
『
今
昔
物
語
集
』

巻
二
六

-
宿
報
語
の
意
義
を
巡
っ
て

は
じ
め
に

『
今
昔
物
語
集
』
(
以
下
『
今
昔
』
と
略
称
)
の
世
俗
部
の
巻
二
一

1

巻
二
五
は
、
「
公
」
と
い
う
中
心
理
念
で
、
そ
の
構
成
理
念
及
び
表
現
レ

ベ
ル
ま
で
覆
わ
れ
て
お
り
、
『
今
昔
』
の
編
者
が
理
想
的
な
王
法
の
世
界

を
描
か
こ
う
と
し
た
意
図
が
容
易
に
読
み
取
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
後
の
巻
二
六
か
ら
巻
=
=
は
、
巻
二
六
「
宿
報
」
、
巻
二
七
「
霊
鬼
」
、

巻
二
八
「
世
俗
」
(
笑
話
)
、
巻
二
九
「
悪
行
」
、
巻
三

O
「
雑
事
」
(
歌

物
語
)
、
巻
三
一
「
雑
事
」
の
よ
う
に
、
巻
ご
と
の
副
題
か
ら
あ
る
程
度

の
傾
向
は
読
み
取
ら
れ
る
が
、
明
確
な
巻
の
主
題
、
巻
二
五
ま
で
と
の

関
係
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
確
か
に
巻
二
一

1
巻
二
五
と

巻
々
の
相
互
間
の
共
通
理
念
が
不
分
明
な
巻
二
六

1
巻
一
三
に
は
断
絶

が
あ
る
事
実
は
否
め
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
巻
二
五
以
前
と
同
様
、
二
話

一
類
形
式
、
巻
ご
と
の
部
類
な
ど
組
織
構
成
へ
の
意
図
は
確
か
に
見
受

け
ら
れ
る
点
、
巻
二
六
以
後
す
べ
て
が
『
今
昔
』
以
前
の
説
話
集
に
お

い
て
現
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
話
題
の
集
合
で
あ
っ
た
点
な
ど
を
考
慮

李

市

土愛

そ
こ
に
は
何
ら
か
の
意
図
が
あ
り
、
そ
れ
は
さ
ら
に
巻
二

五
以
前
と
関
連
づ
け
て
位
置
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
断
絶

だ
け
を
強
調
し
す
ぎ
る
の
は
『
今
昔
』
の
総
合
的
な
理
解
を
妨
げ
る
こ

し
た
場
合
、

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

各
巻
の
主
題
を
追
究
す
る
作
業
と
同
時
に
、
本
朝
世
俗
部
を
統
一
的

に
理
解
し
よ
う
と
す
る
構
成
論
は
国
東
氏
の
一
連
の
研
究
を
は
じ
め
積

み
重
ね
て
き
た
が
、
巻
二
六
以
後
の
構
成
論
に
お
い
て
、
小
峯
和
明
・
森

正
人
の
両
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
は
現
在
の
研
究
段
階
で
は
到
達
点
を

示
し
て
い
る
。
だ
が
、
両
氏
の
論
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
小
峯
氏
は
、
本
朝
世
俗
部
を
八
王
法
〉
部
と
読
み

返
す
一
方
、
巻
二
六
以
後
に
於
い
て
は
仏
法
へ
の
傾
斜
が
あ
る
と
い
う
。

そ
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
巻
二
六
が
「
現
世
の
世
俗
的
話
題
に
も
前
世

と
の
つ
な
が
り
を
透
視
す
る
こ
と
、
俗
世
の
物
語
に
仏
法
の
論
理
や
認

識
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
自
体
に
目
的
が
あ
っ
た
」
と
い
い
、
仏
法
へ
の

傾
斜
が
や
が
て
八
王
法
V
部
の
構
成
を
危
う
く
し
、
「
八
王
法
V
部
の
編

成
自
体
を
や
が
て
無
効
に
」
し
、
「
〈
王
法
V
部
を
内
実
か
寄
り
つ
き
崩
し
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(
l
)
 

て
い
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
森
氏
は
巻
二
六
「
宿
報
」
に
つ
い

て
、
「
そ
の
で
き
ご
と
を
報
と
し
て
語
っ
て
も
、
そ
の
報
に
善
悪
の
評
価

を
与
え
な
い
」
「
因
果
応
報
の
理
を
説
い
て
来
世
の
善
悪
の
た
め
に
善
行

(
2
)
 

を
勧
め
る
こ
と
は
な
い
」
「
標
題
が
「
宿
報
」
と
い
う
仏
教
語
で
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
こ
の
巻
が
仏
教
思
想
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
と
か
、
仏

教
的
な
論
理
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
か
、
強
調
す
べ
き
で
は
な
い
」
と

(3) 

い
う
。
以
上
、
相
反
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
両
氏
の
立
場
は
、
仏
法

的
傾
斜
そ
れ
自
体
の
有
無
に
対
す
る
論
議
で
は
な
く
、
つ
ま
る
と
こ
ろ

仏
法
的
認
識
を
強
調
す
べ
き
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
る
。
結

論
を
先
取
り
し
て
い
う
と
、
筆
者
は
仏
法
性
を
強
調
す
べ
き
で
は
な
い

と
い
う
森
説
に
基
本
的
に
立
っ
て
い
る
。
以
下
、
問
題
に
な
っ
て
い
る

仏
教
的
認
識
に
対
す
る
筆
者
な
り
の
理
解
と
巻
二
六
「
宿
報
」
の
意
義
、

特
に
巻
二
五
以
前
と
関
連
づ
け
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
巻
二
六
の
「
宿
報
」
と
仏
法
部
に
お
け
る
「
宿
報
」

巻
二
六
の
宿
報
誇
の
世
俗
八
王
法
V
部
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
難
し

い
理
由
の
一
つ
は
、
副
題
で
も
あ
り
、
話
末
評
語
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る

「
宿
報
」
が
仏
教
的
性
格
の
強
い
用
語
で
あ
る
点
に
あ
る
。
「
宿
報
」
は
前

世
の
こ
と
が
因
と
な
っ
て
現
世
に
生
じ
る
結
果
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
本

来
仏
教
の
因
果
応
報
思
想
に
に
基
づ
く
概
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

仏
教
思
想
が
深
く
社
会
底
辺
ま
で
浸
透
し
て
や
が
て
当
時
の
一
般
的
な

人
生
観
・
世
界
観
に
な
っ
た
事
実
も
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

こ
の
よ
う
な
巻
二
六
の
「
宿
報
」
の
意
味
合
い
は
仏
法
部
の
宿
報
語

と
比
較
す
る
と
よ
り
明
確
に
読
み
取
ら
れ
る
。
仏
法
部
で
前
世
の
因
に

よ
っ
て
現
世
の
報
が
語
ら
れ
る
宿
報
需
は
、
管
見
に
よ
る
と
本
朝
部
に

二
個
所
あ
る
。
こ
れ
ら
の
話
に
は
「
前
世
ノ
宿
因
ニ
依
テ
也
」
、
「
宿
業

ノ
因
縁
」
、
「
前
世
ノ
悪
業
」
、
「
前
世
ノ
宿
業
」
な
ど
の
表
現
を
持
つ
話

末
評
語
が
見
え
、
明
確
に
仏
教
的
宿
報
観
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
二

箇
所
の
一
つ
は
、
巻
一
四
・
ロ
話
か
ら
M
話
ま
で
で
、
現
世
の
果
報
を
嘆

く
法
華
持
経
者
が
仏
菩
薩
に
祈
請
し
て
よ
う
や
く
自
分
の
宿
縁
を
梧
る

と
い
う
話
群
で
あ
り
、
例
え
ば
、
巻
一
四

-
H話
は
僧
行
範
が
前
世
に
黒

馬
の
身
を
受
け
、
『
法
華
経
』
を
聴
聞
し
て
功
徳
に
よ
っ
て
僧
に
転
生
し

た
が
、
「
薬
王
品
」
だ
け
を
聞
か
な
か
っ
た
因
縁
で
、
今
生
に
「
薬
玉
品
」

を
暗
請
で
き
な
か
っ
た
内
容
で
あ
り
、
宿
報
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
説
話

全
体
を
貫
く
重
要
な
柱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
「
宿
因
ニ
依
テ
、
此
ノ

品
ヲ
不
思
ザ
ル
也
」
「
行
範
宿
因
ヲ
知
テ
」
な
ど
の
表
現
か
ら
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
話
群
は
、
巻
二

0
・
m話
か
ら
白

話
ま
で
あ
る
。
例
え
ば
、
武
蔵
国
多
磨
郡
の
大
領
大
伴
赤
麿
が
生
前
寺

物
を
濫
用
し
て
返
済
し
な
か
っ
た
た
め
、
役
牛
に
転
生
し
て
債
務
の
弁

済
を
果
た
し
た
話
(
巻
二

0
・
幻
話
)
な
ど
で
あ
っ
て
主
に
転
生
の
モ
チ
ー

フ
が
あ
る
悪
報
罪
で
あ
る
。

一
方
、
巻
二
六
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
話
末
に
「
前
世
ノ
宿

報
」
「
前
世
ノ
機
縁
」
な
ど
の
評
語
が
ほ
ぼ
巻
全
体
を
通
し
て
付
加
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
仏
法
部
の
二
箇
所
と
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
決
定
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的
に
違
っ
た
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
話
題
に
宿
報
の
モ
チ
ー
フ
が
欠

(5) 

け
て
い
る
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
話
末
評
語
に
付
加
さ
れ
た
「
宿
報
」

の
語
が
仏
教
的
教
訓
と
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ

自
体
が
仏
教
的
教
訓
を
導
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
巻
二
六
・

4

話
の
藤
原
明
衡
は
刺
殺
さ
れ
る
難
を
免
れ
九
死
に
一
生
を
得
た
が
そ
れ

に
対
し
て
『
今
昔
』
は
「
其
レ
モ
宿
世
ノ
報
也
。
不
死
ジ
キ
報
ノ
有
レ

パ
コ
ソ
」
と
説
明
す
る
。
本
文
に
は
難
を
免
れ
て
生
き
延
び
る
べ
き
前

世
の
因
に
関
す
る
記
述
は
な
く
、
話
末
評
語
の
「
宿
報
」
も
仏
教
的
教

訓
と
い
う
よ
う
り
は
、
編
者
の
理
解
・
説
明
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
次

は
巻
二
六
の
宿
報
の
以
上
の
特
徴
を
第
四
話
の
分
析
を
通
し
て
、
確
認
・

補
足
す
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
第
悶
話
「
東
下
者
宿
人
家
値
産
語
」
の
分
析
を
通
し
て

第
四
話
「
東
下
者
宿
人
家
値
産
語
」
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

東
国
に
下
る
男
が
、
夜
あ
る
家
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
深
夜
、
そ

の
家
の
出
産
に
合
い
、
出
産
の
ケ
ガ
レ
を
気
に
す
る
家
主
の
言
葉
に
も

か
ま
う
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
留
ま
っ
て
い
た
が
、
「
長
八
尺
許
ノ
者
ノ
、

何
ト
モ
無
ク
怖
シ
気
ナ
ル
」
正
体
不
明
の
も
の
が
新
生
児
に
つ
い
て
「
年

ハ
八
歳
、
口
口
自
害
」
と
予
言
し
て
去
る
の
を
見
る
。
九
年
後
、
そ
の

家
を
訪
れ
た
男
は
、
そ
の
新
生
児
が
八
歳
の
時
、
高
い
木
か
ら
落
ち
鎌

で
頭
を
突
き
刺
さ
れ
死
ん
だ
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。

本
文
に
続
き
話
末
評
語
に
は

然
レ
パ
、
人
ノ
命
ハ
皆
前
世
ノ
業
ニ
依
テ
、
産
ル
、
時
二
定
置
ツ

ル
事
-
一
テ
有
ケ
ル
ヲ
、
人
ノ
愚
ニ
シ
テ
不
知
シ
テ
、
今
始
タ
ル
事

ノ
様
-
一
思
歎
ク
也
ケ
リ
。
然
レ
パ
皆
前
世
ノ
報
ト
可
知
也
、
ト
ナ

ン
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ャ
。

と
あ
る
。

本
文
の
話
題
は
、
『
捜
神
記
』
の
巻
一
九
・

6
話、

9
話
、
日
本
の
昔

話
の
「
運
定
め
話
」
と
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
が
共
通
し
て
い
る
。
昔
話

の
方
は
、
子
ど
も
の
運
定
め
に
ま
つ
わ
る
「
産
神
問
答
」
に
属
す
る
「
産

神
問
答
」
「
産
神
問
答
・
蛇
と
手
斧
型
」
「
産
神
問
答
・
水
の
神
型
」
の

三
つ
の
型
の
う
ち
、
刃
物
で
命
を
落
と
す
「
産
神
問
答
・
蛇
と
手
斧
型
」

(
6
)
 

に
あ
て
は
ま
る
。
ま
た
、
『
捜
神
記
』
巻
一
九
・

9
話
は
、
正
体
不
明
の

声
に
よ
る
新
生
児
の
死
の
予
言
と
い
う
大
き
な
モ
チ
ー
フ
は
勿
論
、
「
名

は
奴
。
寿
命
は
十
五
歳
」
「
刃
物
で
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
」
と

い
う
予
言
の
表
現
か
ら
、
十
五
年
後
、
主
人
公
が
撃
が
梁
か
ら
落
ち
て

頭
に
突
き
刺
さ
り
死
ん
だ
新
生
児
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
所
ま
で
本
話

(
7
)
 

と
酷
似
し
て
い
る
。
一
方
、
『
今
昔
』
に
は
『
捜
神
記
』
と
違
っ
た
と
こ

ろ
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
『
捜
神
記
』
の
実
在
の
人
物
で
あ
る
「
陳
仲
」

の
所
が
「
東
ノ
方
へ
行
者
」
と
な
っ
て
お
り
、
も
う
一
つ
触
積
の
記
述

(
8
)
 

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
『
今
昔
』
の
成
立
当
時
の
時
代

相
を
色
濃
く
反
映
し
な
が
ら
本
話
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
結
果
で
あ
り
、
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『
捜
神
記
』
や
昔
話
に
は
違
っ
た
あ
る
い
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
話
の

リ
ア
リ
テ
ィ
が
こ
こ
に
意
図
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
話
末
評
語
に
お
け
る
「
宿
報
」
の
意
味
合
い
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の
命
は
み
な
前
世
の
業
に
よ
り
、
す
で
に
生
ま

れ
る
時
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
「
宿
報
的
寿
命
観
」

で
あ
る
が
、
筆
者
は
寿
命
観
そ
の
も
の
よ
り
は
そ
れ
が
持
つ
話
中
で
の

役
割
を
問
題
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
本
話
で
は
「
前
世
ノ
業
」
と
い
う

け
れ
ど
も
因
と
な
る
そ
の
内
容
が
語
ら
れ
ず
結
果
だ
け
が
記
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
仏
教
的
認
識
か
ら
見
る
と
、
話
末
の
「
宿
報
」
と
い
う

認
識
が
不
思
議
な
出
来
事
へ
の
理
解
以
上
の
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
。
仏
教
的
な
教
訓
を
慢
す
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
説
話
を
支
え

る
欠
か
せ
な
い
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
。
こ
の
点
は

仏
法
部
に
お
い
て
、
寿
命
が
既
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
宿
報
的
寿

命
観
が
話
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
見
れ
ば
明
確
で
あ
る
。

例
え
ば
、
巻
六
・
ロ
話
は
、
震
日
一
の
疑
観
寺
の
法
慶
が
釈
迦
の
立
像
を

作
り
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
死
ん
で
闇
魔
王
の
前
で
裁
判
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
釈
迦
の
進
言
に
よ
っ
て
蘇
生
し
て
立
像
を
完
成
し
た
と
い

う
内
容
で
あ
る
。
釈
迦
の
立
像
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
蘇
生

し
た
た
め
で
あ
る
が
、
蘇
生
で
き
た
の
は
、
す
で
に
定
め
ら
れ
た
寿
命

が
ま
だ
残
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
っ
た
。
寿
命
の
認
識
は
蘇
生
と
共
に
、
立

像
の
功
徳
を
語
る
た
め
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
巻

一
三

-
U話
は
、
法
華
経
持
者
妙
達
が
閣
魔
王
に
招
か
れ
て
急
に
死
に
、

閤
魔
王
の
宮
で
日
本
国
の
衆
生
の
消
息
を
知
ら
さ
れ
、
蘇
生
後
、
大
衆

を
教
化
し
て
遂
に
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
寿
命
に
関
し

て
い
え
ば
、
「
命
不
尽
ザ
ル
者
ハ
此
ニ
不
来
ズ
。
汝
ヂ
未
ダ
命
不
尽
ズ
ト

云
ヘ
ド
モ
、
我
レ
汝
ヲ
請
ゼ
リ
」
と
い
う
妙
達
へ
の
閤
魔
王
の
発
言
は

注
意
さ
れ
よ
う
。
寿
命
が
尽
き
て
か
ら
こ
そ
閤
魔
王
庁
に
連
れ
て
行
か

れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
寿
命
は
す
で
に
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
認
識

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
に
義
孝
の
兄
・
挙
賢
が
病
で
閤
魔
王

の
前
に
連
れ
て
行
か
れ
た
が
、
寿
命
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
た
め
、
蘇
生

を
許
さ
れ
た
と
い
う
巻
一
五
・
必
話
か
ら
も
同
じ
認
識
が
確
認
さ
れ
る
。

他
に
宿
報
的
寿
命
観
が
は
っ
き
り
見
受
け
ら
れ
な
い
も
の
の
寿
命
の

モ
チ
ー
フ
が
見
え
る
例
を
二
、
三
あ
げ
て
お
く
。
巻
六
・
お
話
は
一
書
生

が
『
維
摩
経
』
を
書
写
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
獄
に
落
ち
た
亡
父
が

天
井
界
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
餓
鬼
道
に
墜
ち
た
亡
母
が
無
動
国
に
生
ま

れ
変
わ
り
、
ま
た
本
人
も
閤
魔
王
の
召
還
を
免
れ
て
二
十
年
間
の
寿
命

の
延
長
を
許
さ
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
『
維
摩
経
』
に
よ
る
追
善
は
と

も
か
く
、
寿
命
の
延
長
を
通
じ
て
『
維
摩
経
』
書
写
の
功
徳
が
語
ら
れ

る
。
経
典
の
書
写
に
よ
っ
て
寿
命
が
延
長
(
蘇
生
)
で
き
た
話
は
巻
七
・

8
話
、
巻
七
・

9
話
な
ど
に
も
見
え
、
各
々
『
大
般
若
経
』
『
金
剛
般
若

経
』
の
功
徳
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
特
に
前
者
の
「
汝
が
命
既
に
尽
き

た
り
と
云
へ
ど
も
、
此
の
大
般
若
三
行
を
意
は
ず
書
写
し
奉
れ
る
功
徳

に
依
り
て
、
命
を
増
す
事
を
得
つ
。
然
れ
ば
、
人
中
に
放
ち
還
す
」
と

い
う
閤
魔
王
の
言
葉
か
ら
は
蘇
生
の
モ
チ
ー
フ
に
寿
命
の
延
長
の
意
を

-4-



投
影
さ
せ
る
態
度
が
明
確
に
読
み
取
ら
れ
て
興
味
深
い
。
以
上
の
例
は

大
抵
冥
途
蘇
生
説
話
と
関
わ
り
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い

次
の
巻
十
二
・
訂
話
の
例
も
あ
る
。
本
話
は
法
華
持
経
者
信
誓
の
精
進
修

行
の
奇
特
と
読
経
の
功
徳
に
よ
る
父
母
蘇
生
の
霊
験
を
内
容
と
し
て
い

る
が
、
本
稿
に
関
連
す
る
内
容
を
要
約
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

信
誓
と
父
母
は
病
気
に
か
か
っ
て
い
た
が
、
信
書
は
、
鬼
神
が
来

た
の
で
あ
る
が
法
華
経
持
者
と
知
っ
て
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
し
ま
う

と
い
う
夢
を
見
る
。
夢
が
覚
め
る
と
信
誓
の
病
気
は
す
っ
か
り
治

っ
た
が
、
父
母
は
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
こ
で
信
誓
が
父
母
の
蘇
生

の
た
め
法
華
経
を
請
し
た
ら
、
「
法
華
経
読
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
父

母
の
寿
命
を
延
長
さ
せ
た
と
の
旨
の
閤
魔
王
の
書
面
を
つ
け
た
法

華
経
第
六
巻
が
空
よ
り
飛
び
降
り
る
」
夢
を
見
た
。
夢
か
ら
覚
め

て
父
母
を
見
る
と
蘇
生
し
て
い
る
。

信
誓
の
父
母
に
お
い
て
は
間
接
で
あ
り
な
が
ら
冥
途
の
モ
チ
ー
フ
が
見

え
て
お
り
、
法
華
経
読
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
蘇
生
で
き
た
の
で
あ
る
。
法

華
経
第
六
巻
が
天
降
っ
た
の
は
、
そ
の
巻
の
如
来
寿
量
品
第
十
六
が
釈

迦
如
来
の
寿
命
の
無
限
を
説
く
こ
と
か
ら
、
延
命
長
寿
の
功
徳
が
あ
る

と
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
。
注
意
さ
れ
る
の
は
信
誓
の
場
合
で
あ
っ
て
、

病
気
中
、
夢
の
中
で
獄
卒
に
会
い
、
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
状
態
の
う
ち

に
寿
命
の
延
長
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
寿
命
の
延
長
は
冥
途

か
ら
の
蘇
生
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
世
で
生
き
な
が
ら
の
状
態
で

も
可
能
で
あ
っ
た
と
信
じ
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
仏
法
部
に
お
け
る
寿
命
の
モ
チ
ー
フ
は
、
既
に
定
め

ら
れ
た
と
い
う
認
識
は
巻
二
六
・
日
話
と
同
じ
で
あ
る
が
、
冥
途
蘇
生
説

話
と
深
く
関
係
し
な
が
ら
造
像
の
功
徳
、
経
典
の
書
写
の
功
徳
な
ど
仏

教
的
教
訓
や
仏
の
威
厳
を
体
現
す
る
こ
と
に
密
接
に
関
わ
る
点
に
お
い

て
巻
二
六
と
線
を
引
く
。
巻
二
六
に
は
本
話
の
第
四
話
以
後
、
第
剖
話

ま
で
人
の
生
死
に
か
か
わ
る
説
話
が
一
括
さ
れ
て
い
る
が
、
『
今
昔
』
は

不
思
議
な
死
に
方
に
対
し
、
「
前
世
ノ
宿
報
」
と
い
う
理
解
だ
け
を
示
す

だ
け
で
そ
こ
に
仏
教
的
教
訓
を
導
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
見
受
け
ら
れ
な

い
。
「
前
世
」
「
宿
報
」
と
も
に
仏
教
的
な
用
語
で
あ
り
な
が
ら
仏
教
的

要
素
か
ら
懸
け
離
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
て
、
巻
二
六
の
全
体
を
通

し
て
み
て
も
同
様
で
あ
る
。

巻
二
六
の
「
宿
報
」
の
意
味
合
い
は
、
ま
ず
話
題
と
話
題
に
対
す
る

編
者
の
認
識
(
話
末
評
語
)
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
話
題
の

場
合
、
「
宿
報
」
の
基
本
的
条
件
と
な
る
は
ず
の
前
世
の
因
が
物
語
に
内

在
し
て
い
な
い
こ
と
で
仏
法
部
と
一
線
を
引
き
、
そ
れ
に
対
す
る
編
者

の
評
価
は
、
「
宿
報
」
が
そ
も
そ
も
仏
教
用
語
で
あ
っ
て
も
仏
教
的
解
釈

と
い
う
よ
り
物
語
の
事
件
の
顛
末
を
解
釈
あ
る
い
は
理
解
に
止
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
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と
い
う
。
『
今
昔
』
第
印
話
の
話
末
評
語
の
「
前
世
ノ
宿
業
」
の
そ
の
と

こ
ろ
に
「
運
命
」
と
あ
る
の
は
興
味
深
く
、
ま
さ
に
、
巻
二
六
の
「
宿

報
」
は
「
運
命
」
と
い
う
表
現
に
置
き
換
え
て
も
、
文
脈
上
あ
ま
り
変

(
9
)
 

わ
り
な
い
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
、
巻
二
六
「
宿
報
」
の
意
義

j
非
日
常
的
な
事
象
に
対
す
る
理
解
と
解
釈
1

で
は
、
巻
二
六
の
他
の
話
の
場
合
、
話
題
と
話
末
評
語
に
見
ら
れ
る

受
け
取
り
方
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
話
末
評
語
の
方
で
あ
る
が
、
『
今
昔
』
の
編
者
は
巻
全
体
の
話

題
を
「
宿
報
」
と
し
て
な
る
べ
く
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
特

に
仏
教
的
性
格
が
強
い
以
下
の
例
を
あ
げ
て
お
く
。

実
ニ
難
生
キ
命
存
シ
タ
ル
者
ニ
ナ
ム
有
ケ
ル
。
方
々
然
ル
難
堪

キ
目
ヲ
見
テ
命
ヲ
生
タ
ル
、
前
世
ノ
宿
報
ノ
強
力
リ
ケ
ル
ニ
コ
ソ
有

ケ

ム

。

(

第

3
話
)

②
亦
、
仏
神
ノ
加
護
ヤ
有
ケ
ン
、
不
思
懸
、
金
ヲ
見
付
テ
、
豊
ニ

成
テ
ゾ
有
ケ
ル
。
其
モ
前
々
ノ
福
報
ニ
依
コ
ソ
ハ
有
ラ
メ
、
(
第
凶
話
)

③
奇
異
カ
リ
ケ
ン
法
師
ヲ
、
三
宝
ノ
憶
シ
」
ト
思
食
ケ
ル
ニ
コ
ソ

ハ
有
ラ
メ
。
亦
前
世
ノ
宿
業
ノ
招
ク
所
ト
知
べ
シ
。
(
第
幻
話
)

① ①
は
水
出
で
押
し
流
れ
た
童
子
が
、
次
々
の
災
難
に
逢
っ
て
観
音
に

祈
願
し
、
ま
た
本
人
の
「
同
死
ニ
ヲ
」
と
い
う
決
断
で
命
拾
い
し
た
、
と

い
う
内
容
で
あ
る
。
本
文
に
は
「
観
音
ヲ
念
ジ
奉
テ
、
『
我
ヲ
助
ケ
給
ヘ
』
」

「
観
音
ヲ
念
ジ
奉
テ
」
な
ど
の
表
現
が
見
え
、
観
音
霊
験
請
に
仕
立
て
て

も
さ
ほ
ど
お
か
し
く
な
い
。
だ
が
、
編
者
は
観
音
の
助
力
に
は
一
向
に

顧
み
ず
「
前
世
ノ
宿
報
ノ
強
」
か
っ
た
た
め
生
き
延
び
た
と
い
っ
て
、
巻

の
主
題
の
「
宿
報
」
に
帰
し
て
い
る
。
結
局
、
窮
地
に
追
わ
れ
て
発
せ

ら
れ
た
「
観
音
(
仏
)
助
ケ
給
ヘ
」
の
意
義
は
物
語
の
前
面
に
出
ず
、
一

つ
の
危
機
に
直
面
し
た
主
人
公
の
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
状
況
を
活
写
す
る

た
め
の
表
現
の
手
だ
て
位
の
意
味
し
か
持
た
な
い
。

②
は
、
あ
る
男
が
偶
然
に
黄
金
を
得
た
事
に
対
す
る
『
今
昔
』
の
理

解
、
解
釈
で
あ
る
。
本
話
は
高
価
な
者
を
得
た
り
、
歓
待
を
受
け
て
お

土
産
を
得
る
な
と
、
思
い
が
け
な
い
き
っ
か
け
で
財
物
を
得
る
話
群
(
第

日
話

1
第
日
話
)
の
一
話
で
あ
る
。
は
じ
め
は
「
仏
神
ノ
加
護
」
と
捉

え
な
が
ら
も
結
局
「
前
々
ノ
福
報
」
と
判
断
す
る
。

ま
た
、
③
の
第
幻
話
は
、
夫
の
狩
猟
中
、
漁
師
の
妻
が
修
行
僧
の
口

車
に
乗
り
、
深
山
で
の
祭
り
の
際
、
僧
に
犯
さ
れ
よ
う
と
し
た
が
、
折

し
も
通
り
か
か
っ
た
夫
が
僧
を
鹿
と
誤
っ
て
射
殺
し
た
、
と
い
う
内
容

で
あ
る
。
話
末
評
語
の
方
は
、
夫
が
鹿
だ
と
思
っ
て
放
っ
た
矢
が
実
は

自
分
の
妻
を
犯
そ
う
と
し
た
僧
に
あ
た
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る

編
者
な
り
の
解
釈
で
あ
る
が
、
は
じ
め
は
三
宝
の
天
罰
と
解
釈
し
な
が

ら
も
結
局
「
前
世
ノ
宿
業
」
に
帰
着
さ
れ
る
。
巻
の
主
題
と
も
い
う
べ

き
「
宿
報
」
へ
の
『
今
昔
』
の
編
者
の
こ
だ
わ
り
が
見
え
隠
れ
す
る
の
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で
あ
る
。
②
③
の
二
話
の
話
末
評
語
の
場
合
は
、
物
語
の
内
容
に
引
き

つ
ら
れ
つ
い
そ
れ
に
相
応
し
い
判
断
を
し
た
が
、
後
、
巻
全
体
の
主
題

(
叩
)

を
念
頭
に
置
い
て
「
宿
報
」
に
収
数
さ
せ
た
、
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
巻

二
六
の
中
も
っ
と
も
仏
教
的
話
題
で
あ
っ
た
以
上
の
三
話
に
対
し
て
す

ら
終
局
的
に
は
「
宿
報
」
に
捉
え
返
さ
れ
た
点
に
注
目
し
た
い
。

さ
て
、
宿
報
と
理
解
さ
れ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
話
題
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
巻
二
六
に
は
宿
報
課
が
計
二
十
四
話
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
い

く
つ
か
の
話
題
が
群
を
な
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
概
ね
は
、

第
1
話

1
第
2
話
は
親
子
の
め
ぐ
り
合
い
、
第
3
話

1
第
5
話
は
危
な

い
命
が
助
か
る
こ
と
、
第
7
話

1
第
叩
話
は
人
が
新
し
い
居
住
地
を
得

て
繁
栄
す
る
こ
と
、
第
日
話

i
第
四
話
は
高
価
な
物
を
得
た
り
、
歓
待

を
受
け
て
お
土
産
を
得
る
こ
と
、
第
四
話

1
第
白
話
は
人
の
生
死
に
か

か
わ
る
説
話
と
し
て
一
括
さ
れ
る
。
以
上
を
見
る
と
、
対
物
、
寿
命
、
生

死
な
ど
、
人
が
世
の
中
を
生
き
て
い
く
な
か
で
も
っ
と
も
関
心
の
高
い

話
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
偶
然
に
起
こ
っ
た
出
来
事

と
し
て
描
か
れ
る
場
合
が
多
い
。
偶
然
に
起
き
る
の
で
物
語
は
当
然
不

思
議
な
事
象
で
あ
り
、
理
解
で
き
な
い
世
界
で
も
あ
る
。
話
題
が
常
識

か
ら
外
れ
て
起
こ
り
に
く
い
奇
談
で
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、

A 

実
ニ
此
レ
難
有
リ
奇
異
キ
事
也
カ
シ
。
鷲
ノ
即
チ
噸
ヒ
失
フ
ベ
キ

ニ
、
生
乍
ラ
機
ニ
落
シ
ケ
ム
、
希
有
ノ
事
也
。
此
レ
モ
前
生
ノ
宿

報
ニ
コ
ソ
ハ
有
ケ
メ
。
父
子
ノ
宿
世
ハ
此
ク
ナ
ム
有
ケ
ル

B 

(第
1
話
)

只
此
許
宿
世
有
ル
事
也
:
:
:
此
レ
希
有
ノ
事
也
。
(
第
2
話
)

此
レ
ヲ
聞
ク
人
、
隣
ノ
国
マ
デ
奇
異
ニ
思
ヒ
ケ
リ
。
此
レ
ヲ
思
フ

ニ
、
「
人
ノ
命
ハ
何
ナ
レ
ド
モ
、
宿
報
-
一
依
ル
事
ニ
テ
有
也
ケ
リ
」

ト

人

皆

云

ケ

ル

。

(

第

3
話
)

「
水
干
一
領
ニ
買
タ
リ
ケ
ル
玉
ヲ
、
十
疋
ニ
売
ン
ダ
ニ
高
シ
」
ト

思
ケ
ル
ニ
、
若
干
ノ
物
ニ
補
シ
テ
止
ニ
キ
。
現
-
一
奇
異
キ
事
也
カ

シ
。
・
・
・
・
・
・
此
レ
モ
貞
重
ガ
福
報
ノ
至
ス
所
ナ
メ
リ
、

C D E 

(
第
日
話
)

不
思
懸
、
物
共
得
タ
ル
観
硯
也
カ
シ
。
(
第
四
話
〉

此
ヲ
思
フ
-
一
、
此
世
ノ
ミ
デ
敵
-
一
ハ
非
ケ
ル
ニ
カ
ト
ゾ
人
皆
怪
ビ

ケ

ル

。

(

第

加

話

)

間
人
奇
異
キ
事
也
ト
ゾ
云
ヒ
線
ケ
ル
。
(
第
お
話
)
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F G 
の
よ
う
に
「
奇
異
」
「
希
有
」
の
表
現
が
「
宿
報
」
の
語
と
一
緒
に
見
受

け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
巻
の
話
が
事
実
諦

に
装
わ
れ
な
が
ら
も
実
は
昔
話
と
縁
の
深
い
話
が
多
い
の
も
奇
需
の
多

い
と
い
う
巻
の
性
格
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
話
題
そ
し
て
そ
の
受
け
取
り
方
(
話
末
評
語
)
を
見
て
く
る

と
、
巻
二
六
の
意
義
は
、
人
聞
の
財
物
、
寿
命
、
生
死
な
ど
に
か
か

わ
る
不
思
議
な
出
来
事
を
「
宿
報
」
と
し
て
解
釈
、
理
解
し
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
仏
教
用
語
で
あ
っ
た
「
宿
報
」
の
語
は
仏



教
的
意
義
に
止
ま
ら
ず
、
平
安
時
代
の
人
々
の
人
生
観
、
世
界
観
で
も

あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
意
味
合
い
が
「
連
、
運
命
」
に
似
通
っ
て
い

る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
『
日
本
昔
話
名
葉
』
に
よ
る
「
運
定
め

話
」
の
分
類
は
、
第
一
は
、
同
じ
夜
に
生
ま
れ
た
男
女
児
に
の
み
福
分

が
あ
る
と
い
う
話
で
、
炭
焼
長
者
話
と
も
縁
が
あ
る
、
第
二
は
、
水
の

神
に
命
を
取
ら
れ
る
運
の
子
供
が
、
餅
や
そ
の
他
偶
然
の
も
の
に
よ
っ

て
命
を
助
か
る
と
い
う
話
。
そ
の
一
二
は
、
「
虻
と
手
斧
」
な
ど
と
称
さ
れ
、

手
斧
で
死
ぬ
と
定
め
ら
れ
た
運
、
と
さ
れ
て
い
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
た

話
題
は
、
財
物
、
生
死
な
ど
『
今
昔
』
の
巻
二
六
に
「
宿
報
」
と
さ
れ

た
対
象
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
如
何
な
る
時
代
を
問
わ
ず
、
人
聞
は
、
出

来
事
の
自
然
な
成
り
行
き
の
な
か
で
予
知
で
き
な
い
特
別
な
状
況
に
遭

遇
し
た
と
き
、
い
つ
も
「
運
、
運
命
、
宿
報
」
の
概
念
を
用
い
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
『
今
昔
』
の
編
者
は
、
そ
の
よ
う
な
特
別
な
状
況
、

不
思
議
な
出
来
事
を
一
巻
に
ま
と
め
、
そ
れ
を
『
今
昔
』
流
の
宿
報
観

を
通
し
て
再
解
釈
し
、
理
解
を
あ
た
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
代
え
て

j
世
俗
八
王
法
V
部
に
お
け
る
位
置
づ
け
j

巻
二
六
の
宿
報
誇
の
場
合
は
、
仏
法
部
の
宿
報
課
の
話
題
と
比
べ
て

本
文
に
宿
報
の
モ
チ
ー
フ
を
欠
い
て
お
り
、
本
文
に
対
す
る
受
け
取
り

方
(
話
末
評
語
)
の
「
宿
報
」
は
仏
教
的
教
訓
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
に
仏
法
部
に
配
列
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
が
あ
り
、
巻
二
六
の
「
宿

報
」
は
あ
く
ま
で
当
時
の
一
般
的
な
人
生
観
・
世
界
観
と
し
て
の
通
念

的
な
仏
教
的
認
識
で
あ
っ
て
、
小
峯
氏
が
い
う
よ
う
に
「
八
王
法
V
部

に
仏
法
を
持
ち
込
む
」
と
評
価
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ

れ
る
。巻

二
六
の
意
義
を
世
俗
八
王
法
V
部
、
特
に
「
公
(
王
法
)
」
の
理
念

が
明
確
に
読
み
取
ら
れ
る
巻
二
五
と
関
連
づ
け
て
語
る
の
は
確
か
に
難

し
い
。
だ
が
、
巻
二
六
以
後
が
「
宿
報
葬
」
(
巻
一
一
六
)
「
笑
い
」
(
巻
二

八
)
「
霊
鬼
」
(
巻
二
七
)
「
悪
行
」
(
巻
二
九
)
な
ど
事
件
、
事
象
な
ど

に
よ
る
分
類
で
あ
っ
て
、
主
に
職
能
を
も
っ
て
配
列
す
る
巻
二
五
ま
で

と
比
べ
て
「
公
」
に
な
じ
ま
ず
、
統
御
さ
れ
に
く
い
の
は
当
然
で
あ
る

こ
句
、
「
宿
報
」
「
霊
鬼
」
「
笑
話
」
「
悪
行
誇
」
な
ど
の
事
象
が
『
今
昔
』

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
本
格
的
に
類
表
さ
れ
た
こ
と
、
天
皇
、
貴
族
だ
け

で
は
な
く
、
兵
、
農
民
、
庶
民
、
盗
人
な
ど
以
前
の
文
学
で
は
あ
ま
り

登
場
し
な
い
人
間
群
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
空
間
と
し
て
は
宮
廷
や
都

だ
け
で
は
な
く
都
市
の
閣
の
世
界
、
地
方
の
話
ま
で
収
め
ら
れ
て
い
る

点
な
ど
を
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
『
今
昔
』
成
立

の
院
政
期
と
深
く
関
わ
る
と
い
う
義
江
彰
夫
氏
の
次
の
指
摘
は
大
い
に

参
考
に
な
る
。
義
江
氏
に
よ
る
と
、
院
政
期
は
、
平
安
初
期
以
来
の
地

方
社
会
の
構
造
的
変
化
(
農
民
の
村
落
結
合
に
よ
る
自
力
の
伸
張
、
寺

社
・
貴
族
に
よ
る
個
別
的
地
方
へ
進
出
な
ど
)
が
つ
い
に
奈
良
時
代
ま

で
と
根
本
的
に
異
質
な
社
会
を
明
確
な
形
で
生
み
出
す
よ
う
に
な
っ
た
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時
期
で
、
そ
れ
に
よ
る
伝
統
的
な
身
分
秩
序
や
価
値
観
は
、
在
来
そ
れ

を
統
轄
し
て
き
た
貴
族
・
寺
社
の
手
に
よ
っ
て
も
維
持
し
つ
づ
け
ら
れ

な
く
な
る
。
と
な
る
と
、
人
々
は
旧
来
の
価
値
観
や
身
分
体
系
に
お
い

て
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
、
動
揺
を
引
き
起
こ
し
た
そ
の
具
体
的
な
社
会

現
象
や
群
像
に
も
目
を
向
け
新
し
い
社
会
像
な
ど
を
模
索
し
て
ゆ
こ
う

と
す
る
方
向
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
『
今
昔
』
に
お
い
て
社
会
の
裏
面
・

日
常
生
活
・
地
方
社
会
・
庶
民
世
界
な
ど
が
固
定
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず

生
き
生
き
と
描
か
れ
、
ま
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
全
面
的
に
捉

え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
同
書
が
こ
の
よ
う
な
院
政
時
代
の
社
会
構
造
や

社
会
意
識
の
動
き
に
支
え
ら
れ
た
文
芸
の
一
形
態
で
あ
る
た
め
で
あ
る
、

と
い
う
。
こ
こ
に
巻
二
六
以
下
は
「
王
法
」
と
無
関
係
と
は
い
え
な
く

な
り
、
八
王
法
V
部
の
中
心
(
巻
二
五
以
前
)
と
結
び
つ
く
視
点
が
提

示
さ
れ
る
。

巻
二
六
に
戻
っ
て
そ
の
意
義
に
つ
い
て
い
う
と
、
『
今
昔
』
の
編
者
が

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
話
を
蒐
集
し
分
類
し
て
い
る
中
、
仏
教
的
教
訓
を
導

き
出
さ
ず
人
生
の
運
命
と
見
な
さ
れ
る
不
思
議
な
出
来
事
を
語
る
話
群

が
あ
っ
た
と
、
そ
こ
で
当
時
の
仏
教
的
通
念
の
「
宿
報
」
の
語
を
用
い

て
巻
全
体
を
統
一
し
た
、
と
推
測
で
き
よ
う
(
話
よ
り
主
題
が
優
先
し

て
い
る
欠
巻
の
巻
二
一
の
場
合
と
違
っ
て
、
巻
二
六
の
場
合
は
、
話
〈

素
材
〉
、
主
題
〈
副
題
・
構
想
〉
の
ど
ち
ら
が
構
成
の
段
階
で
置
先
で

あ
っ
た
か
は
決
め
が
た
い
。
筆
者
は
前
者
の
話
の
量
が
一
つ
の
巻
と
し

て
後
者
を
'
つ
な
が
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
)
。
人
生
を
巡

る
不
思
議
な
出
来
事
を
「
宿
報
」
を
以
て
解
釈
す
る
巻
二
六
は
、
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
で
き
る
だ
け
集
め
て
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
編
者

の
意
図
の
現
れ
で
あ
り
、
そ
の
秩
序
化
の
意
欲
こ
そ
、
巻
二
五
以
前
の

王
法
の
「
中
心
」
に
対
す
る
「
周
辺
」
と
し
て
巻
二
六
を
王
法
の
世
界

に
参
与
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

i主
〈

1
)
小
峯
和
明
「
本
朝
〈
王
法
〉
部
の
組
織
」
(
『
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構

造
』
、
笠
間
書
院
、
一
九
八
五
年
)

(
2
)
森
正
人
『
新
古
典
文
学
大
系
、
今
昔
物
語
集
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
九

六
年
)
解
説

(
3
)
森
正
人
「
説
話
の
世
界
文
学
構
想
」
(
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
③
』
、

岩
波
書
底
、
一
九
九
六
年
)

(
4
〉
井
上
光
貞
『
新
訂
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
(
山
川
出
版
社
、
一

九
八
九
年
、
初
版
一
九
五
六
年
)
一

O
四
1
一
O
六
頁
、
佐
藤
勢
紀
子

「
中
古
物
語
文
芸
に
お
け
る
宿
世
思
想
の
展
開
1
「
宿
世
の
文
脈
」
を
手

が
か
り
と
し
て

1
」
(
『
日
本
思
想
史
研
究
』
一
九
八

O
年
三
月
三

(
5
)
同
様
の
指
摘
は
小
峯
和
明
「
因
果
・
転
生
」
(
『
国
文
学
』
一
九
八
八
年

一
月
)
に
「
宿
報
の
モ
チ
ー
フ
や
認
識
が
物
語
に
内
在
し
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
論
理
で
翻
訳
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
い
か
に
因

果
の
し
く
み
に
つ
き
う
ご
か
さ
れ
て
い
た
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る
」
と
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見
え
る
。

(
6
)
関
敬
五
回
『
日
本
昔
話
集
成
』
(
角
川
書
底
、
一
九
七
七
年
)
、
大
島
建
彦

「
民
間
説
話
の
系
譜
」
(
『
日
本
の
説
話
④
』
、
東
京
美
術
、
一
九
七
四

年)。

(
7
)
『
捜
神
記
』
が
日
本
文
学
に
ど
れ
ぐ
ら
い
関
わ
り
を
持
つ
か
は
ま
だ
明

ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
八
九
一
年
こ
ろ
に
藤
原
佐
里
に
よ
っ
て
奏

覧
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
日
本
現
在
書
目
録
の
中
に
「
捜
神
記
品
川
巻
千
宝

撰
捜
神
後
記
十
巻
陶
潜
撰
」
と
見
え
、
『
古
本
説
話
集
』
の
「
天
人
女

房
諒
」
「
摩
調
陀
国
鬼
食
人
事
」
は
一
種
の
変
容
説
話
と
言
わ
れ
て
い
る

(
川
口
久
雄
「
日
本
説
話
文
学
と
外
国
文
学
と
の
か
か
わ
り
」
『
解
釈
と

鑑
賞
』
、
一
八
六
五
年
二
月
)
。
ま
た
、
紀
長
谷
雄
の
『
紀
家
怪
異
実
録
』

と
、
三
善
清
行
の
『
善
家
秘
記
』
共
に
儒
家
の
忌
む
怪
力
乱
神
に
関
心

を
持
ち
、
干
宝
の
『
捜
神
記
』
な
ど
の
中
国
に
お
け
る
志
怪
の
影
響
下

に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
(
『
鑑
賞
日
本
の
古
典
今
昔
物
語
集
・
梁
塵

秘
抄
・
閑
吟
築
』
、
篠
原
昭
二
の
「
解
説
」
、
尚
学
図
書
、
一
九
八

O
年)。

と
す
れ
ば
、
多
か
れ
少
な
か
れ
日
本
古
代
説
話
文
学
に
何
ら
か
の
影
響

を
与
え
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
巻
二
八
・

ω話
「
以
外
術
被
盗
食
瓜
事
」

は
『
捜
神
記
』
一
所
収
の
呉
の
徐
光
の
話
と
の
酷
似
性
よ
り
そ
の
翻
案

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
『
日
本
古
典
文
学
金
集
今
昔
物
語
集
③
』

の
話
頭
解
説
)
。
本
語
か
ら
も
両
書
の
親
近
性
の
一
端
を
覗
か
せ
る
所
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
直
接
の
典
拠
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
よ
り
、

中
国
の
『
捜
神
記
』
系
統
の
話
に
影
響
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
に
止
め
て

お
く
。

(
8
)
急
に
出
産
が
あ
る
こ
と
を
家
の
女
主
は
旅
人
に
「
「
己
ガ
娘
ノ
侍
ル
ガ
、

懐
妊
既
ニ
此
月
ニ
当
リ
テ
侍
ツ
ル
ガ
、
『
忽
ニ
ヤ
ハ
』
ト
恩
テ
、
昼
モ
宿

シ
奉
ツ
ル
。
ロ
ハ
今
俄
ニ
其
気
色
ノ
侍
レ
パ
、
夜
ニ
ハ
成
ニ
タ
リ
、
若
只

今
ニ
テ
モ
産
レ
ナ
パ
、
何
ガ
シ
給
ハ
ン
ズ
ル
」
と
い
う
。
女
主
人
は
旅

人
に
産
の
識
が
か
か
る
の
を
憤
っ
て
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を
告
げ
た
の
で

あ
ろ
う
。
産
に
か
か
わ
る
触
識
の
規
範
は
、
『
弘
仁
式
』
(
八
一

O
年

1

八
二
四
年
の
弘
仁
年
間
に
制
定
さ
れ
た
儀
式
〉
以
来
、
忌
む
べ
き
も
の

と
し
て
積
極
的
に
忌
避
す
る
傾
向
が
出
て
き
て
、
『
貞
観
儀
式
』
『
延
喜

式
』
に
七
日
間
忌
む
べ
き
で
あ
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
本
話

は
、
『
延
喜
式
』
で
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
た
「
凡
甲
処
有
機
。
乙
入
其
処
。

謂
着
座
下
亦
同
。
乙
及
同
処
人
皆
為
抽
慨
。
丙
入
乙
処
。
只
丙
一
身
為
穣

:
・
:
」
の
「
甲
乙
丙
丁
転
換
の
触
穣
規
定
」
と
関
わ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
「
式
」
に
お
け
る
抽
慣
れ
観
に
つ
い
て
は
、
岡
田
重
精
『
斎
忌
の

世
界
ー
そ
の
機
構
と
変
容

1
』
(
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
)
を
参
照

さ
れ
た
い
。
宿
人
が
妊
婦
と
離
れ
た
客
間
で
過
ご
し
た
と
し
て
も
何
ら

か
の
形
で
産
の
械
が
か
か
る
の
は
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
女
主
人
の
こ
の
よ
う
な
心
配
に
た
い
し
て
、
宿
人
は
私
は
そ
う

い
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
忌
み
ま
せ
ん
、
と
答
え
る
。
前
述
の
「
式
」
な

ど
の
触
識
の
規
定
は
宮
廷
の
内
裏
・
諸
司
・
諸
衛
陣
・
侍
従
所
な
ど
に

出
入
す
る
人
々
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
『
今
昔
』
に
登
場
す
る
一
般

階
級
の
人
(
多
分
農
業
に
従
事
し
な
い
商
人
な
ど
)
に
は
そ
れ
ほ
ど
厳

し
く
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
せ
る
記
述
で
あ
る
。
産
識
に
対
す
る
こ
の

よ
う
な
態
度
は
巻
二
七
・
日
話
に
も
み
え
、
宮
仕
え
女
が
北
(
南
〉
山
科

- 10ー



ノ

の
山
荘
で
出
産
し
た
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
老
婆
は
「
嬉
キ
事
也
・
己

ハ
年
老
テ
此
ル
片
田
舎
ニ
侍
ル
身
ナ
レ
パ
、
物
忌
モ
シ
不
侍
ズ
。
七
日

許
ハ
此
テ
御
シ
テ
返
り
給
へ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
老
婆
の
一
言
葉
に
注

目
す
る
と
、
物
忌
を
し
な
い
理
由
と
し
て
「
片
田
舎
」
が
あ
げ
ら
れ
て

お
り
、
ま
た
宮
仕
え
女
に
は
七
日
間
泊
ま
る
よ
う
勧
め
て
い
る
い
る
の

で
あ
る
。
七
日
間
と
い
え
ば
、
『
貞
観
儀
式
』
の
「
産
弁
畜
死
七
日
」
『
延

喜
式
』
の
「
凡
触
穣
悪
事
。
応
忌
者
。
人
死
限
品
川
目
。
産
七
日
」
と
も

一
致
し
て
い
る
。
田
舎
の
老
婆
と
宮
仕
え
女
と
が
対
比
さ
れ
な
が
ら
、
触

績
に
対
す
る
認
識
が
語
ら
れ
る
の
が
興
味
深
い
。
因
み
に
『
今
昔
』
に

お
い
て
、
死
の
裁
に
関
し
て
は
巻
二
ハ

-m話
「
参
長
谷
男
依
観
音
助
得

富
誇
」
、
巻
一
七

-m話
「
備
中
国
僧
阿
清
依
地
蔵
助
得
活
語
」
、
巻
二

六

-m話
「
東
小
女
与
狗
咋
合
互
死
語
」
、
巻
二
九
・
汀
話
「
摂
津
国
来

小
屋
寺
盗
鐙
語
」
、
巻
=
二
・

ω話
「
尾
張
守
口
口
於
烏
部
野
出
入
誇
」

な
ど
に
見
え
て
い
る
。
因
み
に
、
産
の
穣
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
い
辺

境
の
東
を
往
還
す
る
男
が
主
人
公
と
さ
れ
た
の
は
上
記
の
意
味
か
ら
見

て
品
同
定
さ
れ
よ
う
。

(
9
〉
小
出
家
氏
か
ら
昨
年
『
今
昔
』
研
究
会
の
「
今
昔
の
会
」
で
、
巻
二
六
に

於
い
て
王
法
に
仏
法
が
持
ち
込
ま
れ
た
云
々
と
い
う
以
前
の
論
を
修
正

す
べ
き
で
あ
り
、
「
宿
報
」
の
語
一
を
一
種
の
記
号
と
見
な
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
い
う
教
示
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
「
記
号
」
と

い
う
意
味
に
対
す
る
適
切
な
定
義
は
筆
者
に
は
で
き
な
い
が
、
仏
法
か

ら
離
れ
た
文
脈
上
の
意
味
を
汲
ん
で
一
応
「
運
命
」
と
い
う
意
味
合
い

に
止
め
て
お
く
。

(
叩
)
も
し
宿
報
に
よ
る
解
釈
が
行
わ
れ
ず
、
「
仏
神
ノ
加
護
」
〈
第
は
話
)
、
三

宝
の
天
罰
(
第
幻
話
)
と
い
う
批
評
で
終
わ
っ
た
ら
、
前
世
に
か
か
わ

る
宿
報
霞
で
は
な
く
「
現
在
因
現
在
果
」
の
悪
報
誇
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

(
日
)
例
え
ば
、
巻
二
六
・

1
話
の
親
が
幼
時
鷲
に
さ
ら
わ
れ
て
愛
子
と
再
会

す
る
話
は
昔
話
の
「
鷲
の
育
て
子
」
〈
『
日
本
昔
話
集
成
』
)
に
分
類
さ
れ

る
し
、
第
5
話
の
「
陸
奥
国
府
宮
大
夫
介
子
誇
」
は
類
型
的
な
継
子
い

じ
め
の
話
に
属
し
て
い
る
。
他
に
「
猿
神
退
治
誇
」
(
第
7
話
・
第
8
話)、

「
挟
松
退
治
誇
」
〈
第
9
話
)
、
「
花
咲
爺
」
(
第
口
語
)
な
ど
も
昔
話
と
の

関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
『
日
本
古
典
文
学
全
集
今
昔
物
語
集
③
』

の
各
話
頭
の
解
説
参
照
)
。

(
ロ
)
池
上
淘
一
「
今
昔
物
語
集
の
方
法
と
構
造
」
(
『
日
本
文
学
講
座
③
神

話
・
説
話
』
、
大
修
館
書
館
、
一
九
八
七
年
)

(
日
)
義
江
彰
夫
「
歴
史
学
か
ら
見
た
『
今
昔
物
詩
集
』
」
(
『
今
昔
物
語
集
・

梁
塵
秘
抄
・
閑
吟
集
』
、
尚
学
図
書
、
一
九
八

O
年
)




