
１ 
 

清
水
寺
の
二
千
度
参
り 

解
答
・
解
説 

 

宇
治
拾
遺
物
語 

〈
第
八
十
六
話
〉 

 
本
文
の
展
開 

若
侍
が
仲
間
の
侍
と
双
六
遊
び
を
し
て
負
け
た
。 

↓
と
こ
ろ
が 

若
侍
は
渡
す
品
物
が
な
い
の
で
、
清
水
寺
二
千
度
参
り
の
功
徳
を

渡
す
こ
と
に
し
た
。 

↓
そ
こ
で 

勝
っ
た
侍
は
三
日
間
精
進
し
、
仏
の
御
前
で
誓
文
を
書
い
て
も
ら
い
、

喜
ん
で
礼
拝
し
て
帰
っ
た
。 

↓
そ
の
後 

若
侍
は
落
ち
ぶ
れ
、
勝
っ
た
侍
は
立
身
出
世
を
し
た
。 

↓
以
上
の
こ
と
か
ら 

仏
の
ご
加
護
だ
と
人
々
は
言
っ
た
。 

 

Ｐ
６
下
段 

必
須
古
語 

Ａ 

エ 
 
 

「
を
こ
に
」
は
、
一
杯
食
わ
せ
る
の
だ
と
思
っ
て
笑
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
「
ば
か
げ
た
こ
と
に
」
。
形
容
動
詞
「
を
こ
な
り
」
は

「
ば
か
げ
て
い
る
・
愚
か
で
あ
る
」
の
意
を
表
す
。 

Ｂ 

ア 
 
 

「
し
れ
者
」
も
相
手
を
侮
っ
た
言
葉
で
、
「
痴
れ
者
」
の
字
を 

 
 
 

当
て
、
「
愚
か
者
・
ば
か
者
」
の
意
を
表
す
。 

Ｐ
７
下
段 

文
法 

１ 

ウ 
 

Ⓐ
は
形
容
詞
「
な
し
」
の
連
用
形
。
カ
リ
活
用
も
覚
え
て
お
こ
う
。 

Ⓑ
は
ラ
行
変
格
活
用
動
詞
「
あ
り
」
の
連
体
形
。
上
に
係
助
詞
「
な
ん
」

が
あ
る
の
で
、
結
び
が
連
体
形
に
な
っ
て
い
る
。 

Ⓒ
は
意
志
の
助
動
詞
「
ん
」
が
接
続
し
て
い
る
か
ら
、
ア
行
下
二
段
活

用
動
詞
「
得 う

」
の
未
然
形
。 

Ⓕ
は
完
了
の
助
動
詞
「
に
」
が
接
続
し
て
い
る
か
ら
、
ワ
行
上
一
段
活

用
動
詞
「
居 ゐ

る
」
の
連
用
形
。 

２
Ⓓ
ウ 

師
の
僧
を
呼
ん
で
、
こ
と
の
次
第
を
「
（
仏
に
、
、
）
申
し
上
げ
さ
せ
、
、  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
」
の
意
味
な
の
で
、
使
役
の
助
動
詞
「
す
」
。 

Ⓔ
ア 

「
与
え
る
・
や
る
」
の
意
味
か
ら
「
取
る
」
＋
使
役
の
「
す
」
が
一

語
化
し
た
サ
行
下
二
段
活
用
動
詞
「
取
ら
す
」
の
連
用
形
活
用
語
尾
。 

問
一 

不
確
か
な
形
式
で
は
受
け
取
ら
な
い
。 

(

口
約
束
だ
け
で
は

受
け
取
ら
な
い
。 

も
○)

 

同
趣
旨
○ 

「
か
く
て
は
」
と
は
、
「
こ
の
ま
ま
で
は
・
こ
の
よ
う
に
し
て
は
」
と
い
う
意

味
な
の
で
、
前
に
書
か
れ
た
内
容
に
注
目
す
る
。 

〔
負
け
た
侍
〕 

「
清
水
に
二
千
度
参
り
た
る
こ
と
の
み
な
ん
あ
る
。
そ

れ
を
渡
さ
ん
。
」
〔
口
約
束
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＝ 

〔
勝
っ
た
侍
〕 

「
渡
さ
ば
得
ん
。
」 

←
→ 

 
 
 

「
い
な
、
か
く
て
は
請
け

取
ら
じ
。
」 

渡
し
て
く
れ
る
な
ら
も
ら
お
う
。 

い
や
、
そ
の
よ
う
な
口
約
束
で
は
受

け
取
る
ま
い
。 

 

後
に
続
く
内
容
か
ら
、
勝
っ
た
侍
は
、
負
け
た
侍
に
「
渡
す
よ
し
の
文
」

（
誓
文
）
を
書
か
せ
る
な
ど
、
口
約
束
で
は
な
い
確
か
な
形
で
二
千
度

参
り
の
功
徳
を
受
け
取
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

問
二 

イ 
 

 

本
文
11

行
目
で
「
御
前
に
て
師
の
僧
呼
び
て
、
こ
と
の
よ
し
申
さ
せ
」
て

い
る
。
「
御
前
」
と
は
、
清
水
寺
の
仏
の
御
前
の
こ
と
。 

問
三 

ウ 

 

「
精
進
」
と
は
、
仏
事
・
神
事
の
た
め
に
身
を
清
め
る
こ
と
。
勝
っ
た
侍
が

負
け
た
侍
に
「
三
日
し
て
…
…
（
二
千
度
参
り
の
功
徳
を
）
請
け
取
ら

め
」
と
言
っ
た
の
は
、
精
進
す
る
時
間
を
と
る
た
め
だ
っ
た
と
読
み
取
ろ

う
。 

ア 
×

反
省
し
た 

賭
博
の
賭
け
物
を
受
け
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で

「
反
省
」
は×

。 
イ 

×
自
分
も
清
水
寺
に
千
度
詣
で
に
出
か
け
る 

自
分
は
詣
で
ず
に
、
負
け
た
侍
の
二
千
度
参
り
の
功
徳
を
受
け

取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で×

。 

エ×

勝
つ
こ
と
が
で
き
て
う
れ
し
か
っ
た 

「
う
れ
し
か
っ
た
」
こ
と
と
「
精

進
」
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で×
。 

問
四 

ア 

 
 

「
た
よ
り
」
は
こ
こ
で
は
「
縁
故
」
の
意
を
表
し
、
「
ま
う
く
」
は
「
（
妻
子

な
ど
を
）
得
る
」
意
を
表
す
。 

問
五 

二
千
度
参
り
た
る
こ
と(

二
千
度
参
り
つ
る
こ
と 

も
○)

 

 

「
目
に
見
え
ぬ
も
の
」
と
は
、
双
六
に
勝
っ
た
侍
が
「
誠
の
心
」
を
尽
く

し
て
受
け
取
っ
た
も
の
＝
「
二
千
度
参
り
た
る
こ
と
」
で
あ
る
。 

問
六 

伏
し
拝
み(

伏
し
拝
み
て 

も
○)

 

 

問
題
文
「
端
的
な
叙
述
」
＝
「
は
っ
き
り
と
書
い
て
あ
る
部
分
」
。
「
勝
っ

た
侍
の
清
水
寺
で
の
行
動
の
中
で
」
と
い
う
条
件
に
注
意
し
よ
う
。
三

日
精
進
し
た
の
は
、
清
水
寺
へ
行
く
前
の
行
動
な
の
で
不
可
。
ま
た
清

水
寺
で
師
の
僧
を
呼
ん
で
仏
に
申
さ
せ
て
誓
文
を
書
い
た
の
は
、
負
け

た
侍
の
行
動
な
の
で
不
可
。 

Ｐ
７
下
段 

主
題
の
把
握 

 

エ 

本
文
で
は
、
目
に
見
え
な
い
二
千
度
参
り
の
功
徳
を
取
り
引
き
す
る
と

い
う
「
侍
た
ち
の
滑
稽
な
行
為
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
千
度
参

り
の
功
徳
を
渡
し
た
侍
は
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
、
受
け
取
っ
た
侍
は
出
世

し
た
と
い
う
後
日
談
と
そ
れ
に
続
く
教
訓
か
ら
、
こ
の
話
が
「
清
水
観

音
の
ご
利
益
」
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
エ
が

正
解
。 

  



２ 

降
れ
や
雨 

解
説 

 

今
物
語 

〈
第
七
〉 

※
『
今
物
語
』
和
歌
を
配
し
た
話
が
多
く
、
歌
物
語
的
性
格
を
持
つ
。 

 
本
文
の
展
開 

大
納
言
が
思
い
を
か
け
て
い
た
女
房
と
の
仲
が
し
っ
く
り
い
か
ず
、
一

計
を
案
じ
た
。 

↓
し
ば
ら
く
し
て 

大
納
言
は
計
画
ど
お
り
に
口
実
を
も
う
け
て
帰
ろ
う
と
し
た
。 

↓
す
る
と 

芝
居
を
見
抜
い
た
女
房
は
折
か
ら
の
雨
に
こ
と
よ
せ
、 

大
納
言
を
引
き
止
め
る
歌
を
よ
ん
だ
。 

現
代
語
訳
「
雨
よ
、
宮
中
に
出
仕
す
る
道
〔
雲
の
通
り
道
〕
が
見

え
な
く
な
る
ま
で
降
れ
。
（
そ
う
す
れ
ば
）
心
が
う
わ
の
空
で
落
ち

着
か
な
い
人
が
と
ど
ま
っ
て
く
れ
る
か
と
（
思
う
か
ら
）
。 

↓
結
局 

大
納
言
は
女
房
の
も
と
に
泊
ま
り
、
後
々
ま
で
絶
え
る
こ
と
な
く
女

房
を
訪
れ
た
。 

↓
こ
の
話
に
つ
い
て 

後
徳
大
寺
左
大
臣
実
定
卿
の
こ
と
だ
と
か
い
う
。 

 

Ｐ
８
下
段 

必
須
古
語 

 

Ａ 
 

ウ 
 

「
こ
ち
」
は
「
骨
」
と
書
き
、
作
法
の
意
。
形
容
詞
「
骨
無
し
」
は
「
無
礼

だ
・
ぶ
し
つ
け
だ
」
「
無
風
流
だ
・
無
粋
だ
」
の
意
を
表
し
、
形
容
動
詞

「
骨
無
げ
な
り
」
は
、
そ
の
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
さ
ま
。
男
女
の
逢 お

う

瀬 せ

を

妨
げ
る
ぶ
し
つ
け
な
感
じ
と
読
み
取
ろ
う
。 

Ｂ 
 

イ 
 

「
や
が
て
」
は
、
女
房
が
大
納
言
の
意
を
く
ん
で
、
「
す
ぐ
に
・
即
座
に
」

当
意
即
妙
の
歌
を
よ
ん
だ
と
い
う
文
脈
。 

Ｐ
９
下
段 

文
法 

１ 

エ 
 

「
に
て
候
ふ
」
は
、
「
な
り
、
、
」
の
丁
寧
表
現
で
、
「
候
ふ
」
は
取
り
除
い
て
も

意
味
が
通
じ
る
の
で
補
助
動
詞
。
「
に
」
は
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の

連
用
形
、
「
て
」
は
接
続
助
詞
。 

２ 

ア 

Ⓑ
・
Ⓓ
は
「
お
忘
れ
で
は
な
い
か、
」
「
人
が
と
ど
ま
っ
て
く
れ
る
か、
」
の
意

味
で
、
疑
問
を
表
す
係
助
詞
だ
。
Ⓒ
は
雨
に
「
降
れ
よ、
」
と
呼
び
か
け
て

い
る
か
ら
、
間
投
助
詞
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。
Ⓔ
は
「
と
か
や
」
が
慣

用
的
表
現
で
、
文
末
に
あ
っ
て
「
…
と
か
い
う
こ
と
で
あ
る
」
の
意
を
表

す
。
「
と
」
が
引
用
の
格
助
詞
、
「
か
」
が
疑
問
の
係
助
詞
、
「
や
」
が
詠
嘆

の
間
投
助
詞
で
、
下
に
「
い
ふ
」
な
ど
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。 

   

 

問
一 

イ 

 

随
身
と
示
し
合
わ
せ
た
こ
と
を
女
房
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
外
へ
出
た

と
考
え
る
。
「
あ
か
ら
さ
ま
」
は
「
つ
い
ち
ょ
っ
と
」
の
意
。 

問
二 ②

大
納
言 

 

前
に
あ
る
対
に
な
る
語
「
立
ち
出
で
て
」
「
内
へ
入
り
ぬ
」
は
同
じ
人
物

の
行
動
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
正
解
は
大
納
言
。 

⑤
女
房 

歌
に
続
け
て
「
う
ち
出
で
た
り
け
る
」
と
あ
る
の
で
、
「
（
歌
を
）
ち
ょ
っ

と
口
ず
さ
ん
だ
」
と
い
う
意
味
。
歌
を
よ
ん
だ
女
房
が
主
語
。 

問
三 

ア 

 

「
さ
る
こ
と
」
の
内
容
は
、
大
納
言
が
随
身
と
示
し
合
わ
せ
、
口
裏
合
わ

せ
を
し
た
、
女
の
元
か
ら
立
ち
去
る
口
実
に
あ
た
る
。 

６
行
目
〔
大
納
言
の
命
令
〕 

「
今
し
ば
し
あ
り
て
、
『
ま
こ
と
や
、
今
宵
は
内
裏
の
番
に
て
候
ふ
も
の

を
。
も
し
お
ぼ
し
め
し
忘
れ
て
や
。
』
と
、
お
と
な
へ
。
」 

現
代
語
訳 
「
も
う
少
し
し
た
ら
『
そ
う
そ
う
、
今
晩
は
宮
中
で
の
宿
直 

で
し
た
の
に
。
も
し
や
お
わ
す
れ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
』
と
声

を
立
て
よ
。
」 

問
四 

ウ 

 

大
納
言
が
帰
ろ
う
と
す
る
様
子
を
見
て
「
心
得
」
た
の
だ
か
ら
、
女
房
は

大
納
言
が
随
身
と
示
し
合
わ
せ
て
う
そ
の
口
実
を
も
う
け
て
帰
ろ
う

と
し
て
い
る
と
、
真
相
を
見
抜
い
た
と
読
み
取
る
。 

問
五 

Ⅰ
 

雲 
Ⅱ

 

そ
ら 

Ⅲ
 

雨 
 
 

→ 

本
文
の
展
開
、
現
代
語
訳
参
照 

 

問
六 

即
座
に
和
歌
で
大
納
言
を
引
き
止
め
た
女
房
の
優
雅
さ
に
心

引
か
れ
た
か
ら
。 

 
 

女
房
は
、
大
納
言
の
芝
居
を
見
抜
き
、
す
ぐ
さ
ま
折
か
ら
の
雨
に
託
し

た
歌
を
よ
ん
で
、
大
納
言
を
引
き
止
め
て
い
る
。
そ
の
優
雅
さ
に
引
か

れ
て
離
れ
か
け
た
心
が
変
わ
る
と
い
う
、
歌
徳
説
話
の
典
型
的
な
パ
タ

ー
ン
に
読
み
慣
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
。 

 

主
題
の
把
握 

 
 

ウ 

 

「
い
と
や
さ
し
く
こ
そ
」
は
「
た
い
そ
う
優
雅
な
こ
と
で
あ
る
よ
」
と
い

う
意
味
。
出
て
行
こ
う
と
す
る
男
心
を
、
折
か
ら
の
雨
を
詠
ん
だ
歌
一

首
で
、
の
ち
の
ち
ま
で
も
男
の
愛
を
つ
な
ぎ
と
め
た
と
い
う
歌
の
効
用

か
ら
、
ウ
が
正
解
。 

 



 

 




