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前
編
で
は
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
目
録
標
題
と
本
文
標
題
と
に
違
い
の
あ

る
も
の
を
取
り
あ
げ
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
対
応
の
状
況
を
観
察
し
た
。

 
目
録
標
題
と
本
文
標
題
と
は
、
本
来
同
一
で
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
に
は
、
数
は
わ
ず
か
だ
け
れ
ど
も
、
両
標
題
に
違
い

の
あ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
も
、
書
写
の
過
程
で
生
じ
る
類
の
単
純
な
差
異
で

は
な
く
て
、
は
な
し
の
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
、
お
そ
ら
く
は
標
題
策
定
時
の
解

釈
の
ゆ
れ
に
も
と
づ
い
た
と
み
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
本
格
的
な
齪
飴
の
例
が
み

と
め
ら
れ
る
の
だ
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
は
、
単
な
る
素
材
源
で

は
な
か
っ
た
。
『
今
昔
物
語
集
』
は
そ
こ
か
ら
大
量
の
素
材
を
導
入
し
た
だ
け

で
な
く
、
説
話
配
列
の
方
法
や
標
題
の
形
式
な
ど
、
お
お
く
の
こ
と
を
学
び
取
っ

て
い
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
は
、
か
け
が
え

の
な
い
先
達
で
あ
り
、
〈
参
考
資
料
〉
，
で
あ
っ
た
。

 
そ
れ
だ
け
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
研
究
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
『
三
宝
感
応
要

略
録
』
の
か
か
わ
る
事
象
は
留
意
を
要
す
る
。
た
と
え
さ
さ
い
な
事
柄
で
あ
っ

て
も
、
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
試
行
錯
誤
の
痕
跡
に
ほ
か
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
両
標
題
の
齪
酷
も
、
そ
う
し
た
も
の
の
う
ち
の
ひ
と
つ
だ
。

 
と
り
わ
け
こ
れ
ら
は
、
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
分
、
尋
常
な
個
所
か
ら
で
は

得
ら
れ
な
い
情
報
を
ふ
く
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
は
は

た
し
て
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
混
乱
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
る
の
か
。
 
幻

そ
し
て
そ
れ
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
 
〔
5

な
の
か
。

 
前
篇
で
ふ
れ
た
観
察
の
結
果
を
要
約
す
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

 
①
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
目
録
標
題
と
本
文
標
題
と

 
 
の
、
両
方
を
参
照
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
。

 
②
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
二
者
択
一
で
い
ず
れ
か
の
一
方
を
採
用
す
る
と
い

 
 
う
方
法
に
よ
ら
ず
、
両
標
題
を
勘
案
し
た
う
え
で
、
独
自
の
標
題
を
策
定

 
 
し
ょ
う
と
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
。

 
③
『
今
昔
物
語
集
』
が
独
自
の
標
題
を
目
ざ
し
た
の
は
、
構
築
し
よ
う
と
す

 
 
る
み
ず
か
ら
の
作
品
の
精
度
を
高
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ

 
 
と
。

 
こ
れ
は
、
わ
ず
か
な
事
例
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
、
し
か
も
、
か
す
か
な
手
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が
か
り
を
も
と
に
し
た
見
通
し
だ
。
い
ま
ひ
と
つ
、
決
定
力
を
欠
く
こ
と
は
い

な
め
な
い
。
し
か
し
、
例
証
に
徴
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
落
着
か

ざ
る
を
え
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
ユ
）

 
③
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
か
な
ら
ず

し
も
、
両
標
題
の
齪
齪
す
る
も
の
か
ら
で
な
く
て
も
い
い
う
る
。
と
こ
ろ
が
①
、

②
は
、
両
標
題
の
齪
齪
す
る
も
の
か
ら
で
な
け
れ
ば
見
え
て
こ
な
い
情
報
だ
。

そ
し
て
こ
れ
が
、
既
知
の
③
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
連
動
す
る
と
こ
ろ
に
意
味

が
あ
る
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
へ
の
依
存
ぶ
り
と
い
う
べ
き
か
、
傾
倒
ぶ
り
と
い
う

べ
き
か
、
と
も
あ
れ
、
よ
き
に
つ
け
あ
し
き
に
つ
け
、
そ
れ
を
参
考
に
し
ょ
う

と
す
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
姿
勢
に
は
、
な
み
な
み
な
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た

よ
う
だ
。
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
手
の
内
を
知
り
つ
く
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、

前
例
の
な
い
壮
大
な
構
想
に
も
と
つ
く
作
品
を
編
も
う
と
す
る
『
今
昔
物
語
集
』

の
編
者
が
、
み
ず
か
ら
の
た
ど
る
べ
き
進
路
を
見
さ
だ
め
る
た
め
に
、
ま
ず
、

自
分
自
身
に
課
し
た
基
本
的
な
課
題
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

2

 
『
今
昔
物
語
集
』
が
い
か
に
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
を
頼
り
に
し
て
い
た
か
は
、

本
文
な
ど
か
ら
だ
け
で
な
く
、
標
題
の
類
似
状
況
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
各
話
に
付
さ
れ
て
い
る
標
題
が
、
人
間
を
中
心
に
す
え
、

二
丁
の
形
式
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』

を
手
本
と
し
て
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿

 
 
 
 
 
 

で
ふ
れ
た
。
『
今
昔
物
語
集
』
と
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
と
の
標
題
の
、
ほ
ぼ

一
致
す
る
具
体
例
も
、
そ
こ
で
指
摘
し
た
。
し
た
が
っ
て
今
さ
ら
め
く
が
、
，
『
今

昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
を
い
う
に
は
、
や
は
り
前
提
と
し
て
、
ま
ず
不
即
不

離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
前
身
と
は
別
の
例
を

あ
げ
る
。［

麟
［
姦

［
蕪

震
旦
法
祖
於
閻
魔
王
宮
講
楊
厳
経
語

法
祖
法
師
為
閻
羅
王
春
首
言
霊
経
感
応

震
旦
張
李
通
書
写
薬
師
経
延
命
語

唐
張
諸
芸
書
写
薬
師
経
延
寿
感
応

震
旦
童
児
聞
寿
命
経
書
命
語

童
児
聞
寿
命
経
延
寿
感
応

 
両
者
は
、
ま
っ
た
く
同
一
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
六
3
9
を
例
に
と
っ

て
い
え
ば
、
法
祖
が
経
を
講
じ
た
点
に
つ
い
て
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
は
閻

魔
王
の
た
め
（
為
閻
羅
王
）
で
あ
っ
た
と
、
そ
の
目
的
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
ば
、
閻
魔
王
宮
に
お
い
て
で
あ
っ
た
（
於
閻
魔
王

宮
）
と
、
そ
の
場
所
で
示
し
て
い
る
。

 
ま
た
、
閻
羅
王
、
閻
魔
王
と
、
そ
の
呼
称
に
も
違
い
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は

『
三
宝
感
応
要
略
録
』
が
二
種
の
呼
称
を
併
用
し
て
い
る
の
を
、
『
今
昔
物
語
集
』

が
閻
魔
王
に
統
一
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
だ
。
と
り
た
て
て
問
題
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
違
い
で
は
な
い
が
、
違
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
。

 
し
か
し
、
こ
う
し
た
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
形
態
上
、
両
者
が
き
わ
め
て

近
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
一
見
し
て
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。

 
右
に
あ
げ
た
三
話
は
、
い
ず
れ
も
は
な
し
が
短
か
く
、
内
容
も
単
純
だ
。
し

た
が
っ
て
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
に
依
存
し
な
く
て
も
、
こ
の
程
度
の
平
な

［54）



り
は
生
じ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

 
し
か
し
、
何
々
の
こ
と
、
あ
る
い
は
誰
々
の
こ
と
、
な
ど
と
い
う
標
題
な
ら

と
も
か
く
、
主
述
の
体
裁
を
と
る
ば
あ
い
は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
は
い
か
な

い
。
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
、
『
三
国
伝
記
』
の
標
題
と
重
ね
あ
わ
せ
る
と
き
、

か
な
り
は
っ
き
り
す
る
。

 
『
三
国
伝
記
』
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』

を
資
料
と
し
て
多
用
し
て
い
る
っ
『
今
昔
物
語
集
』
を
ふ
く
む
三
書
で
重
複
す

る
も
の
も
お
お
い
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
類
話
の
求
め
ら
れ
な
い
も
の
も
少

な
く
な
い
。
『
今
昔
物
語
集
』
と
は
無
関
係
に
、
『
三
国
伝
記
』
は
『
三
宝
感
応

要
略
録
』
に
直
接
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
『
三
国
伝
記
』
の
通
話
に
も
、

標
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

 
右
に
例
示
し
た
三
話
の
う
ち
、
六
3
9
は
『
三
国
伝
記
』
に
下
話
が
な
い
。
他

の
二
話
の
標
題
は
、
『
三
国
伝
記
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

 
 
六
4
7
 
唐
張
李
返
書
写
薬
師
経
延
寿
事
（
記
・
五
2
3
）

 
 
六
4
8
 
聞
寿
命
経
延
命
事
（
記
・
九
2
6
）

 
六
4
7
の
類
話
で
人
名
が
〈
張
李
返
〉
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
誤
写
、
あ
る
い

は
誤
読
に
よ
る
単
純
な
差
異
だ
。
こ
れ
は
誤
差
の
許
容
範
囲
に
あ
り
、
『
三
宝

感
応
要
略
録
』
『
今
昔
物
語
集
』
『
三
国
伝
記
』
の
三
者
は
一
致
し
て
い
る
と
み

て
よ
い
。

 
と
こ
ろ
が
六
4
8
の
ば
あ
い
は
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
主
語
と
し
て
の
く
童
児
〉

が
欠
脱
し
て
い
る
だ
け
．
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
主
述
の
形
式
へ
の
こ
だ
わ
り
の

有
無
に
起
因
す
る
差
で
あ
り
、
こ
の
違
い
は
見
か
け
よ
り
根
が
深
い
。

 
総
じ
て
、
『
三
国
伝
記
』
の
標
題
に
は
方
向
性
が
稀
薄
だ
。
別
の
言
い
方
を

す
れ
ば
、
意
識
的
な
も
の
だ
と
は
い
い
が
た
い
。
右
の
五
2
3
の
よ
う
に
、
『
三

宝
感
応
要
略
録
』
そ
の
ま
ま
の
も
の
が
あ
る
一
方
に
、
「
金
剛
智
三
蔵
和
上
事
」

（
九
1
9
）
や
「
悟
真
寺
沙
門
釈
恵
鏡
事
」
（
十
1
4
）
な
ど
の
よ
う
な
、
古
い
型
の

標
題
が
混
用
さ
れ
て
い
る
。
標
題
の
効
用
を
計
算
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
意
識

的
に
活
用
し
た
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
。
右
の
、
六
4
8
の
類
話

で
あ
る
『
三
国
伝
記
』
九
2
6
の
標
題
も
、
か
く
べ
つ
の
ふ
く
み
も
な
く
、
あ
り

て
い
に
い
え
ば
無
造
作
に
主
部
を
排
除
し
て
、
述
部
だ
け
を
残
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
あ
る
い
は
、
主
人
公
が
無
名
人
で
あ
る
こ
と
も
、
な
に
ほ
ど
か
作
用
し
て

・
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
短
い
は
な
し
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
単
純
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
標
題
が
つ
ね
に
重
な
り
あ
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
肥
せ
ら
れ

よ
う
。
標
題
が
重
な
り
あ
う
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
編
者
の
志
向
す

る
と
こ
ろ
が
通
じ
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。

 
と
こ
ろ
で
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
標
題
で
ほ
ぼ

一
致
す
る
の
は
、
全
体
と
し
て
は
わ
ず
か
だ
。
大
部
分
は
、
基
本
的
に
は
『
三

宝
感
応
要
略
録
』
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
う
え
で
、
一
部
の
文
言
を
修
正
し
た
り
、

把
握
の
角
度
の
変
更
を
試
み
た
り
し
て
い
る
。

 
重
要
な
の
は
、
こ
の
、
い
わ
ゆ
る
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
ば
な
れ
の
試
み
が
、

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
主
体
的
な
判
断
に
も
と
つ
く
、
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
点

だ
。
標
題
の
異
同
を
と
お
し
て
観
察
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
は
、

『
三
宝
感
応
要
略
録
』
か
ら
の
自
立
宣
言
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
，

3

別
稿
で
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
ば
な
れ
現
象
を
、
形

『
今
昔
物
語
集
』
の
読
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替
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（
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式
統
一
の
た
め
の
措
置
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
隣
接
す
る
は
な
し
と
の

調
和
を
は
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
二
話
一
類
の
説
話
配
列
の
原
則
を
明
確
に
す
る

た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。

 
こ
の
解
釈
は
主
と
し
て
、
標
題
の
述
部
の
異
同
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
が
た
と
え
ば
v
免
苦
（
上
9
）
、
思
死
（
上
6
）
、
免

罪
（
上
2
6
）
、
礼
拝
（
上
3
5
）
、
排
地
獄
（
中
6
）
、
減
罪
（
中
5
7
）
な
ど
と
述

部
で
表
現
し
て
い
る
部
分
を
、
．
『
今
昔
物
語
集
』
は
い
ず
れ
も
く
割
賦
〉
に
置

き
な
お
し
て
い
る
（
六
1
1
・
1
3
・
2
4
・
2
9
・
3
3
・
七
9
）
。
同
様
に
、
見
浄
土

相
（
上
7
）
、
図
写
（
上
1
2
）
、
除
疾
・
救
亡
親
（
中
2
0
）
と
『
三
宝
感
応
要
略

録
』
が
表
現
し
て
い
る
部
分
を
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
く
生
極
楽
〉
に
置
き
な

お
し
て
い
る
（
六
1
5
・
1
6
・
3
8
）
。
三
宝
の
感
応
を
説
く
こ
と
に
主
眼
を
お
く
『
三

宝
感
応
要
略
録
』
に
あ
っ
て
は
、
述
部
は
具
体
的
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

『
今
昔
物
語
集
』
と
て
具
体
的
で
あ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

『
今
昔
物
語
集
』
は
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
個
々
の
は
な
し
の
ば
ら
つ
き
を
排
除

し
て
、
作
品
と
し
て
の
統
一
性
と
方
向
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
の
方
に
重
き
を

置
い
た
の
だ
。
述
部
に
お
け
る
こ
う
し
た
改
変
に
は
、
隣
接
す
る
は
な
し
と
の

調
和
を
は
か
る
こ
と
が
重
要
な
契
機
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
解
釈
し
た
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
標
題
は
、
右
に
例
示
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は

主
述
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
今
昔
物
語
集
』
ほ
ど
に
は
徹
底
し

て
い
な
い
。
一
部
に
は
、
述
部
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
『
今

昔
物
語
集
』
が
典
拠
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
上
2
9
・
3
2
・
3
3
・

3
5
、
中
4
2
・
4
9
・
6
0
・
6
1
な
ど
が
そ
う
だ
。
ま
た
、
主
述
は
そ
ろ
っ
て
い
て
も
、

主
語
が
人
間
で
は
な
く
、
仏
・
菩
薩
で
あ
る
ば
あ
い
も
あ
る
（
上
1
7
・
1
8
・
2
7
・

29
ﾈ
ど
）
。

 
し
た
が
っ
て
、
形
式
を
重
ん
じ
る
『
今
昔
物
語
集
』
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
を

取
り
込
む
ば
あ
い
、
主
部
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
補
い
、
仏
・
菩
薩

が
主
語
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
人
間
に
置
き
な
お
す
こ
と

に
な
る
。
可
能
な
か
ぎ
り
と
い
う
の
は
、
鶏
鵡
（
四
3
6
）
や
大
魚
（
四
3
7
）
な

ど
の
よ
う
に
、
人
間
以
外
の
も
の
に
置
き
な
お
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
例
や
、

孤
山
観
音
を
白
檀
観
音
（
四
2
8
）
に
置
き
な
お
し
た
例
な
ど
も
あ
る
か
ら
だ
。

 
と
ま
れ
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
に
導
か
れ
な
が
ら
、

し
か
し
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
不
備
を
み
ず
か
ら
論
理
で
組
み
替
え
た
。
こ

の
組
み
替
え
を
う
な
が
し
た
論
理
が
、
隣
接
す
る
は
な
し
と
の
調
和
を
柱
と
し

た
形
式
の
統
一
だ
と
判
断
し
た
の
だ
。

 
こ
の
解
釈
に
誤
り
は
な
い
、
と
思
う
。

 
た
だ
し
、
こ
れ
で
は
な
お
不
十
分
だ
。
こ
こ
に
は
読
み
替
え
の
視
点
が
欠
落

し
て
い
た
。
読
み
替
え
の
視
点
を
導
入
し
な
け
れ
ば
、
た
と
え
ば
『
三
宝
感
応

要
略
録
』
の
く
諺
示
〉
（
下
1
7
）
が
く
渡
天
竺
伝
法
帰
来
〉
（
六
6
）
に
な
っ
て

い
た
り
、
〈
画
釈
迦
像
〉
（
目
録
標
題
で
は
く
釈
迦
画
像
〉
）
が
『
今
昔
物
語
集
』

で
く
詣
仏
所
出
家
〉
（
一
2
3
）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
説
明
が
つ
か
な
い
。

『
今
昔
物
語
集
』
は
、
い
わ
ば
守
り
の
改
変
だ
け
で
な
く
、
攻
め
の
改
変
も
お

こ
な
っ
て
い
る
の
だ
。

 
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。

 
ま
ず
は
一
2
3
の
ば
あ
い
。
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の

標
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
国
学
大
王
釈
迦
画
像
感
応
（
目
録
標
題
）

 
 
略
［

 
 
 
 
○
○
○
○
画
釈
迦
○
○
○
（
本
文
標
題
）

 
 
今
・
仙
道
王
詣
仏
所
出
家
語
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○
印
は
共
通
す
る
字
句
で
あ
る
。
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
目
録
標
題
と
本

文
標
題
と
に
は
小
異
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
か
く
べ
つ
問
題
に
す
る
ま
で
も
あ

る
ま
い
。

 
と
こ
ろ
が
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
標
題
は
決
定

的
に
違
う
。
標
題
か
ら
だ
け
で
は
、
両
者
が
出
典
閑
係
に
あ
る
と
の
判
断
は
つ

か
な
い
。
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
い
う
影
勝
大
王
と
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
い

う
仙
道
王
と
は
別
人
だ
。
同
一
人
物
の
異
称
で
は
な
い
。

 
懸
隔
の
は
な
は
だ
し
い
標
題
と
違
い
、
は
な
し
の
本
体
は
、
文
言
の
出
入
り

は
あ
る
も
の
の
出
典
関
係
を
認
め
う
る
。
差
異
は
、
許
容
範
囲
に
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。

 
さ
て
、
あ
ら
ま
し
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
だ
。

 
天
竺
に
ふ
た
つ
の
国
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
王
は
、
影
勝
と
仙
道
と
い

う
。
両
国
は
友
好
関
係
に
あ
り
、
た
が
い
に
相
手
国
に
な
い
も
の
を
贈
り
あ
っ

て
い
た
。

 
経
済
的
に
豊
か
な
仙
道
王
は
、
最
勝
王
に
金
を
贈
っ
た
。
影
勝
王
は
返
礼
と

し
て
、
畳
を
届
け
た
。
仙
道
王
は
今
度
は
、
五
徳
の
甲
を
贈
っ
た
。
熱
い
と
き

着
れ
ば
涼
し
く
、
刀
も
矢
も
も
の
と
は
せ
ず
、
光
り
か
が
や
く
甲
で
あ
る
。
高

・
価
な
甲
の
お
返
し
に
当
惑
し
た
影
勝
王
は
、
相
手
側
に
仏
教
が
な
い
こ
と
に
気

付
き
、
畳
に
釈
迦
の
像
を
描
い
て
贈
っ
た
。

 
仙
道
王
は
、
見
な
れ
な
い
奇
異
な
る
釈
迦
の
画
像
を
見
て
怒
り
、
こ
れ
ま
で

の
友
好
関
係
を
破
棄
し
て
影
勝
王
を
攻
め
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
中

天
竺
の
商
人
た
ち
は
こ
の
画
像
を
見
て
、
異
口
同
音
に
南
無
仏
陀
と
唱
え
た
。

 
こ
と
の
重
大
さ
を
悟
り
、
恐
れ
を
な
し
た
仙
道
王
は
、
国
政
を
太
子
に
ゆ
だ

ね
て
影
三
王
の
も
と
を
訪
ね
、
釈
迦
に
導
か
れ
て
出
家
し
た
。

 
要
す
る
に
こ
の
は
な
し
に
は
、
単
勝
王
と
仙
道
王
と
の
、
ふ
た
り
の
王
が
登

場
す
る
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
の
は
な
七
の
な
か
で
の
立
場
は
、
ほ
ぼ
対
等
だ
。

い
ず
れ
を
主
役
に
見
立
て
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。

 
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
は
、
影
勝
王
を
主
役
だ
と

み
な
し
た
。
彼
が
釈
迦
像
を
描
い
た
こ
と
が
、
こ
の
は
な
し
の
ポ
イ
ン
千
だ
と

み
な
し
た
わ
け
だ
。
三
宝
の
感
応
を
説
く
こ
と
を
旨
と
す
る
『
三
宝
感
応
要
略

録
』
と
し
て
は
、
と
う
ぜ
ん
の
あ
り
よ
う
だ
。

 
と
こ
ろ
が
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
こ
の
は
な
し
を
導
入
し
な
が
ら
、
『
三
宝

感
応
要
略
録
』
と
は
違
っ
て
、
仙
道
王
を
主
役
だ
と
見
た
て
な
お
し
た
。

 
出
家
の
契
機
を
つ
く
っ
た
影
勝
王
か
ら
、
彼
の
用
意
し
た
枠
組
み
の
中
で
出

家
し
た
仙
道
王
へ
と
、
主
役
を
変
更
し
た
の
だ
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
こ
の

は
な
し
は
画
像
の
霊
験
謳
か
ら
出
家
謳
へ
と
意
匠
を
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

 
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
読
み
替
え
は
、
け
っ
し
て
恣
意
的
に

な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
不
用
意
さ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て

い
る
の
で
も
な
い
。
す
ぐ
れ
て
意
図
的
な
配
慮
に
よ
る
も
の
だ
。

 
こ
の
点
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
当
該
話
の
前
後
を
一
見
す
れ
ば
判

然
と
す
る
。
本
文
標
題
を
列
記
す
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
。

 
 
 
7

＠

23 22 21 20 19 18 17

腰
迎
羅
喉
羅
令
出
家
野
帰

仏
教
化
難
陀
令
出
家
給
語

仏
夷
母
僑
曇
弥
出
家
活

仏
椰
認
容
羅
令
出
家
語
（
欠
話
）

阿
軍
鼓
堤
出
家
語

女
滝
羨
王
子
出
家
語

仙
道
王
春
仏
所
出
家
語

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

（57）



28 27 26 25 24

雀
荘
長
者
詣
仏
所
出
家
語

和
羅
多
出
家
成
仏
弟
子
語

歳
至
百
廿
始
出
家
人
語

翁
詣
仏
所
出
家
語

婆
羅
門
依
酔
不
意
出
家
語

（
欠
話
）

釈
迦
の
息
子
で
あ
る
極
論
羅
の
出
家
に
は
じ
ま
っ
て
、
釈
迦
の
肉
親
、
さ
ら

に
は
異
教
徒
た
ち
に
ま
で
お
よ
ぶ
一
群
の
出
家
課
が
こ
こ
に
は
配
さ
れ
て
い

る
。
仙
道
王
の
出
家
課
は
、
こ
の
一
群
の
構
成
要
素
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し

て
い
る
の
だ
。
影
勝
王
を
主
人
公
と
し
た
画
像
の
霊
験
護
で
は
、
と
う
て
い
こ

こ
に
収
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

 
ち
な
み
に
、
仙
道
王
を
あ
ら
た
に
主
人
公
に
見
た
て
な
お
し
た
一
2
3
の
標
題

は
、
次
話
と
の
調
和
が
は
か
ら
れ
て
い
て
、
と
も
に
〈
詣
仏
所
出
家
語
〉
で
あ

る
。 

一
2
4
（
次
話
）
は
、
標
題
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
欠
話
だ
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
の
標
題
が
は
た
し
て
、
話
の
本
体
を
正
確
に
体
現
し
て
い
る
の
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら
で
き
な
い
。

 
し
か
し
、
一
2
2
（
前
話
）
を
さ
ら
に
重
ね
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
一
群
の
出
家

謳
の
構
成
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
い
か
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。

 
一
2
2
の
本
文
標
題
は
、
そ
れ
以
前
の
数
話
と
の
関
連
で
〈
出
家
語
〉
と
な
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
目
録
標
題
は
じ
つ
は
〈
一
日
出
家
生
天
上
語
〉
と
な
っ
て

い
る
。
本
文
標
題
と
目
録
標
題
と
は
齪
齪
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
は
な
し
の

本
体
は
、
天
上
へ
の
転
生
が
中
心
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
目
録
標
題
の
方
が
は
な

し
の
内
容
に
忠
実
な
の
だ
。

 
こ
の
事
実
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
一
2
2
を
転
生
課
か
ら
出
家
謳
に
読
み
替

え
る
た
め
に
、
内
容
の
体
現
と
い
う
標
題
本
来
の
目
的
を
犠
牲
に
し
て
、
目
録

標
題
の
〈
生
天
上
〉
を
、
あ
え
て
割
愛
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ぎ
れ
も

な
く
証
し
て
い
る
。

 
一
2
3
の
前
後
に
認
め
ら
れ
る
こ
う
し
た
状
況
を
、
見
過
ご
し
て
は
な
る
ま
い
。

一
2
3
に
お
い
て
、
主
人
公
を
影
勝
王
か
ら
仙
道
王
に
置
き
替
え
た
、
そ
の
こ
と

自
体
に
は
さ
し
て
不
自
然
さ
は
な
い
け
れ
ど
も
、
前
後
の
状
況
を
総
合
的
に
判

断
す
る
な
ら
ば
、
霊
験
記
か
ら
出
家
課
へ
の
読
み
替
え
を
目
論
ん
だ
、
す
ぐ
れ

て
意
図
的
な
措
置
で
あ
っ
た
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

4

 
述
部
の
変
更
に
よ
る
読
み
替
え
は
、
前
後
の
は
な
し
と
の
調
和
を
は
か
っ
た
、

微
調
整
と
い
っ
た
お
も
む
き
が
あ
る
。

 
そ
れ
に
対
し
て
主
部
の
変
更
は
、
全
面
的
な
模
様
替
え
だ
。
典
拠
の
設
定
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
視
点
や
発
想
を
転
換
し
て
当
該
話
に
あ
ら
た
な
息
吹

き
を
あ
た
え
る
。
ど
の
は
な
し
に
も
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

適
用
可
能
な
は
な
し
に
対
し
て
は
、
こ
れ
は
お
お
き
な
効
果
の
期
待
で
き
る
有

効
な
読
み
替
え
法
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
う
ぜ
ん
『
今
昔
物
語
集
』
の

編
者
も
こ
の
辺
に
は
気
付
い
て
い
て
、
し
ば
し
ば
こ
の
方
法
を
用
い
て
い
る
。

 
前
編
で
取
り
あ
げ
た
例
で
い
え
ば
、
六
9
に
お
い
て
主
人
公
を
玄
宗
皇
帝
か

ら
不
起
三
蔵
に
置
き
な
お
し
た
の
は
そ
う
だ
。

 
ほ
か
に
も
た
と
え
ば
、
虞
安
良
本
人
か
ら
彼
の
兄
に
置
き
換
え
た
六
1
1
、
妻

か
ら
夫
の
李
大
安
に
置
き
換
え
た
六
1
3
、
司
馬
の
家
室
親
藩
か
ら
司
馬
本
人
に

置
き
換
え
た
六
2
1
、
則
天
皇
后
か
ら
義
浄
三
蔵
に
置
き
換
え
た
六
4
2
な
ど
が
あ

C58）



る
。
こ
れ
ら
の
主
部
の
変
更
は
、
い
ず
れ
も
述
部
の
変
更
と
連
動
し
て
い
る
。

 
戒
賢
論
師
か
ら
玄
 
三
蔵
に
置
き
換
え
た
六
6
は
、
主
部
の
変
更
と
い
う
点

で
は
同
列
だ
が
、
読
み
替
え
に
よ
っ
て
本
卦
帰
り
を
し
て
い
る
点
が
他
と
は
異

な
る
。

 
六
6
は
、
玄
奨
の
天
竺
留
学
エ
ピ
ソ
ー
ド
集
と
で
も
い
う
べ
き
性
格
の
は
な

し
だ
。
天
竺
へ
の
途
次
、
、
観
音
の
化
身
か
ら
般
若
心
経
を
授
か
っ
た
こ
と
、
摩

端
陀
国
の
世
元
厭
寺
で
、
三
聖
論
師
か
ら
仏
法
の
伝
授
を
受
け
た
こ
と
、
仏
跡

巡
礼
の
旅
中
に
異
教
徒
に
捕
ら
え
ら
れ
て
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
逆
に

彼
ら
を
教
化
し
た
こ
と
、
法
文
水
没
の
危
機
に
直
面
し
た
と
き
、
龍
王
と
取
り

引
き
を
し
て
難
か
ら
ま
ぬ
が
れ
た
こ
と
、
、
な
ど
の
諸
段
か
ら
こ
の
は
な
し
は

な
っ
て
い
る
。
典
拠
も
一
書
で
は
な
く
、
複
数
の
文
献
か
ら
し
か
る
べ
き
個
所

を
摘
出
し
て
合
成
し
た
も
の
だ
。

 
こ
れ
ら
墨
髭
の
う
ち
、
当
面
問
題
に
な
る
の
は
、
戒
賢
論
師
と
玄
冬
と
の
出

会
い
の
段
だ
。
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
の
側
か
ら
点
検
し
て
い
く
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
下
1
7
に
求
め
ら
れ
る
類
話
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
標

題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

 
 
世
元
厭
寺
戒
賢
論
師
些
些
菩
薩
謳
示
感
応

 
主
部
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
戒
賢
論
師
で
あ
る
。
彼
が
菩
薩
の
謳
示
を
受
け

た
は
な
し
だ
と
い
う
の
が
、
標
題
の
示
す
と
こ
ろ
だ
。
標
題
で
は
、
玄
 
は
塒

外
に
置
か
れ
て
い
る
。

 
し
か
し
、
む
ろ
ん
、
は
な
し
の
本
体
に
は
玄
装
は
登
場
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
狂
言
ま
わ
し
の
重
要
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
。
『
三
宝
感
応
要
略
録
』

下
1
7
の
あ
ら
ま
し
は
、
こ
う
だ
。

 
宿
痢
の
苦
し
み
に
堪
え
か
ね
て
、
断
食
に
よ
る
死
を
決
意
し
た
戒
三
論
師
の

夢
枕
に
、
観
音
、
弥
勒
、
文
殊
の
三
菩
薩
が
た
っ
た
。
そ
し
て
謳
示
し
た
。
病

苦
は
前
世
の
悪
業
に
よ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
な
す
べ
き
こ
と
は
捨
身
で
は
な

く
、
幟
悔
で
あ
り
、
弘
法
で
あ
る
。
近
く
訪
ね
て
来
る
震
旦
僧
に
正
法
を
伝
え

る
な
ら
ば
、
都
率
天
往
生
の
所
願
も
成
就
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
。

 
三
年
後
、
夢
告
の
と
お
り
に
玉
壷
が
到
来
し
た
。
こ
れ
は
戒
賢
論
師
に
と
っ

て
、
謳
示
の
信
ず
べ
き
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
感
激
し
た
戒
坐
論
師

は
、
あ
た
か
も
瓶
の
水
を
移
す
よ
う
に
、
『
鍮
伽
論
』
を
中
心
と
す
る
仏
法
を

玄
装
に
伝
授
し
た
の
で
あ
っ
た
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
下
1
7
は
、
戒
賢
論
師
に
対
す
る
菩
薩
の
謳
示
に
焦
点

を
合
わ
せ
、
そ
の
こ
と
を
示
す
標
題
を
付
し
て
い
る
。
た
し
か
に
菩
薩
の
講
示

は
、
重
要
な
要
素
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
玄
 
の
存
在

だ
。
玄
 
を
抜
き
に
し
て
、
こ
の
は
な
し
は
な
り
た
た
な
い
。

 
そ
れ
も
そ
の
は
ず
だ
。
じ
つ
は
こ
の
は
な
し
は
、
も
と
も
と
玄
奨
を
柱
に
す

え
た
も
の
だ
っ
た
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
下
1
7
は
、
記
さ
れ
て
い
み
注
記
に
よ
っ
て
、
『
慈
恩
伝
』

に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
慈
恩
伝
』
は
、
正
確
に
は
『
大

唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
と
い
う
。
重
壁
の
伝
記
だ
。
伝
記
で
あ
る
以
上
、

玄
 
は
と
う
ぜ
ん
、
ど
の
局
面
に
も
直
接
間
接
か
か
わ
り
を
も
つ
。

 
ど
う
や
ら
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
下
1
7
は
、
菩
薩
の
感
応
潭
の
収
集
を
す
す

め
る
な
か
で
『
慈
恩
伝
』
に
い
き
あ
た
り
、
そ
こ
か
ら
採
集
さ
れ
た
も
の
ら
し

い
。
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
が
『
慈
再
拝
』
を
、
み
ず
か
ら
の
論
理
で
引
き
寄

せ
た
も
の
だ
、
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。
下
1
7
は
、
そ
う
い
っ
た
状
況
に
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
一
方
の
『
今
昔
物
語
集
』
六
6
の
標
題
は
、

 
 
玄
 
三
蔵
渡
天
竺
伝
法
帰
来
語

『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
（
下
）
 
1
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宝
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で
あ
る
。
独
立
し
た
は
な
し
で
あ
る
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
下
1
7
と
、
密
話

．
構
成
の
『
今
昔
物
語
集
』
六
6
の
標
題
と
を
単
純
に
比
較
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
け
れ
ど
も
、
両
者
の
立
場
は
あ
き
ら
か
に
異
な
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
は

主
役
を
玄
奨
に
見
た
て
な
お
し
て
、
玄
 
に
よ
る
伝
法
課
の
な
か
に
組
み
込
ん

で
い
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
が
玄
 
を
主
役
に
見
立
て
な
お
し
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
構

成
上
の
要
請
に
よ
る
。
巻
六
冒
頭
の
、
三
蔵
に
よ
る
伝
法
諦
の
話
群
の
な
か
に

こ
れ
を
位
置
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
は
必
要
な
措
置
で
あ
っ
た
。
こ
の
措
置

は
、
仏
教
史
的
に
も
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
な
に
よ
り
も
、
玄
装
を
主

体
に
解
釈
し
な
お
す
こ
と
は
、
こ
の
は
な
し
本
来
の
、
あ
る
べ
き
姿
に
戻
す
こ

と
で
も
あ
っ
た
。
六
6
の
こ
の
段
の
読
み
替
え
は
、
こ
う
し
て
め
で
た
く
完
成

し
た
。

 
し
か
し
、
こ
こ
で
若
干
補
足
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

『
三
宝
感
応
要
略
録
』
下
1
7
か
ら
の
読
み
替
え
と
い
う
だ
け
で
は
、
『
今
昔
物
語

集
』
六
6
の
問
題
は
、
な
お
説
明
は
不
十
分
な
の
だ
。
そ
こ
に
は
『
慈
恩
伝
』

が
か
ら
ん
で
い
る
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
下
1
7
は
、
い
ま
い
う
よ
う
に
『
慈
恩
伝
』
に
も
と
づ

い
た
も
の
だ
。
そ
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
六
6
の
当
該
部
分
は
、
『
三
宝
感
応

要
略
録
』
か
ら
で
は
な
く
、
じ
つ
は
、
『
慈
恩
伝
』
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の

だ
と
み
ら
れ
る
。

 
 
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
下
1
7
は
む
ろ
ん
、
無
関
係
で
は
な
い
。
『
今
昔
物
語
集
』

が
『
慈
恩
伝
』
に
依
拠
す
る
に
つ
い
で
は
、
そ
れ
が
一
役
買
っ
て
い
る
。

 
手
順
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
だ
。
『
今
昔
物
語
集
』
は
ま
ず
『
三
宝
感
応
要
略
録
』

下
1
7
に
接
し
た
。
し
か
る
後
に
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
注
記
を
手
が
か
り
に

し
て
、
下
1
7
の
典
拠
で
あ
る
『
慈
恩
伝
』
を
た
ぐ
り
寄
せ
、
こ
れ
に
依
拠
し
た
。

 
一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
親
子
関
係
に
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
な
二
書
を
前

に
し
た
と
き
、
格
別
不
都
合
な
点
が
な
い
か
ぎ
り
、
親
た
る
文
献
に
し
た
が
う

の
が
自
然
だ
ろ
う
。
加
え
て
こ
の
両
者
に
は
、
玄
 
の
来
訪
を
受
け
た
と
き
、

感
激
し
て
暗
泣
し
た
の
を
戒
賢
論
師
だ
と
す
る
の
と
、
そ
の
弟
子
で
あ
る
覚
賢

法
師
だ
と
す
る
の
と
の
違
い
が
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
が
、
状
況
設
定
と
し

て
も
無
理
の
な
い
『
慈
恩
伝
』
に
依
拠
し
た
の
は
、
む
し
ろ
と
う
ぜ
ん
の
な
り

ゆ
き
で
あ
っ
た
。

 
要
す
る
に
、
玄
装
と
戒
賢
論
師
と
の
出
会
い
の
段
に
お
け
る
、
主
部
の
置
き

換
え
に
よ
る
本
卦
帰
り
の
手
柄
は
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
か
ら
『
今
昔
物
語
集
』

へ
の
過
程
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
か
ら
『
慈
電
畜
』
へ

と
遡
及
し
た
と
こ
ろ
の
、
資
料
上
の
真
面
目
さ
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

5

 
思
い
描
い
た
形
状
に
仕
上
げ
る
た
め
に
、
範
と
仰
い
だ
『
三
宝
感
応
要
略
録
』

さ
え
も
時
に
突
き
放
し
、
自
己
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
作
品
。
こ
れ
が
『
三
宝

感
応
要
略
録
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
、
標
題
の
観
察
を
と
お
し
て
眺
め
ら

れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
姿
で
あ
る
。
開
拓
者
の
不
安
と
冷
徹
さ
を
読
み
取
る

の
は
、
思
い
入
れ
が
す
ぎ
よ
う
か
。
、

注
1
 
『
今
昔
物
語
集
震
旦
部
考
』

注
2
 
同
筆

（一

繼
纉
�
�
ﾗ
誠
社
長
）
六
章
二
節

（60）


