起
』
の
よ
う
に
、
二
つ
の
孝
子
譚
が
併
記
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
が
、
実
は
、
こ
こ
に
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
極
め
て
重
要
な
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
時
代
設
定
を
『
玉
櫛
笥
』
と
同
じ
く
「
天
正
年
中
」

に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
に
お
い
て
は
、
元
正
天
皇
の
霊
亀
二
年
の

孝
子
譚
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
天
正
年
中
の
孝
子
譚
が
後
日
談
と
し
て
簡
略
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
、
義
端
は
時
代
を
逆
転
し
て
、
天
正
年
中
の
草
野
某
の

孝
子
譚
を
先
に
語
っ
た
後
、
国
司
と
お
ぼ
し
き
貴
人
が
元
正
天
皇
朝
の
霊
亀
二

年
の
こ
と
を
回
想
し
て
語
る
形
式
と
し
て
作
り
直
し
た
の
で
あ
る
。

六
、　

お
わ
り
に

最
後
に
、
義
端
は
い
か
な
る
構
想
を
持
っ
て
『
玉
櫛
笥
』
の
「
養
老
の
滝
」

を
作
り
上
げ
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
以
下
の
表
は
、
こ
れ
ま
で
検

討
し
た
養
老
の
滝
説
話
と
「
養
老
の
滝
」
を
比
較
し
、
そ
の
共
通
点
を
ま
と
め
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た
も
の
で
あ
る
。

滝
の
仙
界
化

二
つ
の
孝
子
譚

勅
使
が
下
さ
れ
る

富
貴
に
な
る

孝
子
が
発
見

嘆
く
孝
子
冬

孝
子
の
在
京

老
母
を
養
う

霊
亀
二
年

本
巣（
所
在
地
）

玉
櫛
笥

【
表
３
】　

 『
玉
櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」
と
先
行
作
品
と
の
比
較

・

一
つ
の
孝
子
譚

帝
が
行
幸
す
る

・

孝
子
が
発
見

・ ・ ・ 老
父

霊
亀
三
年

美
濃
国

十
訓
抄

滝
の
仙
界
化

二
つ
の
孝
子
譚

勅
使
が
下
さ
れ
る

富
貴
に
な
る

孝
子
の
妻
が
発
見

・ 冬

孝
子
の
在
京

老
母 ・ 本

巣

養
老
寺
縁
起

滝
の
仙
界
化

一
つ
の
孝
子
譚

勅
使
が
下
さ
れ
る

・

孝
子
が
発
見

・ ・ ・ 両
親 ・ 本

巣

謡
曲
「
養
老
」

・

二
つ
の
孝
子
譚

勅
使
が
下
さ
れ
る

富
貴
に
な
る

孝
子
が
発
見

嘆
く
孝
子
冬 ・ 老

母

霊
亀
二
年

美
濃
国

本
朝
故
事
因
縁
集

　

右
に
記
し
た
【
表
３
】
を
見
る
と
、義
端
が
参
照
し
た
の
は
『
養
老
寺
縁
起
』

と
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』、
そ
し
て
謡
曲
「
養
老
」
の
三
作
品
（
謡
曲
「
養
老
」

と
は
〈
注
８
〉
で
述
べ
た
よ
う
に
一
部
の
表
現
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
）
に
ほ

ぼ
限
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
義
端
は
「
霊
亀
二
年

←

天
正
年
中
」

の
順
で
展
開
さ
れ
て
い
る
『
本
朝
故
事
因
縁
集
』
の
全
体
的
な
構
造
を
逆
転
し

て
「
天
正
年
中

←

霊
亀
二
年
」
の
順
で
展
開
さ
せ
な
が
ら
、
全
体
的
な
肉
付
け

及
び
表
現
は
『
養
老
寺
縁
起
』
と
謡
曲
「
養
老
」
に
拠
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
玉
櫛
笥
』「
養
老
の
滝
」
で
は
、
主
人
公
の
名
前
が
草
野

で
あ
る
点
、
国
司
と
お
ぼ
し
き
貴
人
が
登
場
す
る
点
、
山
廻
り
の
奉
行
が
鉄
砲

を
打
ち
か
け
る
点
な
ど
は
ど
の
資
料
か
ら
も
共
通
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。ま
た
、

草
野
が
仙
術
成
就
し
飛
行
自
在
の
神
仙
に
な
る
点
は
、
了
意
の
『
浮
世
物
語
』

の
最
終
話
「
浮
世
房
蛻
た
る
事
」
で
「
仙
術
を
行
ひ
て
、長
生
不
死
の
法
を
得
」

て
神
仙
に
な
っ
た
浮
世
房
の
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
が
、
直
接
な
影
響
関
係
を
指

摘
す
る
に
は
や
や
た
め
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
「
養
老
の
滝
」
は
先
行
す
る
養
老
の
滝
説
話
に
原
拠
を
求
め
た

も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
、
義
端
の
創
作
と
い
っ
て
よ
い
も

の
も
多
く
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、〈
注
２
〉
の
先
行
研
究
で
筆
者
が

す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
義
端
は
先
行
説
話
を
利
用
す
る
場
合
、
出
典
と
な
る

説
話
二
〜
三
篇
を
解
体
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
を
丸
取
り
し
な
が
ら
合
成
す

る
形
で
成
立
し
た
話
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
養
老
の
滝
」
に
関
し
て

言
え
ば
、
そ
の
創
作
方
法
は
、『
玉
櫛
笥
』
の
他
の
作
品
の
そ
れ
と
は
異
な
る

と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
典
拠
の
取
り
合
わ
せ
と
い
う
点
に
お

い
て
は
他
の
話
と
変
ら
な
い
が
、
そ
の
再
構
成
の
方
法
に
お
い
て
、
他
の
話
に

は
な
い
よ
う
な
独
創
的
な
工
夫
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
に
先
行
作
品
を
利
用
し
な
が
ら
も
自
分
の
創
作
を
大
き
く
加
え
、
原
話
離

れ
が
著
し
く
見
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
義
端
は
『
玉
櫛
笥
』
の
巻
頭
を
飾
る
巻
一
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の
第
一
話
と
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
最
も
独
創
的
な
「
養
老
の
滝
」
を
位
置
付

け
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

【
注
】

〈
注
１
〉　

飯
倉
洋
一
氏
は
「
怪
異
と
寓
言
│
浮
世
草
子
・
談
義
本
・
初
期
読
本
」

（『
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究
』
Vol.
２
、笠
間
書
院
、二
〇
〇
七
）
に
お
い
て
、「
浮

世
草
子
に
垣
間
見
え
、
談
義
本
や
初
期
読
本
で
顕
著
に
な
る
傾
向
と
し
て
、

知
的
議
論
・
世
相
批
判
・
歴
史
評
論
な
ど
の
導
入
が
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、

「
浮
世
草
子
か
ら
、
談
義
本
・
初
期
読
本
へ
繋
が
る
文
学
史
の
一
面
と
し
て

見
逃
せ
な
い
要
素
」
と
し
て
寓
言
を
提
示
し
て
お
り
、「
漠
然
と
で
は
あ
る

に
し
ろ
、寓
言
的
手
法
を
自
覚
し
た
作
品
」
と
し
て
浮
世
草
子
怪
異
物
の
『
玉

櫛
笥
』
と
『
玉
箒
木
』
を
挙
げ
て
い
る
。

〈
注
２
〉　

そ
の
後
、
筆
者
は
〈
参
考
文
献
〉
欄
に
挙
げ
た
論
考
に
お
い
て
、
次

の
よ
う
な
出
典
を
新
た
に
指
摘
し
た
の
で
、
参
考
と
し
て
記
し
て
お
く
。

巻
四
の
第
四
話
「
雨
林
院
」

巻
三
の
第
四
話
「
松
永
弾
正
堕
地
獄
」

巻
三
の
第
一
話
「
畜
生
塚
」

巻
二
の
第
二
話
「
瞽
者
知
三
世
」

巻
一
の
第
二
話
「
猿
誦
法
花
経
」

『
玉
櫛
笥
』

『
武
者
物
語
之
抄
』

『
伽
婢
子
』「
地
獄
を
見
て
蘇
」

『
太
平
記
』「
結
城
入
道
堕
地
獄
事
」

『
伽
婢
子
』「
金
閣
寺
の
幽
霊
に
契
る
」

『
剪
灯
余
話
』「
江
廟
泥
神
記
」

『
将
軍
記
』
第
十
九
「
豊
臣
秀
吉
記
」

『
聚
楽
物
語
』
巻
之
上

『
万
松
院
殿
穴
太
記
』

『
元
亨
釈
書
』
巻
九
「
雲
浄
法
師
」

『
剪
灯
余
話
』「
聴
経
猿
記
」

出
典

〈
注
３
〉　

⑲
の
『
本
朝
語
園
』
は
題
名
の
下
に
『
続
日
本
紀
』
と
注
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
老
父
を
養
う
孝
子
譚
で
あ
る
点
、
湧
出
し
た
の
は
酒
で
あ
る
点
、

帝
が
直
接
養
老
の
滝
に
行
幸
す
る
点
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
若
返
っ
た
り

病
が
治
る
な
ど
の
霊
験
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、実
際
の
出
典
は
『
十

訓
抄
』
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

〈
注
４
〉　

国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ

る
と
、『
十
訓
抄
』
に
は
、元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）、享
保
六
年
（
一
七
二
一
）、

寛
延
四
年（
一
七
五
一
）、文
化
二
年（
一
八
〇
五
）、天
保
一
四
年（
一
八
四
三
）

の
刊
記
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。

〈
注
５
〉　

天
野
文
雄
氏
は
「《
養
老
》
の
典
拠
と
成
立
の
背
景
―『
養
老
寺
縁
起
』

と
明
徳
四
年
の
義
満
の
養
老
の
滝
見
物
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
演
劇
学
論
叢
』

第
四
号
、
二
〇
〇
一
）
に
お
い
て
、『
養
老
寺
来
由
縁
起
略
』
に
は
慶
長
年

間
に
行
わ
れ
た
徳
永
寿
昌
に
よ
る
再
建
記
録
が
あ
る
の
に
対
し
て
、『
養
老

寺
縁
起
』
に
は
そ
の
よ
う
な
記
録
が
な
い
こ
と
か
ら
慶
長
年
間
以
前
に
成
立

し
た
の
は
間
違
い
な
い
と
推
定
さ
れ
た
。
こ
こ
ま
で
は
筆
者
も
同
意
す
る
が
、

氏
は
更
に
「
室
町
後
期
の
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』
や
『
法
華
経
直
談
鈔
』

に
み
え
る
養
老
説
話
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
勅
使
が
下
向
す
る
形
で
あ
る
こ

と
、
孝
子
に
養
わ
れ
る
の
が
老
母
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
『
養
老
寺
縁
起
』

の
設
定
と
か
さ
な
る
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
諸
点
を
『
養
老

寺
縁
起
』
の
投
影
と
み
な
し
て
、
A
系
の
『
養
老
寺
縁
起
』
の
成
立
を
『
法

華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』
成
立
の
永
正
（
一
五
〇
四
〜
）
以
前
と
す
る
こ
と
も
、

あ
る
い
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
し
た
う
え
で
、「
世
阿
弥

作
の
《
養
老
》
の
典
拠
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
傍
線
を
引
い
た
共

通
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
な
ぜ
『
養
老
寺
縁
起
』
の
投
影
と
み
な
し
う
る

か
に
つ
い
て
の
説
明
が
不
足
し
て
い
る
。
逆
に
『
養
老
寺
縁
起
』
が
『
法
華

経
鷲
林
拾
葉
鈔
』
や
『
法
華
経
直
談
鈔
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
可
能
性
も
十

分
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
注
６
〉　

例
え
ば
、『
養
老
寺
縁
起
』
と
青
山
短
期
大
学
所
蔵
本
『
養
老
の
縁

起
絵
巻
』
の
冒
頭
部
分
を
比
較
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
（『
養
老
の
縁
起

絵
巻
』
の
本
文
は
、
伊
井
春
樹
「『
養
老
の
縁
起
絵
巻
』
の
成
立
」（『
古
筆
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学
の
あ
ゆ
み
』
第
五
巻
、
一
九
九
五
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
に
拠
っ
た
。

ま
た
、
文
脈
を
考
慮
し
、
私
に
句
読
点
と
濁
点
、
そ
し
て
「　

」
を
入
れ
た
）。

抑
此
養
老
ノ
滝
ト
申
事
、
昔
此

所
ニ
源
丞
内
ト
申
者
也
（「
有
」

の
誤
り
か
）
シ
也
。
彼
者
六
十

ニ
余
ル
母
一
人
持
。
酒
ヲ
好
ミ

シ
カ
ド
モ
、
其
身
貧
ニ
シ
テ
、

朝
夕
ノ
営
僅
也
。
雖
然
、
親
ニ

孝
行
ナ
ル
コ
ト
世
ニ
勝
レ
タ

リ
。
或
時
、
所
ノ
役
ニ
随
テ
在

京
ノ
事
有
ケ
リ
。
一
人
ノ
母

ヲ
捨
テ
登
ラ
ン
コ
ト
悲
ミ
テ

モ
猶
余
リ
ア
リ
。「
跡
ニ
誰
ア

リ
テ
母
ヲ
養
育
シ
孝
行
ノ
中

勤
ヲ
ツ
ク
シ
、
朝
暮
、
母
ニ

見
エ
ン
ヤ
。」
涙
ヲ
流
シ
、「
母

諸
共
ニ
他
国
ヘ
モ
隠
レ
ナ
ン
」

ト
嘆
キ
ケ
レ
バ
、

養
老
寺
縁
起

そ
も
〳
〵
こ
の
や
う
ら
う
の
た
き
と
申
こ
と
、

む
か
し
こ
の
と
こ
ろ
に
げ
ん
ぜ
う
な
い
と
申

す
も
の
あ
り
し
な
り
。
か
の
者
六
十
に
あ
ま

る
母
一
人
も
つ
。
さ
け
を
こ
の
み
し
か
ど
も
、

そ
の
身
ひ
ん
に
し
て
、
あ
さ
ゆ
ふ
の
い
と
な

み
か
す
か
な
り
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
、
お

や
に
か
う
〳
〵
な
る
こ
と
世
に
す
ぐ
れ
た
り
。

あ
る
時
、
と
こ
ろ
の
や
く
に
し
た
が
ひ
て
、

ざ
い
き
や
う
の
こ
と
あ
り
け
り
。一
人
の
は
ゝ

を
す
て
ゝ
の
ぼ
ら
ん
こ
と
か
な
し
み
て
も
な

を
あ
ま
り
あ
り
。「
あ
と
に
又
だ
れ
あ
り
て
か

母
を
や
う
い
く
し
、
か
う
〳
〵
の
ち
う
き
ん

を
つ
く
し
、
あ
け
く
れ
は
ゝ
に
は
ま
み
え
ん

や
」
と
、
な
み
だ
を
な
が
し
、「
母
も
ろ
と
も

に
た
こ
く
へ
も
か
く
れ
な
ん
」
と
な
げ
き
け

れ
ば
、

養
老
の
縁
起
絵
巻

　
　

右
に
引
用
し
た
両
作
品
の
冒
頭
部
分
を
比
較
し
て
み
る
と
、
漢
字
・
平
仮

名
の
表
記
の
別
を
除
け
ば
、
細
部
に
至
る
表
現
ま
で
ほ
ぼ
一
致
し
、『
養
老

の
縁
起
絵
巻
』
が
『
養
老
寺
縁
起
』
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
の
は
間
違
い

な
い
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
最
後
ま
で
両
作
品
の
本
文
を
比
較
し
て
み

る
と
、『
養
老
の
縁
起
絵
巻
』
は
孝
子
譚
が
終
わ
っ
た
後
、
養
老
と
い
う
地

名
の
起
源
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
養

老
寺
縁
起
』
で
の
該
当
部
分
は
ま
だ
全
体
の
半
分
に
す
ぎ
な
い
。『
養
老
寺

縁
起
』
の
後
半
部
は
雄
略
天
皇
が
勅
使
を
送
っ
て
滝
を
確
認
さ
せ
た
話
と
源

丞
内
の
子
孫
の
話
が
続
く
の
で
あ
る
。
寺
社
縁
起
物
と
し
て
の
『
養
老
寺
縁

起
』
の
場
合
、
前
半
の
孝
子
譚
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
後
半
部
分
の
養
老

の
滝
及
び
養
老
寺
の
由
来
、
場
所
を
本
巣
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
霊
験
の
地

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

『
養
老
の
縁
起
絵
巻
』
の
場
合
、『
養
老
寺
縁
起
』
の
後
半
部
を
削
除
す
る
だ

け
で
成
立
し
た
、
極
め
て
単
純
な
作
業
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
か
の
よ
う

に
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
こ
の
よ
う
な
作
業
に
よ
っ
て
作
品
の

主
題
が
変
わ
り
、
教
訓
的
な
性
格
を
帯
び
る
絵
巻
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た

の
で
あ
る
。

〈
注
７
〉　

養
老
の
滝
の
所
在
地
に
つ
い
て
、『
続
日
本
紀
』
で
は
「
美
濃
国
当

耆
郡
」、『
十
訓
抄
』
で
は
「
美
濃
国
」、『
法
華
経
直
談
鈔
』
で
は
「
美
濃
国

両
芸
庄
」、『
鷲
林
拾
葉
鈔
』
で
は
「
美
濃
国
多
芸
郡
」
と
し
て
い
る
。
一
方
、

謡
曲
「
養
老
」
で
は
「
本
巣
」
に
し
て
お
り
、
こ
れ
は
『
養
老
寺
縁
起
』
と

の
大
き
な
共
通
点
で
あ
る
が
（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
頭
注
で
は
「
本

巣
郡
と
言
う
の
は
誤
伝
」
と
し
て
い
る
）、
こ
れ
は
謡
曲
「
養
老
」
が
『
養

老
寺
縁
起
』
と
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、

謡
曲
「
養
老
」
の
ほ
う
で
は
、
酒
が
湧
出
す
る
の
で
は
な
く
、
醴
泉
が
湧
出

す
る
話
に
な
っ
て
い
る
点
、
孝
子
が
養
う
の
は
老
夫
婦
で
あ
る
点
、
養
老
の

滝
と
名
付
け
た
の
は
自
分
た
ち
で
あ
る
点
な
ど
、
多
く
の
と
こ
ろ
で
『
玉
櫛

笥
』、『
養
老
寺
縁
起
』、『
十
訓
抄
』
と
は
異
な
る
。
一
応
、【
表
３
】
か
ら

分
か
る
よ
う
に
、
養
老
の
滝
を
仙
界
化
し
て
い
る
作
品
は
全
て
そ
の
所
在
地

を
本
巣
に
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
が
、
謡
曲
「
養
老
」
と
『
養
老

寺
縁
起
』
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〈
注
８
〉　

こ
こ
で
「
楊
柳
観
音
」
を
登
場
さ
せ
、
白
山
権
現
と
絡
ま
せ
て
養
老

の
滝
を
仙
界
化
さ
せ
て
い
る
点
は
、
謡
曲
「
養
老
」
で
「
わ
れ
は
こ
の
山
山

神
の
宮
居
、
ま
た
は
楊
柳
観
音
菩
薩
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
着
想
を
得
た
も

の
で
あ
る
。

　
〈
参
考
文
献
〉

青
木
和
夫
・
笹
山
晴
生
・
稲
岡
耕
二
・
白
藤
礼
幸
校
注
『
続
日
本
紀
』（『
新
日

本
古
典
文
学
大
系
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）

浅
見
和
彦
校
注
・
訳
『
十
訓
抄
』（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
第
五
十
一
巻
、

小
学
館
、
一
九
九
七
）

天
野
文
雄
「《
養
老
》
の
典
拠
と
成
立
の
背
景
―『
養
老
寺
縁
起
』
と
明
徳
四
年
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の
義
満
の
養
老
の
滝
見
物
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
演
劇
学
論
叢
』
第
四
号
、

二
〇
〇
一
）

飯
倉
洋
一
「
怪
異
と
寓
言
│
浮
世
草
子
・
談
義
本
・
初
期
読
本
」（『
西
鶴
と
浮

世
草
子
研
究
』
Vol.
２
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
）

伊
井
春
樹
「『
養
老
の
縁
起
絵
巻
』
の
成
立
」（『
古
筆
学
の
あ
ゆ
み
』
第
五
巻

所
収
、
一
九
九
五
）

江
本
裕
・
湯
沢
賢
之
助
編
『
玉
く
し
げ
』（『
古
典
文
庫
』
第
五
一
九
冊
、
白
橋

印
刷
所
、
一
九
九
〇
）

表
章
・
横
道
万
里
雄
校
注
『
謡
曲
集
（
上
）』（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第

四
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
）

勝
又
基
編
『『
本
朝
孝
子
伝
』
本
文
集
成
』（
明
星
大
学
平
成
二
十
一
年
度
特
別

研
究
費
「
説
話
文
学
の
中
世
と
近
世
―『
本
朝
孝
子
伝
』
を
中
心
と
し

て
―
」
研
究
成
果
報
告
書
、
明
星
大
学
、
二
〇
一
〇
）

金
永
昊
「『
玉
櫛
笥
』
の
「
畜
生
塚
」
考
察
―
林
義
端
の
構
想
と
怪
異
性
を
中

心
に
―
（
韓
国
語
）」（『
日
本
研
究
』
第
四
十
四
号
、
韓
国
外
国
語
大

学
日
本
研
究
所
、
二
〇
一
〇
）

―
―
―
「
林
義
端
の
『
玉
櫛
笥
』
考
察
―
巻
一
の
第
二
話
「
猿
誦
法
花
経
」
を

中
心
に
―
（
韓
国
語
）」（『
日
本
学
研
究
』
第
三
十
一
輯
、
檀
国
大
学

日
本
研
究
所
、
二
〇
一
〇
）

―
―
―
「『
玉
櫛
笥
』
に
現
れ
た
地
獄
譚
考
察
―『
伽
婢
子
』
及
び
『
太
平
記
』

と
の
関
連
性
を
中
心
に
―
（
韓
国
語
）」（『
日
語
日
文
学
研
究
』
第

七
十
六
輯
、
韓
国
日
語
日
文
学
会
、
二
〇
一
一
）

―
―
―
「「
養
老
の
縁
起
絵
巻
」
の
成
立
と
性
格
―『
養
老
寺
縁
起
』
と
の
関
連

性
を
中
心
に
―
（
韓
国
語
）」（『
日
本
言
語
文
化
』
第
十
八
輯
、
韓
国

日
本
言
語
文
化
学
会
、
二
〇
一
一
）

―
―
―
「『
玉
櫛
笥
』
に
現
れ
た
寓
言
考
察
―
先
行
歴
史
物
の
利
用
を
中
心
に

―
（
韓
国
語
）」（『
日
語
日
文
学
研
究
』
第
八
十
七
輯
、
韓
国
日
語
日

文
学
会
、
二
〇
一
三
）

島
田
勇
雄
・
永
積
安
明
校
注
『
古
今
著
聞
集
』（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第

八
十
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
）

太
刀
川
清
「
林
義
端
と
そ
の
怪
異
小
説
」（『
長
野
県
短
期
大
学
紀
要
』
第

二
十
六
号
、
一
九
七
一
）

中
野
幸
一
編
『
本
朝
孝
子
伝
』（『
奈
良
絵
本
絵
巻
集
』
第
一
巻
、
早
稲
田
大
学

出
版
部
、
一
九
八
八
）

中
村
隆
嗣
「『
玉
櫛
笥
』
考
―
執
筆
と
素
材
―
」（『
愛
媛
国
文
研
究
』
第

二
十
七
号
、
一
九
七
七
）

日
野
龍
夫
編『
本
朝
故
事
因
縁
集
』（『
京
都
大
学
蔵
大
惣
本
稀
書
集
成
』第
八
巻
、

臨
川
書
店
、
一
九
九
五
）

柳
牧
也
「
書
肆
・
林
義
端
考
」（『
国
文
学
研
究
』
第
二
十
五
号
、
一
九
六
〇
）


