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『
今
昔
物
語
集
』
は
一
部
に
、
依
拠
資
料
の
読
み
替
え
を
お
こ
な
っ
た
は
な

し
を
収
め
て
い
る
。

 
別
稿
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
読
み
替
え
は
目
的
を
も
っ
て
と
ら
れ
た
措
置
で
あ

り
、
一
義
的
に
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
を
特
徴
づ
け
る
そ
の
組
織
を
構
成
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
 
ユ
ね

た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
だ
と
み
ら
れ
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
す
ぐ
れ
て
組
織
的
な
作
品
だ
。
正
確
に
言
え
ば
、
組

織
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
作
品
だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
組
織
を
構
成
す
る
た
め

に
用
意
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
読
み
替
え
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
、

根
幹
に
か
か
わ
る
重
要
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
と
こ
ろ
が
読
み
替
え
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
少
な
く
と
も
、
客
観
的
で
有
効
な
読
み
替
え
に
関
す
る
論
は
な
か
っ
た
。

理
由
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
従
来
の
研
究
に
は
、
標
題
を
と
お
し
て
『
今
昔

物
語
集
』
を
と
ら
え
よ
う
と
い
う
発
想
が
欠
落
し
て
い
た
か
ら
だ
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
は
、
け
っ
し
て
無
…
機
質
な
も
の
で
な
い
。
た
し
か
に
標

題
は
検
索
に
供
せ
ら
れ
る
し
、
そ
の
面
で
の
利
便
性
も
お
お
き
い
。
し
か
し
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
結
果
で
あ
っ
て
、
標
題
の
付
さ
れ
た
目
的
で
は
な
い
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
は
、
す
で
に
何
度
か
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
享
受
者
と
し
て
の
編
者
が
、
み
ず
か
ら
の
読
み
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
話
の
提
供
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
享
受
者
の
読
み
を
方
向
づ
け
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
り

ね
ら
い
を
も
っ
て
設
定
し
た
も
の
だ
。

 
標
題
に
よ
っ
て
享
受
者
の
読
み
を
方
向
づ
け
よ
う
と
の
、
編
者
の
思
い
を
支

え
て
い
る
の
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
組
織
化
へ
の
強
い
志
向
だ
。
多
様
な
解

釈
が
可
能
な
話
に
標
題
で
枠
を
は
め
て
、
解
釈
の
一
元
化
を
は
か
る
。
こ
れ
こ

そ
が
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
の
、
最
大
の
目
的
で
あ
っ
た
。

 
編
者
が
そ
こ
に
い
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
標
題
は
編
者
そ
の
も
の
な
の
だ
。

 
標
題
の
延
長
上
に
、
編
者
の
思
い
描
い
た
『
今
昔
物
語
集
』
が
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
標
題
を
と
お
し
て
読
む
べ
き
だ
。
標
題
を
と
お
し
て
、

ま
ず
は
編
者
の
構
…
築
し
ょ
う
と
し
た
世
界
を
う
か
が
い
、
そ
こ
を
基
点
と
し
て
、

迷
い
や
破
綻
、
あ
る
い
は
成
果
な
ど
と
い
っ
た
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
か
か
え

こ
ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
堀
り
起
こ
し
て
い
く
べ
き
だ
。

 
目
を
近
付
け
て
標
題
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
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た
問
題
が
、
あ
ら
た
に
見
え
て
く
る
は
ず
だ
。
げ
ん
に
、
読
み
替
え
も
、
そ
う

し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
問
題
の
ひ
と
つ
だ
。

 
読
み
替
え
は
、
も
っ
ぱ
ら
標
題
を
と
お
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
本
文
は

ほ
ぼ
忠
実
に
原
話
の
そ
れ
を
継
承
し
な
が
ら
、
じ
つ
は
原
話
と
は
違
っ
た
角
度

か
ら
と
ら
え
な
お
し
て
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
、

標
題
で
示
し
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
標
題
に
目
を
向
け
な
い
か
ぎ
り
、
読
み
替

え
に
託
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
試
み
が
あ
か
る
み
に
出
る
こ
と
は
な
い
。

 
読
み
替
え
を
標
題
で
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
、
原
話
を
な
る
べ
く
そ
こ
ね
な

い
で
導
入
す
る
と
の
方
針
を
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
た
て
て
い
た
か
ら
だ
。
原

話
を
自
由
に
改
変
す
る
立
場
に
た
つ
作
品
で
あ
っ
た
な
ら
、
あ
え
て
標
題
を
操

作
す
る
ま
で
も
な
い
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
標
題
は
、
単
な
る
付
属
物
で
は
な
い
。
は
な
し

の
本
体
に
よ
り
そ
い
、
そ
れ
を
補
完
し
つ
つ
作
品
を
構
築
す
る
重
要
な
役
割
を

に
な
っ
て
い
る
。
付
属
物
で
な
い
ど
こ
ろ
か
、
と
き
と
し
て
そ
れ
は
、
は
な
し

そ
の
も
の
を
領
導
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
を
い
う
た
め
に
は
、
そ
の
前
提

と
し
て
、
原
話
の
読
み
が
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
話
の
読
み
は
、

こ
れ
も
『
今
昔
物
語
集
』
の
場
合
と
同
様
、
当
該
話
の
所
収
文
献
の
編
者
の
そ

れ
に
し
た
が
う
べ
き
だ
。

 
原
話
の
所
収
文
献
に
、
は
な
し
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
標
題
が
付
さ
れ
て
い
れ

ば
、
願
っ
て
も
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
標
題
は
付
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
所
収

文
献
の
編
纂
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
、
原
話
が
い
か
に
読
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
か
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
は
そ
の
意
味
で
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
の

実
態
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
か
っ
こ
う
の
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
。
ま

ず
第
一
に
、
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
典
拠
で
あ
る
こ
と
の
確
実
視
さ
れ
る

資
料
だ
。
第
二
に
、
編
集
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
こ

れ
が
も
っ
と
も
重
要
な
の
だ
が
、
直
話
に
内
容
を
ふ
ま
え
た
標
題
が
付
さ
れ
て

い
る
。
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
の
問
題
に
関

し
て
い
え
ば
、
『
日
本
霊
異
記
』
と
な
ら
ぶ
、
か
っ
こ
う
の
検
討
資
料
だ
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
標
題
の
か
か
わ
り
に
つ
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ヨ
 

て
は
、
こ
れ
も
す
で
に
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
は
、

形
式
の
う
え
で
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
そ
れ
の
強
い
影
響
下
に
あ
る
と
い
う

の
が
そ
の
主
旨
で
あ
っ
た
。
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
、

無
批
判
に
し
た
が
う
の
で
は
な
く
、
自
己
の
世
界
を
守
る
た
め
に
『
三
宝
感
応

要
略
録
』
ば
な
れ
を
試
み
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
で
指
摘
し
た
。
こ
の

判
断
に
誤
り
は
な
い
、
と
思
う
。

 
た
だ
、
不
敏
に
し
て
こ
の
と
き
は
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
側
の
標
題
の

ゆ
れ
に
思
い
い
た
ら
な
か
っ
た
し
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
意
図
的
な
読
み
替
え

に
つ
い
て
も
、
踏
み
込
み
が
た
り
な
か
っ
た
。
以
下
、
そ
の
反
省
を
こ
め
て
両

者
の
標
題
を
比
較
し
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
の
実
態
解
明
の
一
助
と

し
た
い
。

2

 
『
今
昔
物
語
集
』
に
目
録
標
題
と
本
文
標
題
と
が
あ
る
よ
う
に
、
『
三
宝
感

応
要
略
録
』
の
標
題
に
も
、
各
巻
の
は
じ
め
に
一
括
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
目
録

標
題
と
、
各
話
に
直
接
そ
え
ら
れ
た
本
文
標
題
と
の
二
種
が
あ
る
。

（52）



 
同
一
話
に
付
さ
れ
た
目
録
標
題
と
本
文
標
題
と
は
、
本
来
同
℃
も
の
で
あ
る

は
ず
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
も
『
今
昔
物
語
集
』
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う

に
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
目
録
標
題
と
本
文
標
題
と
の
あ
い
だ
に
も
、
違

い
の
あ
る
例
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
み
と
め
ら
れ
る
。

 
違
い
に
は
、
錯
誤
に
よ
る
か
と
み
ら
れ
る
文
字
レ
ベ
ル
の
も
の
も
あ
る
。
人

物
や
土
地
の
説
明
に
精
粗
の
差
の
み
と
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
が
比

較
的
単
純
な
違
い
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
一
方
に
、
解
釈
の
ゆ
れ
、
あ
る

い
は
A
設
定
に
際
し
て
の
重
点
の
お
き
方
の
ゆ
れ
な
ど
に
も
と
つ
く
か
と
み
ら

れ
る
も
の
も
あ
る
。
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
と
う
ぜ
ん
後
者
だ
。

例
を
あ
げ
る
。中

6
［
辞
総
罐
隷
額
離
碗

中
2
。
［
胡
 
縮
縫
懇
纒
離
郷

中
4
9
［
胡
襲
撃
纏
諜
譲
舗

中
世
［
胡
蜂
縫
額
簾
毅
綴
総
聴
価

 
○
印
は
両
者
に
共
通
す
る
部
分
で
あ
り
、
●
印
は
一
方
に
欠
け
て
い
る
部
分

で
あ
る
。

 
一
見
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
目
録
標
題
の
方
が
は

な
し
に
踏
み
込
み
、
感
応
の
中
身
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
の
姿
勢
を
み
せ
て
い

る
。 

た
と
え
ば
、
中
6
の
目
録
標
題
は
、
主
人
公
の
王
氏
が
、
花
厳
喝
を
駕
し
た

た
め
に
堕
地
獄
を
ま
ぬ
が
れ
た
は
な
し
で
あ
る
こ
と
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
本

文
標
題
は
そ
の
点
に
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
ず
、
地
蔵
菩
薩
の
霊
験
諦
だ
と
の
立
場

を
と
っ
て
い
る
。
は
な
し
の
本
体
に
徴
す
る
と
、
じ
つ
は
王
氏
に
花
主
宰
を
論

ず
る
よ
う
に
教
え
た
の
は
地
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
だ
か
ら
本

文
標
題
と
て
、
け
っ
し
て
不
適
正
な
わ
け
で
は
な
い
。

 
つ
ま
り
、
中
6
の
ば
あ
い
の
本
文
標
題
と
目
録
標
題
と
の
違
い
は
、
救
い
の

道
を
さ
し
示
し
た
地
蔵
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
か
、
教
え
ら
れ
た
と
お
り
に
実
行

し
て
救
わ
ら
れ
た
王
氏
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
か
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
な
の

だ
。 

他
の
例
も
、
事
情
は
大
同
小
異
だ
、
目
録
標
題
に
は
営
為
の
結
果
が
提
示
さ

れ
、
そ
れ
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
が
、
本
文
標
題
で
は
そ
れ
が
と

り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
っ

 
す
な
わ
ち
中
2
0
に
あ
っ
て
は
、
維
摩
経
を
書
写
し
た
書
生
が
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
病
を
癒
す
こ
と
を
う
る
と
と
も
に
、
亡
親
の
苦
を
救
済
す
る
は
な
し
で

あ
る
こ
と
を
目
録
標
題
は
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
本
文
標
題
が
伝
え
て
い
る
の

は
写
経
の
件
だ
け
だ
。
ま
た
中
4
9
に
あ
っ
て
は
、
大
般
若
経
の
霊
地
を
尋
ね
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
三
悪
趣
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
目
録
標
題
は
示
し

て
い
る
が
、
本
文
標
題
が
示
し
て
い
る
の
は
霊
地
訪
問
だ
け
だ
。
中
5
8
に
お
い

て
も
、
目
録
標
題
に
あ
っ
て
は
、
仁
王
経
の
呪
を
論
し
て
雇
兵
の
助
力
を
請
い
、

安
西
城
が
こ
と
な
き
を
え
た
は
な
し
だ
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
本
文
標
題
に
は

皇
帝
が
仁
王
経
を
冒
し
た
と
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
目
的
も
結
果
も
示
さ
れ
て
は

い
な
い
。

 
な
お
、
目
録
標
題
と
本
文
標
題
と
に
違
い
が
あ
る
ば
あ
い
、
本
文
標
題
よ
り

も
目
録
標
題
の
方
が
、
つ
ね
に
感
応
の
中
身
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
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は
な
い
。
一
般
的
に
は
目
録
標
題
の
方
が
詳
し
い
の
だ
が
、
逆
の
あ
り
よ
う
を

示
す
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

上
5
［
胡
 
藩
縫
懸
雛
感
応

下
士
［
朝
 
鰹
醒
鰭
罐
議
鰹
賭
罰
醗

 
上
5
の
目
録
標
題
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
夏
枯
の
作
ろ
う
と
し
た
釈
迦
像
が
未

完
成
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
像
が
霊
験
を
あ

ら
わ
し
た
こ
と
を
、
言
外
に
に
お
わ
せ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
本
文
標
題
は
、
釈
迦
像
が
未
完
成
で
あ
っ
た
こ
と
に
ふ
れ
ず
、
造
仏
の
功

徳
で
蘇
り
を
え
た
と
、
そ
の
結
果
を
明
示
し
て
い
る
。

 
つ
ま
り
目
録
標
題
と
本
文
標
題
と
に
は
（
像
の
未
完
成
で
あ
っ
た
点
に
焦
点

を
あ
わ
せ
た
か
、
造
仏
の
結
果
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
か
の
違
い
が
あ
る
の
だ
。

両
者
の
視
点
の
お
き
方
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
ば
あ
い
、
は

な
し
本
体
へ
の
密
着
度
は
、
あ
き
ら
か
に
本
文
標
題
の
方
が
高
い
。

 
結
果
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
下
3
9
の
本
文
標
題
も
同
じ
だ
。
こ

こ
で
は
説
法
の
結
果
が
救
苦
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 
目
録
標
題
と
本
文
標
題
と
、
は
な
し
本
体
へ
の
密
着
度
が
高
い
の
は
い
ず
れ

で
あ
る
に
せ
よ
、
と
も
あ
れ
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
差
異
は
、
単
な
る
錯
誤
に
よ
っ

て
生
じ
た
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
生
因
は
お
そ
ら
く
、
編
者
非
濁

の
意
識
の
ゆ
れ
に
求
め
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

3

『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
目
録
標
題
と
本
文
標
題
と
に
違
い
が
あ
る
ば
あ
い
、

『
今
昔
物
語
集
』
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
例
証
が
限
ら
れ
て

い
る
の
で
断
定
は
し
に
く
い
け
れ
ど
も
、
二
者
択
一
で
一
方
を
採
用
す
る
と
い

う
方
法
を
、
少
な
く
と
も
『
今
昔
物
語
集
』
は
と
っ
て
い
な
い
。
一
方
に
近
い

例
は
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
二
者
一
択
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
『
今
昔
物
語
集
』

の
求
め
る
形
態
と
の
一
致
が
も
た
ら
し
た
も
の
の
よ
う
だ
。

 
以
下
、
右
に
あ
げ
た
六
話
の
う
ち
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
馬
下
の
な
い
下
3
9

を
除
く
五
話
に
つ
い
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
対
処
の
実
態
を
個
別
に
み
て
い
く
。

 
な
お
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
も
、
目
録
標
題
と
本
文
標
題
と
に
違
い

が
み
ら
れ
る
も
の
が
一
部
に
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
ふ
れ
た
と
お
り
だ
。
た
だ
し
、

『
三
宝
感
応
要
略
録
』
に
依
拠
し
て
い
る
各
話
に
あ
っ
て
は
、
当
面
、
こ
と
さ

ら
問
題
に
す
べ
き
差
異
は
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
上
5
目
・
警
部
寺
法
慶
未
畢
釈
迦
像
感
応

   
 
 
 
 
本
・
造
釈
迦
像
死
従
閻
羅
王
宮
衝
重
感
応

 
 
 
試
着
1
2
・
震
旦
鼠
落
寺
法
慶
依
造
釈
迦
像
得
活
語

 
『
今
昔
物
語
集
』
に
主
人
公
名
が
明
示
し
て
あ
る
点
は
、
目
録
標
題
に
通
じ

る
。
し
か
し
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
目
録
標
題
に
通
じ
る
の
は
、
そ
こ
ま
で
だ
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
目
録
標
題
は
釈
迦
像
の
未
完
成
で
あ
っ
た
こ
と
を

重
視
し
、
未
完
成
で
あ
る
に
も
か
か
ら
ず
、
あ
ら
た
か
な
霊
験
を
あ
ら
わ
し
た

こ
と
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
像
の
未

完
成
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。
標
題
で
み
る
か
ぎ
り
、
霊
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験
を
も
た
ら
し
た
釈
迦
像
は
完
成
品
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
は
ず
だ
。
こ
の
あ

た
り
は
、
本
文
標
題
と
同
じ
路
線
だ
。
念
の
た
め
に
い
う
と
、
『
三
宝
感
応
要

略
録
』
も
『
今
昔
物
語
集
』
も
、
は
な
し
の
本
体
で
は
像
が
未
完
成
で
あ
っ
た
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
は
、
像
が
未
完
成
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
る
こ
と
を

放
棄
し
、
本
文
標
題
に
し
た
が
っ
て
、
霊
験
の
内
容
を
具
体
的
に
示
す
方
法
を

と
っ
て
い
る
。
〈
死
従
閻
羅
王
宮
被
還
〉
を
〈
得
活
〉
と
い
い
か
え
た
と
き
の
、

力
点
の
お
き
方
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
あ
れ
こ
の
措
置
に

よ
っ
て
六
1
2
は
、
ま
こ
う
こ
と
な
き
蘇
生
謳
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。 

主
思
の
形
式
に
か
た
ち
を
と
と
の
え
た
『
今
昔
物
語
集
』
六
1
2
の
標
題
は
、

目
録
標
題
と
本
文
標
題
と
の
折
衷
型
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
中
6
目
・
王
氏
感
地
蔵
菩
薩
論
花
厳
喝
排
地
獄
感
応

「
今
六
瀦
旦
・
王
・
髭
雛
講
．
．
。
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
は
目
録
標
題
で
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
花
言
書
を
早

し
て
堕
地
獄
を
ま
ぬ
が
れ
た
と
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
承
け
て
〈
得
活
〉
と
し
、

蘇
生
諦
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
。
本
文
標
題
は
『
三
宝
感
応
要
略
録
』

に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
か
た
ち
だ
が
、
こ
こ
に
は
述
部
が
な
い
。
『
今
昔
物
語
集
』

の
標
題
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
五
話
の
う
ち
で
は
、
も
っ
と
も
目
録
標
題
に

近
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
中
2
0
目
・
会
稽
山
慰
書
生
写
維
摩
経
除
疾
救
亡
親
感
応

［
今
六
獅
難
灘
幾
遮
断
撃

 
形
態
と
し
て
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
は
目
録
標
題
に
近
い
。

 
し
か
し
維
摩
経
を
書
写
し
た
結
果
に
つ
い
て
の
認
識
が
、
両
者
で
は
違
っ
て

い
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
本
文
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
両
者
の
差
異
に
よ
っ
て

き
た
る
と
こ
ろ
を
確
認
し
て
お
く
。

 
六
3
8
は
、
次
の
三
段
か
ら
な
る
。

 
 
①
会
稽
山
陰
県
の
書
生
某
は
、
み
ず
か
ら
の
病
を
癒
さ
ん
が
た
め
に
、
願

 
 
 
を
お
こ
し
て
維
摩
経
を
書
写
し
た
と
こ
ろ
、
願
は
成
就
し
た
。

 
 
②
維
摩
経
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
こ
と
を
悟
っ
た
書
生
は
、
亡
き
父
母
の
苦

 
 
 
を
救
う
目
的
で
、
さ
ら
に
書
写
を
続
け
た
。
父
母
は
と
も
に
救
わ
れ
た

 
 
 
と
夢
で
告
げ
た
。

 
 
③
写
経
の
功
徳
で
書
生
は
、
金
砂
仏
土
に
転
生
す
る
と
の
夢
告
を
え
た
。

 
 
 
命
終
し
た
彼
の
身
は
、
金
色
に
か
が
や
い
て
い
た
。
人
々
は
、
金
粟
世

 
 
 
界
に
生
ま
れ
た
あ
か
し
だ
と
貴
ん
だ
。

 
要
す
る
に
、
書
写
の
功
徳
に
よ
る
み
ず
か
ら
の
除
疾
と
、
両
親
の
救
苦
と
、

み
ず
か
ら
の
浄
土
へ
の
転
生
と
の
三
点
を
六
3
8
は
伝
え
て
い
る
わ
け
だ
。
こ
の

点
は
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
も
同
様
で
あ
る
。

 
ま
ず
本
文
標
題
に
つ
い
て
い
う
と
、
こ
れ
は
霊
験
を
具
体
的
に
示
し
て
い
な

い
。
三
点
を
ふ
ま
え
て
、
総
括
的
に
維
摩
経
の
霊
験
を
説
く
こ
と
を
も
く
ろ
ん

だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
目
録
標
題
と
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
は
、
霊
験
を
具
体
的

に
示
し
、
特
定
の
部
分
を
一
そ
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
部
分
を
重
視
し
て

『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
（
上
）
1
三
宝
感
応
要
略
録
と
の
関
連
に
お
い
て
一

（55）



い
る
。

 
目
録
標
題
が
焦
点
を
合
わ
せ
た
の
は
、
①
と
②
だ
。
一
方
、
『
今
昔
物
語
集
』

は
③
を
重
視
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
書
写
の
功
徳
を
説
く
は
な
し
で
あ
り
な
が

ら
、
前
者
は
抜
苦
謳
を
、
そ
し
て
後
者
は
転
生
謹
を
志
向
し
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
六
3
8
に
み
ら
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
目
録
標
題
ば
な
れ
は
、

『
今
昔
物
語
集
』
の
意
図
的
な
読
み
替
え
に
よ
る
も
の
だ
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
も
と
も
と
、
肉
親
に
よ
る
、
あ
る
い
は
肉
親
の
た
め

の
行
為
が
原
話
の
標
題
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
ば
あ
い
、
そ
れ
を
排
除
す
る
傾

向
が
あ
る
。
こ
の
結
果
、
と
き
に
は
標
題
と
は
な
し
の
内
容
と
の
あ
い
だ
に
、

齪
齪
を
生
ず
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

 
つ
ぎ
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
排
除
し
た
例
を
、
原
話
の
当
該
部
分
に
l
l

を
付
し
て
列
記
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

 
 
 
上
6
目
・
唐
朧
西
李
大
安
妻
為
安
造
評
説
救
死
感
応

 
 
［

 
 
 
今
六
1
3
・
震
旦
李
大
安
依
深
遠
被
害
得
活
語

 
 
 
上
1
4
目
・
井
洲
張
言
寿
警
告
親
書
阿
弥
陀
像
感
応

 
 
［

 
 
 
A
ユ
直
穿
8
・
震
旦
井
洲
張
元
寿
造
弥
陀
蒼
生
極
楽
語

 
 
 
上
2
8
目
・
温
州
司
馬
家
室
親
属
一
日
之
中
造
薬
師
七
躯
感
応

 
 
［

 
 
 
今
六
2
1
・
震
旦
溜
警
世
二
酉
薬
師
仏
得
活
語

 
 
 
中
3
1
目
・
梓
洲
眺
待
為
書
親
出
写
四
部
大
乗
経
感
応

 
 
［

 
 
 
今
六
4
5
・
震
旦
梓
洲
信
号
張
眺
無
智
四
部
大
乗
語

 
『
今
昔
物
語
集
』
が
六
3
8
で
、
原
話
で
あ
る
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
標
題

か
ら
〈
除
疾
救
亡
親
〉
を
割
愛
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
操
作
と
軌
を
一

に
す
る
も
の
だ
コ
〈
除
疾
〉
は
と
も
か
く
＜
救
亡
親
〉
は
六
3
8
な
ら
ず
と
も
排

除
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。

 
加
え
て
、
六
3
8
に
は
組
織
上
、
〈
生
浄
土
〉
を
求
め
る
条
件
が
あ
る
。
童
話

と
の
関
連
だ
。

 
じ
つ
は
、
六
3
7
も
ま
た
、
書
写
の
功
徳
に
よ
る
生
浄
土
課
で
あ
り
、
「
震
旦

井
洲
道
心
書
写
方
等
生
浄
土
語
」
と
の
標
題
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
六
3
8
の

〈
生
浄
土
〉
へ
の
こ
だ
わ
り
を
、
六
3
7
の
側
か
ら
見
よ
う
。

 
六
3
8
が
①
②
を
捨
て
て
③
を
重
視
し
、
生
浄
土
謳
に
意
匠
替
え
を
は
か
っ
た

よ
う
に
、
六
3
7
も
ま
た
、
書
写
の
功
徳
に
よ
る
生
浄
土
課
に
す
る
た
め
に
操
作

を
し
て
い
る
。

 
す
な
わ
ち
、
六
3
7
の
原
話
で
あ
る
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
申
1
6
の
標
題
は
、

「
井
洲
比
丘
道
如
唯
聞
方
等
名
字
生
浄
土
感
応
」
と
な
っ
て
い
る
。
郎
等
経
を

〈
聞
い
た
〉
功
徳
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
僧
が
浄
土
に
生
ま
れ
た
と
い
う
の
が

標
題
の
趣
旨
だ
。
と
こ
ろ
が
、
は
な
し
の
本
体
に
徴
す
る
と
、
こ
の
標
題
に
は

問
題
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

 
つ
ま
り
、
こ
う
だ
。
主
人
公
の
僧
は
、
道
心
薄
か
っ
た
も
の
の
、
方
等
経
を

〈
聞
い
て
〉
い
た
た
め
に
死
後
三
日
を
経
て
蘇
る
こ
と
を
え
て
、
写
経
等
に
専

念
す
る
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
の
蘇
生
後
の
く
写
経
V
の
功
徳
で
浄
土
に
生
ま
れ

こ
と
に
な
る
の
だ
。

中
1
6
の
標
題
に
示
さ
れ
て
い
る
「
唯
聞
方
等
」
は
蘇
生
の
間
接
的
な
契
機
で
あ

る
に
す
ぎ
ず
、
浄
土
へ
の
転
生
の
直
接
の
因
で
は
な
い
。

 
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
標
題
の
「
唯
聞
方
等
」
の
部

分
を
「
書
写
方
等
」
と
改
め
る
と
と
も
に
、
本
文
中
の
「
造
方
等
軸
集
」
を
、

「
藩
邸
大
集
経
ヲ
書
キ
供
養
シ
奉
ル
」
と
改
変
し
た
。

 
六
3
7
の
こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
標
題
の
不
適
正
を

是
正
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
六
3
8
と
連
動
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

（56）



る
は
ず
だ
。

 
要
す
る
に
、
六
3
7
は
六
3
8
と
連
接
し
た
〈
生
浄
土
〉
諺
に
す
る
た
め
に
、
ま

た
。
六
3
8
は
六
3
7
と
連
接
し
た
〈
生
浄
土
〉
謳
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

標
題
が
操
作
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
け
っ
し
て
漫
然
と
し
た
改
変
で
は
な
い
。
ま

し
て
や
偶
然
の
暗
合
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。

 
六
3
8
の
読
み
替
え
に
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
中
4
9
目
・
踏
大
般
若
経
所
在
地
離
悪
趣
業
感
応

［
七
鑓
郵
難
糖
感
応

 
目
録
標
題
に
も
本
文
標
題
に
も
、
主
部
が
な
い
。
そ
こ
で
『
今
昔
物
語
集
』
は

主
人
公
を
明
示
し
て
、
主
述
の
か
た
ち
を
体
裁
を
整
え
た
。
こ
こ
に
、
標
題
改

変
の
主
眼
が
あ
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
目
録
標
題
の
「
離
悪
趣
業
」
は
、

取
り
込
む
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
。
述
部
と
し
て
の
「
渡
天
竺
」
と
、
そ
の
説

明
と
し
て
の
「
踏
般
若
所
在
語
」
と
が
す
で
に
あ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
に
「
離
悪

趣
業
」
を
重
ね
る
と
わ
ず
ら
わ
し
く
、
し
か
も
、
い
か
に
も
不
体
裁
で
、
形
式

を
尊
重
す
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
立
場
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
 
中
5
8
目
・
唐
玄
宗
皇
自
訥
仁
王
経
呪
請
天
兵
馬
安
西
感
応

   
 
 
 
 
本
・
○
○
○
○
○
●
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○

 
 
 
今
六
9
・
不
空
三
蔵
論
仁
王
拳
玉
韓
語

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
目
録
標
題
も
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
も
、
主
述
の

形
態
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
両
者
は
と
も
に
、
仁
王
経
の
功
徳
に
よ
る
霊
験

諜
だ
と
の
立
場
に
た
っ
て
い
る
。

 
こ
う
し
た
共
遮
点
は
あ
る
も
の
の
、
両
者
に
は
き
わ
だ
っ
た
違
い
が
あ
る
。

仁
王
経
を
恕
し
た
人
物
を
玄
宗
皇
帝
だ
と
す
る
の
と
、
不
動
三
蔵
と
す
る
の
と

の
違
い
だ
。
こ
れ
は
、
こ
の
は
な
し
の
主
人
公
を
誰
だ
と
み
な
す
か
の
違
い
で

も
あ
る
。

『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
目
録
標
題
は
、
玄
宗
皇
帝
へ
の
こ
だ
わ
り
を
み
せ
て
い

る
。
仁
王
経
を
訥
し
た
人
物
を
玄
宗
皇
帝
だ
と
す
る
点
は
本
文
標
題
も
同
じ
だ

が
、
目
録
標
題
は
皇
帝
自
身
が
説
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
、
本
文
標
題
に

は
な
い
〈
自
〉
の
語
を
備
え
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
は
な
し
の
本
体
に
は
、
玄
宗
皇
帝
が
仁
王
経
を
論
し
た
場
面
は

な
い
℃
嘉
し
た
の
は
、
大
臣
の
進
言
で
皇
帝
に
召
し
出
さ
れ
た
不
空
三
蔵
で
あ
っ

た
。 

も
ち
ろ
ん
、
現
象
と
し
て
は
不
空
三
蔵
が
調
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

が
皇
帝
の
意
を
う
け
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
皇
帝
が
呈
し
た
と
表
現
す
る
こ
と
に

不
都
合
は
な
い
。
げ
ん
に
中
5
9
に
も
、
そ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

 
し
か
し
中
5
8
に
た
ち
か
え
っ
て
い
え
ば
、
実
際
に
億
不
乙
三
蔵
が
諦
し
た
も

の
を
、
皇
帝
が
歯
し
た
と
表
現
し
う
る
の
は
、
〈
玄
宗
皇
帝
論
仁
王
呪
・
．
・
V
と
す

る
本
文
標
題
の
範
囲
ま
で
だ
ろ
う
。
，
目
録
標
題
の
よ
う
に
、
こ
と
さ
ら
の
よ
う

に
〈
自
〉
を
補
う
と
実
態
か
ら
か
け
離
れ
す
ぎ
て
し
ま
い
、
皇
帝
へ
の
こ
だ
わ
り

ば
か
り
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
。

 
目
録
標
題
に
示
さ
れ
た
玄
宗
皇
帝
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
も

影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
よ
う
だ
。
標
題
に
で
は
な
く
、
は
な
し
の
本
体
の
中
に
そ

れ
は
影
を
落
し
て
い
る
。
不
空
三
蔵
に
仁
王
経
を
訥
す
る
よ
う
要
請
す
る
場
面

で
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
「
玄
宗
自
ラ
香
櫨
ヲ
取
テ
持
念
シ
」
と
、
原
話
に
な

『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
（
上
）
-
三
宝
感
応
要
略
録
と
の
関
連
に
お
い
て
一

（57）」



い
く
自
ラ
〉
を
補
な
っ
て
い
る
。

 
わ
ず
か
一
語
の
異
伺
で
は
あ
る
が
、
〈
自
ラ
〉
が
『
今
昔
物
語
集
』
で
添
加
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
且
録
標
題
が
ら
み
と
み
る
の

が
相
当
だ
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
中
5
8
を
導
入
す
る
に
際
し
て
、
不
空
三
蔵
を

六
9
の
主
人
公
に
据
え
な
お
し
た
の
に
は
、
理
由
が
あ
っ
た
。
巻
六
巻
頭
の
、

仏
法
伝
来
誕
に
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
配
さ
れ
て
い
る
三
蔵
関
連
話
の
】
群
に
こ
の

は
な
し
を
位
置
さ
せ
る
た
め
に
は
、
主
人
公
は
玄
宗
皇
帝
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
の
だ
。
玄
宗
皇
帝
か
ら
不
空
三
蔵
へ
の
主
人
公
の
変
更
は
、
こ
れ
ま
た
、
『
今

昔
物
語
集
』
の
組
織
上
0
要
請
に
も
と
つ
く
、
必
然
の
措
置
な
の
で
あ
っ
た
。

2
 
今
昔
物
語
集
震
旦
部
考

3
 
同
右

六
章
（
勉
誠
社
刊
 
九
二
・
六
）
「

注
1

『
今
昔
物
語
集
』
巻
七
第
一
話
の
錯
誤
か
ら
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報
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日
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文
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究

二
九
号
 
九
三
・
一
こ

三
〇
号
九
五
・
こ
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