
神
奈
川
の
伝
承
と
文
学
②

湘
南
の
西
行
と
西
行
伝
説

紙

宏

行

西
行
は
、
生
涯

に

二
度
、
陸
奥

へ
旅

に
出

て
い
る
。
初
度

の
は
、

二
十
代
後

半

で
、
仏
道
修
行

と
歌
枕

探
訪

の
数
寄

と
を
兼
ね

た
旅

で
あ

っ
た
。
東
海
道
を

辿

り
白

河
関
を
越

え
て
、
信
夫
、
武
隈

、
名

取
川
を
通

り
、
平
泉

に
達
し

た
、

と

い
う
経
路

は

『
山
家
集

』
な
ど

か
ら

わ
か
る
。
し

か
し
、
相
模

国
を
通
過

し

た
は
ず

な

の
だ
が
、

ど

の
道

を
辿

っ
た

の
か
は
わ

か
ら
な

い
。

二
度

目

の
旅

は
、
文

治

二
年

(
=

八
九
)
、
六
十
九
歳

の
老

躯
を
駆

っ
て
、

東

大
寺

再
建

の
た
め

の
砂
金

勧
進
を

目
的

に
奥
州
平
泉

の
藤
原
秀

衡

の
も
と

へ

出

か
け
た
も

の
で
あ

る
。

途
中
、
同
年

八
月
十
五
、
十

六
日
に
、
鎌
倉

に
立

ち

寄

り
、
鶴
岡

八
幡
宮
社

頭

に
お

い
て
源
頼
朝

に
対
面
す

る
。

『吾
妻

鏡
』

に
は
、

偶
然

の
出
会

い
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
が
、

西
行
と

し
て
は
、
勧

進
が
障
害
な

く
進

む
よ
う

に
要
請

し
た
も

の
で
あ

ろ
う
し
、
頼

朝
も
、
重
代

の
武
家
出
身

の

西
行

に
先
祖
伝
来

の
武
芸

に
つ
い
て
聞

い
て
み
た
か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
両
者

は
、
和

歌
や
武
芸

に

つ
い
て
親
し
く
歓
談

し
た
が

、
退
出
時

に
頼

朝
か
ら
賜

っ

た
銀
製

の
猫
を
、

西
行

は
門

前

の
子
ど
も

に
惜

し
げ
も
な
く

や

っ
て
し
ま

っ
た

と

い
う
。

当
時

、
東
海
道

か
ら
鎌
倉

へ
出

る
に
は
、

足
柄

峠
を
越
え

て
、

関
本
か
ら
国

府

津

へ
出

て
、

ほ
ぼ
今

の
東
海
道
線
、

国
道

一
号
線

に
沿

い
、
辻
堂
あ

た
り

か

ら
南
東

に
折

れ
て
、
鵠

沼
あ

た
り

で
引

地
川
、
境
川
を
渡

り
、
江

ノ
島
を
右

に

見
な
が
ら
海
岸
沿

い
に
鎌
倉

へ
入

る
と

い
う
道
を
辿

っ
た
。

西
行

も
、
文
治

二

年

八
月
上
旬

に
、
確
実

に
湘
南

の
地

を
通

っ
て
い
る
。

こ

の
二
度

の
陸
奥

旅
を
、

『
西
行
物
語
』

は
、

一
度

の
こ
と

と
し

て
語

っ
て

い
る
。
混
同

し
た

の
で
は
な
く
、
修
行

の

一
環
と
し

て
語

る
べ
く
、
あ
え

て
ひ

と

つ
に
ま
と

め
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
主

人
公

の
西
行

は
、
突
然

の
出
家

の
後
、

西
山

で
暮
ら

し
そ

の
後

伊
勢

に
わ
び
住

ま

い
を
し
、
さ
ら

に
三
年

を
過
ご

し
た

後

、

二
十
代

の
後
半

に
陸
奥
旅

に
出

か
け

て
い
る
。

伊
勢
を
出
立

し
、
遠

江
国
天
中

の
渡

を
越

え
、
小
夜

の
中

山
、

岡
部
を
経
、

足
柄

山
を
越
え

て
相
模

国

に
入

る
。

『
西
行
物

語
』

は
次

の
よ
う
に
記
す
。

相
模
国
大
庭

と

い
ふ
と

こ
ろ
砥
上
が
原

を
過
ぐ

る
に
、

野
原

の
霧

の
ひ
ま

よ
り
、
風

に
さ
そ
は
れ
鹿

の
鳴
く
声

し
け
れ
ば
、

え

は
ま
よ
ふ
葛

の
し
げ

み
に
妻
籠

め

て
砥
上
が
原

に
雄
鹿

鳴
く
な
り

そ

の
夕
暮
が

た
に
、
沢
辺

の
鴫
飛
び

立

っ
音

の
し
け

れ
ぽ
、

　　

ユ
　

心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
鴫
立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
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「
大
庭
」

と

い
う

の
は
、
現

在

の
藤
沢

市

大
庭

の
こ
と

で
あ

り
、
「
砥
上

が

原
」

と

い
う

の
は
、
今

の
片
瀬
、
鵠

沼

の
あ

た
り

か
と

い
う
。

『新

古
今

集
』

に
入

り
、

そ

の
中

で
特

に

「
三
夕

の
歌
」

の
ひ
と

つ
と

し

て
著
名

な

「
心
な

き
」

の
歌

は
、
現
在

の
藤
沢

で
詠
ま

れ
た
と

い
う

の
で
あ

る
。

こ
れ
が
事
実
と

す

れ
ば

、
ま

こ
と

に
楽

し

い
限
り

で
あ

る
が

、
し

か
し
、

そ

の
よ
う
な
夢
想

は

許

さ
れ
な

い
よ
う

で
あ

る
。
『
山
家
集
』

に
は
、
「
心
な
き
」

の
歌
は

「
秋
、
も

　　
　
　

の

へ
ま
か
り
け

る
道

に
て
」

の
詞
書

の
も
と

に
収
載
さ
れ

て

い
て
、
詠
作

の
場

所

は
特

定
し
え
ず
、

し
た
が

っ
て
、
陸
奥

へ
の
旅

の
途
上

に
詠

ま
れ
た
わ
け

で

は
な
く

て
、

『
西
行
物
語

』

の
記
述

は
虚
構

に
す
ぎ

な

い
と

す

る
の
が

、
現
在

の
定

説

で
あ

る
。

も
ち

ろ
ん
、
問
題

は
、

「
え

は
ま
よ

ふ
」

と

「
心
な
き
」

の
二
首

の
歌
が
、

『
西
行
物
語
』

に

い
う

よ
う

に
、

こ

の
大
庭

の
地

で
詠

ま
れ

た

の
か
否

か
と

い

う
、
事

実
性
を
明

ら
か
に
す
る

こ
と

で
は
な

か
。

二
首

の
歌
、
特

に
名
歌
と

し

て
喧
伝
さ
れ

て
い
た

「
心
な
き
」

の
歌
が
詠

ま
れ
た
場
所

を
、

こ

の
大
庭

の
地

に
引

き

つ
け

た
理
由
が

、
大
庭

の
側

に
あ

っ
た

か
ど
う

か
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。

『
西
行
物
語
』

の
成
立

は
、
建
長

以
前
、
西
行

死
後

五
、

六
十
年
後

ご

ろ
と

い

　
　
ヨ
　

う
。

西
行

の
死
後
遠

く
な

い
時
期

に
、

「
大
庭
」
な

る
、
歌
枕

で
も
な

い
無
名

の
地
が

、
西
行

と
結

び

つ
け
ら
れ

て
忽
然

と
物
語

の
中

に
登
場

し

て
く

る
理
由

を
問
う

て
み
た
い

の
で
あ

る
。

現
在
、
大
庭

に
は
大
庭
城
趾
公
園
が

あ
る
。
太

田
道
灌
築
城

の
遺
跡
が
公
園

と
し

て
整
備

さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。
春

に
は
桜
が
ま

こ
と
に
美

し

い
。
遺
構

と

し

て
は
室
町
以
前

の
も

の
は
残

っ
て

い
な

い
よ
う

で
あ

る
が
、

さ
ら

に
さ

か

の

ぼ

っ
て
、

『平
家

物
語
』

に
も
登

場
す

る
大

庭
景
親

の
居
城

の
跡

で
あ

ろ
う

と

推
測
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
居
館

を
中

心
と
し
た
大
庭
氏

の
領

地
が
、

い
わ
ゆ

る

　
　
　
　

大
庭
御
厨

で
あ

る
。

大
庭
氏

の
祖
、
鎌
倉

権

五
郎
景
正

は
、
こ

の
大
庭

の
地

を
先
祖
相
伝

の
私
領

と
し

て
伝
え

て

い
た
が

、
十

二
世
紀

の
初

め
、
伊
勢
神
宮

に
寄
進

し
、
大
庭
御

厨
が
成
立

し
た
。
御

厨
と

は
、
伊
勢
神
宮

の
領
地

の
こ
と
を

い
う
。
景
正

は
、

自

身

の
伊
勢

へ
の
信
仰

も
あ

っ
た
ろ
う
が

、
ま

た
伊
勢
神
宮

の
神

威
を

か
り

て

名

目
上

の
領
主

(
本
所

)
と

し
、
自

ら
は
御

厨
司
と
な

っ
て
領

地

の
実
質
的

な

領

有
権
を
確
保

し
よ
う
と
し

た
も

の
で
あ
る
。
そ

の
う
え

で
大
庭
と

い
う
広
大

な
荒
野

の
開
発

に

の
り

だ
し

た
の
で
あ

る
。
古

く
大
庭

に
は
、

『延
喜

式
』

の

い
わ
ゆ

る
式
内
社

と
し

て
、
相
模

国
十

三
社

の

一
、
大
庭
神
社
が

あ

っ
た
。
現

在

も
大
庭
神
社

は
鎮
座

し

て
い
る
が
、
式

内
社

の
大
庭
神
社

は
現
在

の
大
庭
神

社

で
は
な
く
、
辻

堂
駅
寄
り

の
権
現
神
社
が

そ
れ

で
あ

る
ら
し

い
が
、
定

か
で

は
な

い
。
大
庭
御

厨

の
範
囲

は
、
東

は
境

川
、
南

は
海
、

西
は
寒

川
神
社

の
神

領

に
接

し
、
北
境

は
不
明
だ
が
今

の
湘
南

台
、
長
後
あ

た
り
ら
し
く
、
本
学

キ

ャ
ン
パ

ス
を
含

み
、
藤

沢

・
茅

ケ
崎

両
市

の
ほ
と

ん
ど
を
占

め
る
広
大
な
地

で

あ

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

景
正
が
領
地

を
伊
勢

神
宮

へ
寄
進
す

る

に
あ

た

っ
て
は
、
神
宮

権
禰
宜
師
光

や
伊
勢
恒
吉

な
る
も

の
が
介
在

し
た
ら
し

い
。
伊
勢
恒
吉

と
は
、
伊
勢
内
宮

の

神

官

の
仮
名

で
あ
ろ
う

と
推
測

さ
れ

て
い
る
が
、

『神
奈

川
県
史
』

に
は

「
後

に
伊
勢

の
お
札

く
ぼ

り
や
信
徒

の
組
織

に
活

躍
し

た
御
師

た
ち

の
先
が
け
と

し

て
、

こ
の
時
代

か
ら
す

で
に
伊
勢

の
神
官

た
ち
が
東
国
各

地
を
遍
歴
し

て
歩
き
、

　を
ら
　

伊
勢
信
仰
を
流
布

す
る
と
と
も

に
御
厨

の
寄

進
を
す
す

め
て
ま
わ

っ
て
い
た
」

と
す

る
興
味
深

い
記
述
が
あ

る
。

天
養

元
年

(
一
=

二
一
)
、
鎌
倉

の
源
頼

義

は
、
大

庭
御
内

の
鵠
沼
郷

の
領

有

を
主
張

し
て
郷

内

に
乱
入

し
、
数

々
の
乱
暴
狼
藉
を
働
き

、
あ
げ
く

の
は
て
、

御
厨
内

の
伊
介
神

社

の
神
主
荒
木

田
彦

松

の
頭
を
打

ち
割

り
、
神
人
ら

に
傷

を
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負
わ

せ
る
と

い
う
事
件
が
起
き

た
。

御
厨
側

は
、
領
有

を
正
当
と
す

る
宣

旨
を

朝
廷

に
要
請

し

て
宣
旨
を
得
、
何

と
か
危
地
を
脱

し
た

の
で
あ

る
。
伊
介
神
社

と

は
、
神

宮
系

の
社

で
あ

り
、
今

の
鵠

沼

(
鳥
森
)

皇
太
神

宮

で
あ

る
と

す

　　

　
　

る
説
が
あ

る
が
、

明
確

で
は
な

い
。

大
庭
御
厨

は
こ

の
よ
う

に
常

に
他

か
ら

の

侵

略

の
危
機

に
さ
ら
さ
れ

て
い
た
わ
け

で
、
神
宮

に
寄
進

し
、
ま

た
事
件
後

も

し
ぼ

し
ぼ
同
趣
旨

の
宣
旨
を
要
請

し
続

け
た
所
以

で
あ

る
。

景
正

は
後

三
年

の
役

に
負
傷
を

お
し

て
大
活
躍

し
た
武
将

で
あ

る
。
領
地

の

伊
勢

神
宮
寄
進

と

い
う

の
は
、
彼
な

り

の
精

い

っ
ぱ

い

の
処
世
術

で
あ

っ
た
ろ

う
。
そ

の
子
孫

の
大
庭
景
義
、
景
親
兄
弟

は
、
源
平

の
争

乱
時

に
、
そ
れ
ぞ

れ

が

分
か
れ

て
源
氏

と
平
氏

に
就
く

と
い
う
苦
渋

の
選
択

を
決

し

て
、
家
と
所
領

を
守

っ
た
。
有
力
豪

族

に
囲
ま
れ
、
時
代

の
変
転
と
権
力

の
恣

意

に
翻
弄

さ
れ

る
、
中

小
豪
族

の
悲
劇

と

い
う

べ
き
だ

ろ
う
。

こ
こ

で
注
意

し
て
お
く

べ
き

こ
と

は
、

大
庭
御
厨

に
は
、
神
宮

権
禰
宜
師
光

や
伊
勢

恒
吉
ら
が
、
確

か

に
足
跡
を
残

し
、

あ
る

い
は
内
宮
祠
官

に
つ
ら
な

る

荒
木

田
彦
松
と

い
う
神
主

と
複
数

の
神
人
が
常

駐
し

て
い
た
こ
と

で
あ

る
。
大

庭

と
遠

く
離
れ

た
伊
勢
神
宮

と

は
、
祠
官
級

の
人
物
や
神
人
が
行

き
来
し
、
常

に
関
係

を
保

っ
て
い
た

の
で
あ

る
。
大
庭

と

い
う
と
、

こ
れ
と

い

っ
た
特
徴

の

な

い

一
地
域
も
、
中
央

の
文

化
と

は
決

し
て
無
縁

で
は
な

か

っ
た
こ
と
を
示

し

て
い
る
。

西
行

は
、
治

承
四
年

(
=

八
〇
)
、

六
十

三
歳

の
と
き
、
戦
乱

の
災
禍

の

及

ぶ

の
を
避
け
、
伊
勢

に
赴

き

二
見

の
浦

に
草
庵

を
結

ん
で
い
る
。

二
度
目

の

陸
奥
旅
行

は
、

こ
の
伊
勢

か
ら
旅

立

っ
た
わ
け
で
あ

る
。
西
行
伊
勢
在

住

の
間
、

西
行

の
歌

人
と
し

て
の
名
声

を
慕

い
、
西
行

を
中

心
と
し

た
歌
人

グ

ル
ー
プ
が

形
成

さ
れ
て

い
た
。

そ
の
中

に
、
内
宮

の

一
禰

宜
荒
木
田
氏
良
が

い
る
。
某
年

の
二
月
十

五
日

の
釈

迦
浬

槃

の
日

に
、
曇

る
月
を

め
ぐ

っ
て
歌

を
贈

答

し

て

　　
　

　

い
る
。
荒

木
田
氏
良

は
、

西
行

よ
り

三
十

五
歳

の
年

少

で
、
西
行
を
慕

い
つ
つ
、

ま

た
内
宮

の
筆

頭
と

し
て
西
行

を
庇
護
し
な
が

ら
、

親
交
を

か
わ

し
て

い
た
。

氏
良

は
、

大
庭
御
厨

の
名

目
上

の
領
主

で
あ
り
、
前

に
あ
げ

た
大
庭
御
厨

に
関

係

し
た
伊
勢

恒
吉

や
荒
木

田
彦
松

は
、

亡
の
荒
木

田
氏
良

の
祖
先
あ

る

い
は
縁

者

に
あ

た
る
で
あ
ろ
う
。

文
治

二
年

八
月
十

五
日
に
鎌
倉

へ
着

い
た
と
す

れ
ば
、

少
な
く
と
も

そ

の
数

日
前
ま

で
に
は
、
西
行

は
藤
沢

の
大
庭

御
厨

の
領
地
内

を
確

実

に
通

っ
て
い
る
。

そ

の
時
、
荒
木

田
氏
良

に
勧

め
ら
れ

て
大
庭
御
厨

の
神
宮
系

の
社

に
参
詣

し
た

か
も

し
れ
な

い
し
、
神
主

の
荒
木

田
茂

の
某

に
会

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
実
在

の
西
行

と
大
庭

を
結
び

つ
け

る
わ
ず

か
な
可
能
性

は
、
伊
勢

を
媒
介
と

し
た
、

こ
の
ま

こ
と
に
お
ぼ

つ
か
な

い
推
測

だ
け

で
あ

る
。

し

か
し
、
前

に
述

べ
た

よ
う

に
、
実

在

の
西
行

の
事
跡

の
事
実
性
が
問
題

な

の
で
は
な

い
。
大

庭

に
は
、
伊
勢
関
係

の
神

主
や
神
人

な
ど
と

い
う
中
央
文
化

と
交
流

の
あ

る
人
た
ち
が

出

入
り

し

て

い
た

こ
と
が

重
要

な

の

で
あ

っ
て
、

「
・兄
は
ま
よ
ふ
」
と

「
心
な
き
」

の

二
首

の
歌

を
、
西
行
が

こ
の
大

庭

の
地

で

詠

ん
だ
も

の
と
付
会

し
た

の
は
、

か
れ
ら

で
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と

い
う
推

測

が
可
能

で
あ

る
。
あ

る

い
は
、
次
節

に
述

べ

る
よ
う

に
、

大
庭

に
は
念
仏
聖

の
居
住
地
が
あ

っ
た
ら
し
く
、
西
行

と
大
庭

と
を
結

ん
だ

の
は
、

念
仏
聖
ら

で

あ

っ
た

か
も

し
れ

な

い
。
有

名
な
西
行
が
、

特

に
名
歌
と

し
て
誉

れ
高

い

「
心

'

な
き
」

の
歌
を
詠

ん
だ
場
所
が
、

こ

の
大
庭

の
地

で
あ

っ
た
と
す
る

こ
と

に
、

伊
勢

関
係
者
あ

る
い
は
念

仏
聖
ら

に
と

っ
て
は
大
き
な
意
味
が
あ

っ
た

の
で
あ

る
。『

西
行
物
語
』

の
作
者

群
や
伝

承
者

に
は
、
伊
勢

周
辺

の
ほ
か
、
京
都

双
林

寺

周
辺

の
念
仏
聖

や
時
衆
系

の
遊
行
僧

な
ど
が

擬
せ
ら
れ

て
い
て
、
諸
説
並
び

　　
　
　

立

っ
て

い
る
状
況

に
あ

る
。

そ

の
課
題

に
答

え
る
用
意

は
今

は
な

い
し
、
右

の

5
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よ
う
な
憶
測
が
伊
勢
が
作

者
圏

で
あ

る
と
決

す

る
根
拠
と

な
り
う
る
と
も
思

わ

な

い
。
し

か
し
、
「
大
庭
」

な

る
、
歌
枕

で
も

な

い
無
名

の
地
名
が

こ
と
さ
ら

に
物

語

に
記

さ
れ

て

い
る

の
は
、

『西
行
物

語
』

に

一
部
掬

い
上
げ

ら
れ

る
よ

う
な
、
西
行
伝
説

の
作

者
圏
や
伝
承
圏
が

、

こ
の
あ

た
り
に
あ

っ
た

こ
と

を
示

唆

し

て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
の
で
あ

る
。

『
撰
集
抄
』

は
、
語
り
手

を
西
行

に
仮
託

し
、
極
限

の
遁
世
者

の
説
話

を
集

め
た
仏
教

説
話
集

で
あ

る
。

そ

の
中

に
、
「
昔
、
相
模

の
国

に
大
庭

と

い
ふ
野

の
中

に
、

か
た

の
ご
と
く
庵
む
す
び

て
居
れ

る
僧

ひ
と
り
侍

り
き
」
と
始

ま
る

　　
　
　

説

話
が
あ

る
。

こ

の
僧

は
、
貧

し
く
病

む
寡
婦

の
た
め
、

里

に
出

て
銭
米

を
求

め

て
養

い
、
念
仏

を
勧

め

て
い
た
。
僧

の
あ
り
さ
ま

は

「
あ
は
れ

み
深
う

て
」

里
人

の
尊
崇

を
集

め
、
往
生

の
と
き

に
は
、
音
楽
が
聞

こ
え
紫

雲
が

た
な

び

い

た
と

い
う
。

こ
の
説
話

と
、

実
在

の
西
行

の
陸
奥

旅
行
と
を
結

び

つ
け
よ
う
と
す

る
説
が

あ
る
。
「
さ
き

の
大
庭
念

仏
聖

の
説
話

は
こ

の
旅

の
途
中

に
伝
聞

し
た
も

の
と

推
察
さ
れ

る
が
、

在
り
得

べ
か
ら
ざ

る

こ
と

で
は
な

い
と
思
わ
れ

る
。

い
ま
大

庭

の
小
名

に

『聖
が

谷
』

『隠

れ
里
』
が
あ

る
。
そ

れ

に

つ
い
て
里
人

の
語

る
(マ
マ)

と

こ
ろ
が

な

い
が

、
そ
れ
だ
け

に
そ

の
地
名

の
由

っ
て
来

た

る
と

こ
ろ
は
古

る
、

あ

る

い
は
、

か
の
念

仏
僧
伝

説

と
関

係
あ

る
や
も

は
か
り
難

い
。
」

(
『藤
沢

市

史
』
第

四
巻
)

と

い
う

の
が

そ
れ
で
あ

る
。
も

ち
ろ
ん
、

こ
れ

は
、

『撰
集
抄

』

の
西
行
仮
託

の
虚

構
性
を
考
慮

に

い
れ
な

い
短
絡
的

な
発
想

で
、
従

え
な

い
。

た
だ
、
右

の
記
述
は
、
説
話

の
伝

承
者
と

し
て
念
仏

聖

の
集
団
が
大
庭

に
存

し

て
い
た
と
想
像

し

て
も

よ
い
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
よ
う

に
思
わ

れ
る

の
で
あ

る
。と

す
れ
ば
、
大

庭

の
僧

の
説
話

と
西
行

と
を
結

び

つ
け
、

『撰
集

抄
』

の
作

者
圏

に
も

た
ら
し
た

の
は
、
大
庭

に

い
た
念
仏
聖

の
集
団

で
あ

っ
た
と
推
測
す

る

こ
と
が

可
能

に
な

っ
て
く

る
。
実

の
と

こ
ろ
、
大
庭

の
僧

の
説
話
が
、
だ

れ

の
手

に
よ

っ
て
西
行
が

こ
の
説
話

を
伝

承
し
た

こ
と

と
し
て
仮
構
さ
れ
、
ど

の

よ
う
な
経
路

か
ら

『
撰
集
抄
』

に
収
載

さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た

の
か
は
わ

か
ら

な

い
。

た
だ

、
そ

の
過
程

に
は
、

大
庭

に
あ

っ
た
人

た
ち
が

関
与
し

て
い
た
可

能
性
も
あ

る
こ
と

の
み
を
確
認

し
て
お
き

た
い
の
で
あ

る
。

実
在

の
西
行

と
大
庭
と

の
縁

は
、
ま
こ
と

に
希
薄

で
あ

る
。
し

か
し
、
自

ら

の
地

に
西
行

の
事

跡
を
付
会

し
、

西
行
説
話
を
伝
承

し
て

い
た
人

た
ち
が
、
大

庭

に
は
存
在

し
允
可
能
性
を
探

る
こ
と
は

で
き

る
。

か
れ
ら
は
、
西
行
を
尊
崇

し
そ

の
事
跡

を
慕

い
、
あ

る
い
は
西
行

の
虚
像
を
利
用

し
よ
う
と

し
た
。

西
行

や
西
行
伝
説

を
引

き
寄

せ
よ
う

と
す
る
磁
場
が
、
大
庭

に
は
存
在

し
た

の
で
あ

る
。『西

行
物

語
』

に
見
え

る
も

う
ひ
と

つ
の
地
名

「
砥

上
が

原
」

は
、

『和
名

類

聚
抄
』

に
高

座
郡
十

三
郷

の
ひ
と

つ
と
し

て
記
録

さ
れ

て
い
る

「
土
甘
郷
」

あ

た
り

の
原
野
ら
し

い
。
境
域

は
旧
藤
沢
と
鵠
沼

の
あ

た
り
ら
し
く
、
平
安
後

期

に
は
鵠
沼
郷

が
分
離

し
た
と

い
う
。

い
う
ま

で
も

な
く
A
大
庭
御
厨

の
領
内

の

ひ
と

つ
の
郷

村

で
あ

る
。

西
行

は
、
鎌
倉

に
入

る
前

に
大
庭
御
厨
を
通
過

し
た

の
だ
が

、
経
路
と
し

て
は
特

に
こ

の
砥
上
が
原

を
よ
ぎ

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

そ

の
地
名

は
、
現
在

で
は
、
江

の
電

に

「
石
上
」
駅
が

あ
る
な
ど
、

わ
ず

か
に
痕

跡
が
残

っ
て
い
る
に
す
ぎ

な

い
。

物
語

中

で
砥
上
が
原

に
お

い
て
詠

ん
だ

と
い
う

マ
え
は
ま

よ
ふ
」

の
歌

は
、

『山
家

集
』

ほ
か

の
西
行

の
家
集

に

は
見

え
な

い
。
西
行

の
真
作

で
は
な
く
、

『
西
行

物
語
』
形

成
者
、
あ

る

い
は
物

語
以
前

の
説
話
伝

承
者
が

、
作
者
未

詳

の
歌

を
西
行

の
詠
と

し
て
語

り
伝
え

た
も

の
で
あ

ろ
う
。
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西
行

を
尊
敬

し

て
い
た
、

ご
く
近

い
時
代

の
人

の
ひ
と
り

に
、
鴨
長

明
が

い

る
。
長

明
は
、
西
行
が
奥
州

に
旅

立

っ
た
そ

の
年

に
入
れ
違

い
に
伊
勢

に
赴

い

た
。
西
行

の
跡

を
慕

っ
て

の
こ
と
で
あ

る
が
、
長

明
は

つ
い
に
西
行

に
会

う
こ

と

は
な

か

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

そ

の
後

、
長
明

は
、
鎌

倉

に
下
向
す

る
機
会

を

得
、
建
暦

元
年

(
一
二

一
一
)
、

源
実
朝

に
対
面

し
た
。

そ

の
途
路

、
長
明

は

砥
上
が
原

で
次

の
よ
う
な
歌

を
詠

ん

で
い
る
。

浦
近
き
砥

上
が
原

に
駒

と
め
て
片
瀬

の
川

の
汐

干
を
ぞ
待

つ

『歌
枕
名
寄

』
所
収

で
、
長

明
実

作
と

は
即
断

で
き

な

い
が
、
歌

の
内
容

は
、

鎌
倉

に
入
る
直

前

の
詠
と

い
う
に
ふ
さ
わ

し
く
、
大
磯

の

「
唐
が
原
」

の
地

で

の
詠
も
あ

り
、
長
明

の
鎌
倉

へ
の
旅

に
お

い
て

の
歌

で
あ

る
と
認

め
て
も
よ

い

で
あ

ろ
う
。

「
片
瀬

の
川
」

と
は
境

川

の
こ
と
で
あ

る
。

「
砥
上

が
原
」

と
詠

ん
だ
歌

は
、

こ

の
歌
以
前

に
は
な
く
、
長
明

の
歌

に
よ

っ
て
歌
枕

に
認
定
さ
れ

た
よ
う
で
、
そ
れ
以
降

に

い
く

つ
か
の
詠
が
あ

る
。

長

明

は
、
旅

で

の
実
体
験

に
基
づ

い
て
歌
を
詠

ん
だ

も

の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
こ

に

二
十

五
年
前

に
西
行
が

こ

の
地
を
よ
ぎ

っ
た
こ
と
も
想
起
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

西
行

の
旅

の
姿

と
都
遠
く
同

じ
地

に
立

つ
現
在

の
自

分
と
を
重
ね
合

わ
せ
、
深

い
感
慨
が
あ

っ
た

こ
と

と
思

わ
れ
る
。

片
瀬

二
丁
目

の
片
瀬
公
民
館

の
前

に

「
西
行
見

返
り

の
松
」

と
い
う
遺
跡
が

あ

る
。
民
家

の
塀

に
囲

ま
れ
た

一
坪

に
も
満

た
な

い
小
さ
な
遺
跡

で
あ

る
が

、

細

い
松

と

「
西
行
見
返

り

の
松
」

と
刻

ん
だ
標
柱
が

残

っ
て
い
る
。

こ

の
松

に

つ
い

て
、
「
西
行

見
返
松

は
、
片
瀬
村

へ
行

く
路
辺

の
右

に
あ

り
。
枝
葉

西
方

へ
指
す
。

西
行

こ
の
所

に
来

て
西

の
か
た
を
見
返

り
、

こ
の
松

の
枝

を
都

の
か

ネ
ヂ
リ

(注

-o
)

た

へ
ね
ぢ

た
り
と
な

り
。
故

に
戻

松
と
も

い
ふ
。
」

(
『新
編

鎌
倉

志
』
巻

六
、

「
西
行
見

返
松

」
)
と

い
う
伝

説
が

あ

る
。

柳

田
国
男

は
、
全
国
各
地

に
残
る
西
行
橋
、

西
行
戻

り

の
遺
跡

と
伝

承

に
つ

い
て
、

「
『
戻

り
』

と
云

ふ
語
が

橋
占

と
縁
あ
」

り
、

「
昔

の
人
が

峠

の

口
又
は

　　

　
　

橋

の
詰

に
於

て
歌
占
を
聞

い
た
風
習

の
痕
跡

と
見

て
居

る
」
と
述

べ
て

い
る
。

片
瀬

の
西
行
見
返
り

の
松

は
、
橋

辺

に
は
な

い
が

、
近
く

に
境
川
が
流

れ
、
鎌

倉

と
そ

の
域
外

の
地
と

を
分

け
る
境
界

の
地

に
あ

り
、
片
瀬
も
西
行
戻

り

の
伝

承
が
生
ず

る

に
ふ
さ
わ

し

い
。

各
地

に
同
趣
向
ーの
伝

承
が
多
く
あ

り
、
前

に
あ

げ

た
中
世

の
西
行
伝
説

と
は
別

の
経
路

で
生

じ
て
き
た
伝
承

で
あ

ろ
う
が

、
と

も

か
く
も
、
西
行

の
こ
の
よ
う
な
事
跡
も
、

こ

の
地

に
伝
え
ら
れ

て

い
た

の
で

あ

る
。

「
西
行
見
返

り

の
松
」

に
関

し
て
は
も
う

ひ
と

つ
伝

承
が
あ

る
。
藤
沢
が

生

ん
だ
幕
末

の
碩
学
、
小

川
泰
堂

と

い
う
人
物

に
、

『我
が

す
む

里
』

と

い
う

親

し

い
名

の
藤

沢

の
地
誌

が
あ

り
、
そ

の
書

に
、

『今
物

語
』

や

『井

蛙
抄
』

な

ど
多

く

の
資
料

に
所
載

の
説

話
が

、

こ
の

「
西
行

見
返
り

の
松
」

の
地
に
お
け

　　
ね
　

る
で
き
ご

と

で
あ

っ
た
と
記

し

て
い
る
。

そ

の
説
話

と

は
、

『千
載

集
』
撰

集

の
こ
ろ
、
東

国

に
い
た
西
行

は
、

「
心
な
き
」

の
歌

の
採

否
が
気

に
か

か

っ
て

京

へ
上

っ
て
行

っ
た
が
、
途
中

で
知
人

(
『井

蛙
抄
』

な
ど

で
は
こ
れ
を

登
蓮

と
す
る
)

に
会

っ
て
撰

入
さ
れ

て

い
な

い
こ
と

を
聞

き
、
「
さ

て
は
見

て
要
な

　　
お
　

し
」

(
『
井
蛙
抄
』
)

と
、
ま

た
も

と

の
東

国

へ
引

き
返

し
た
と

い
う

も

の
で
あ

　　

ぬ
　

る
。
謡

曲

『
西
行
塚
』

で
は
、
そ

の
地
を
近
江

国
醒
井
と

し
て
い
る
。

小
川
泰

堂
が
、
自

身

の
故
郷

で

の
で
き
ご
と
と

し
て
強
引

に
付
会

し
た
の
か
、
そ

の
よ

う

な
伝

承
が
小
川
泰
堂

以
前

か
ら
流
布

し
て

い
た

の
か
。

い
ず

れ
に
せ
よ
我

田

引

水
と

い
う

べ
き

で
あ

る
が

、
有
名
歌
人

西
行

を
自
ら

の
故
地

に
引

き
寄

せ
よ

う

と
す
る
、
西
行
伝
承
が
各

地

に
わ
き
起

こ

っ
て
く

る
見
や
す

い
筋
道

が
、
見

え

る
よ
う

に
思
わ

れ
る
。
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文
明
十

八
年

(
一
四
八
六
)
、
大
磯

を
通

っ
た
聖
護
院
道

興
は

『
廻
国
雑
記
』

に
、

鴫

立

つ
沢

と

い
ふ
所

に
い
た
り
ぬ
、

西
行
法
師

こ
こ
に
て
、
心
な
き
身

に

も
あ

は
れ

は
し
ら
れ
け
り
と
詠
ぜ

し
よ
り
、

こ
の
所

を
か
く
は
名
づ
け

る

よ
し
、
里
人
語

り
侍

り
け
れ
ぽ
、

(注
15
)

あ

は
れ

し
る
人

の
昔
を
思

ひ
出

で
て
鴫

立

つ
沢

を
な
く
な
く
そ
と

ふ

と
記

し
て

い
る
。
室

町
時
代

の
中
頃

に
は
、
「
心
な

き
」

の
名
歌

は
大
磯

の
地

で
詠

ま
れ

た
と

い
う

伝
承
が

里
人

の
間

で
行

わ
れ
、
「
鴫
立

つ
沢
」
な

る
地
名

も
定
着

し

て
い
た
の
で
あ

る
。
寛
文

四
年

(
一
六
六
四
)

に
は
、
小

田
原

の
崇

雪
が

草
庵

を
結
び
、

「鴫

立
庵
」

の
標
柱
を
建

て
、
以
後

大
淀

三
千
風

ら

の
手

に
よ

っ
て
俳

諧
道
場

と
し

て
興
隆
す

る
な
ど

し
た
が
、

一
方

で
、
本
居

宣
長
ら

が

「鴫

立

つ
沢
」

と
は
地
名

で
は
な

い
と
考
証

し

て
も

い
る
。
も

と
よ
り
信
じ

ら

れ

て
い
な

い
わ

け
だ
が
、

そ
れ

で
も
、

「
心
な
き
」

の
名
歌

の
虚

構

の
詠

作

地

と
し
て
は
、
現
在

で
は
、

大
庭
よ
り
も

は
る
か

に
有

名

に
な

っ
て

い
る
。

ほ
か

で
も

な

い
や

は
り
湘
南

の
地

に
、

「
心
な
き
」

の
歌
が
詠

ま
れ

た
場
所

が
あ

っ
た
と

い
う
伝

承

の
存
在

に
注

目
し

た
い
。

『
西
行
物

語
』

成
立

の
後

、

二
百
年

ほ
ど
を
経

て
、
詠
歌

の
地
は
大
磯

に
移

っ
た
。

こ
の
理
由

は
わ
か
ら
な

い
し
、
な
ぜ

大
磯

で
あ

る

か
も
知

り
う

る
資

料

は
な

い
。

た
だ
、
大

磯

は
、

『曾
我
物

語
』

に
有

名
な
虎
御

前

の

い
た
と

こ
ろ

で
あ

り
、
源
頼
朝

も
遊
楽

に

赴
く

な
ど
、
遊

女

の
地

と
し
て
知

ら
れ

て
い
る
。
遊

女
と
聖
と

は
、
罪
深

い
遊

女

の
結
縁

と

い
う
意
味

で
結

び

つ
き
や
す
く
、
遊

女
と
聖
と

の
交
渉

を
描

い
た

説
話

・
伝

承
は
数
多

い
。
西
行

と
遊

女
と

い
う
取

り
合

わ

せ
も
、

『新
古
今
集

』

　　
め
　

に
の
る
遊
女
妙

と
西
行

の
贈
答

は
じ

め
、
数
多
く
伝

え
ら
れ

て
い
る
。

ま
た
、

こ
れ
も

憶
測

に
す
ぎ

な

い
の
だ
が

、
「
心
な
き
」

歌
が
詠

ま
れ

た
場
所
を
大

庭

か
ら
大
磯

に
移
し

て
き

た
の
は
、

彼
女
た
ち

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
と
思

う

の
で

あ

る
。

伝
承

の
西
行

の
旅

の
後

ろ
姿

は
、
湘

南

の
地
、
特

に
藤
沢

周
辺

に
は
意
外

に

多
く
見
え
隠

れ
し

て
い
る
。
相
模

国
に
は
ほ
か

に
、

こ
れ
ほ
ど
西
行
関
係

の
伝

承
が
残

っ
て
い
る
と

こ
ろ

は
な

い
。

西
行
を
尊
崇

し
、
敬
慕

す
る
人

た
ち
が
、

西
行

の
死
後
遠

か
ら
ぬ
時
期

か
ら

お
そ
ら
く
現
在

に
至
る
ま
で
、
存
在

し
続
け

て
い
た

の
で
あ

る
。

(
1
)

『西
行
物
語
』

に
は
、
絵
詞
も
含

め
多
様
な
伝
本
が
伝

え
ら
れ

て
お
り
、

本
文
も
異
同
が
甚

だ
し

い
こ
と

は
周
知

の
ご
と
く

で
あ

る
。

依
拠
す

べ
き

本
文
も
決

め
が

た

い
が
、

こ
こ
で
は
、
活

字
本
と

し
て
最

も
入
手
し
や
す

い
、
桑
原
博

史
訳
注

『
西
行
物

語
』

(講
談

社

学
術
文

庫
、
昭

56

・
4
)

に
拠

っ
た
。
引
用
部

分

に
は
、
大
き

な
異
同
は
な

い
が
、

一
首
目

の
歌

の

初

句

「
、兄
は
ま
よ
ふ
」

が

「
え

は
ま
ど

ふ
」

に
な

っ
て
い
る
本

も
あ

る
。

(
2
)

『
山
家
集
』
上
巻

・
秋

・
四
七
〇

に
収

め
る
。
初
度

の
陸
奥
行

に
お
け

る
詠
歌
群

は
下
巻

・
雑

に
あ

る
。

(
3
)

坂

口
博
規

「
「
西
行

物
語
」

の
成
立
時
期

を

め
ぐ

っ
て
1

絵

巻
と
物

語

の
関
係
を
中
心

に
ー

」

(
『駒
沢
大
学
文

学
部
研
究
紀
要
』

34
号
、
昭

51

.
3
)
。

『西
行

物
語
』

と

『古

今
著

聞
集
』

『
絵
巻
』
諸

本

と

の
比

較

か
ら
、

『西
行
物

語
』

は

「建

長
以
前

の
そ

れ
程

遡
ら

ぬ
頃
、
大

体
十

三

世
紀

中
頃

の
成
立
」

で
あ
る
と
す

る
が
、
成

立

に
関
す

る
代
表
的

な
説

で

あ

る
。

(
4
)

大
庭
御
厨

に
関

し
て
は
、
『
藤
沢
市
史
』
第

四
巻

(
昭

47

・
3
)

に
拠

る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。

(
5
)

『
神
奈
川
県
史
』
通
史
編

1
原
始

・
古
代

・
中

世

(
昭

56

・
9
)
。
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(
6
)

同
右
。

(
7
)

『
聞
書
集
』

一
〇
五
、
六
。

(
8
)

『
西
行
物
語
』

の
作

者
及
び
形
成
者

と
し

て
、
京
都
東

山
双
林
寺
周
辺

に
集

う
念
仏
聖

た
ち
を
想
定
す

る
論

に
、
坂

口
博
規

「「
西
行
物

語
」
考
」

(
『駒

沢
国
文

』
13
号
、

昭

51

・
2
)
、
お

よ
び
、
高
城

功
夫

「
西
行
物

語

の
典
拠

-

特

に
宝
物

集

と

の
関

係

1

」

(
『東

洋
』

19
巻

12
号
、
昭

57

・
12
)
が
あ

る
。

一
方
、
伊
勢
周
辺

の
人
た
ち
を
擬
す

る
も

の
に
、
谷

口
耕

一

「
西
行
物
語

の
形
成
」

(
『文
学
』

昭
53

・
10
)
が
あ

り
、
今

に
わ

か

に
決

め
が

た

い
。

(
9
)

『
撰
集
抄

』
、
巻
七
第

三

「
相
州

大
庭
野

聖
事
」
。
西
尾
光

一
校
注
岩

波

文

庫
本

に
拠

る
。

(
10
)

『
新
編
相
模

国
風

土
記
稿
』
第

六
巻

(
昭
45

・
11
復
刊
)
所

収
本

に
拠

る
。

(
11
)
柳

田
国
男

「
西
行
橋
」
(
『柳

田
国
男

全
集

』
第
九
巻
、

昭
37

・
3
)
。

(
12
)
文
政

三
年

(
一
八

二
〇
)
、
筆
者
十

六
歳

の
時

の
著
作
。
慶
応

義
塾
大

学

三
田
情
報

セ
ソ
タ
ー
蔵
。

『
藤
沢

市
史

料
集
』

二

,(
昭

51

・
3
、
藤

沢

市
史
文
書
館
)

に
翻
刻
が
あ

る
。

(
13
)
「
日
本
歌
学
大
系
」

第

五
巻
所
収
本

に
拠

る
。

(
14
)
稲

田
利

徳

「
西
行

の
名
歌

説
話

の
生

成
と

展
開
」

(
『説

話
論

集
』
第

、

三
集

和
歌

・
古

注
釈
と
説
話
、
平

5

・
5
)

に
詳
細

な
考
察

が
あ

る
。

(
15
)
「
群
書
類
従
」

所
収
本

に
拠

る
。

(
16
)

『新
古
今
集
』

巻
十

・
羇
旅

・
九
七
八
、
九

に
あ

る
。

こ

の
贈
答

は
、

謡

曲

『江

口
』

を
は
じ

め
、
さ

ま
ざ

ま
な
伝
承
を
派
生

し
て

い
る
。
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