
一

岷
江
入
楚
は
中
院
通
勝
の
源
氏
物
語
注
釈
書
と
し
て
知
ら
れ
る
。
同
書
は
そ

の
自
序
か
ら
、
細
川
幽
斎
が
果
た
せ
な
か
っ
た
「
古
来
の
註
釈
」
を
「
一
覧
の

た
め
に
し
る
し
あ
つ
む
」
志
を
つ
い
で
、
古
注
集
成
を
し
た
書
と
さ
れ
て
き

た
。
岷
江
入
楚
に
は
通
勝
の
序
を
裏
付
け
る
幽
斎
の
跋
も
付
さ
れ
て
い
る
。
近

年
連
歌
師
の
注
釈
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
み
、
通
勝
は
『
岷
江
入
楚
』
を
編

集
す
る
際
に
、
紹
巴
・
兼
如
を
通
じ
て
三
条
西
公
条
の
説
を
取
り
入
れ
た
と�

さ
れ
た
。
通
勝
自
身
が
継
承
し
た
三
条
西
家
の
源
氏
学
と
、
連
歌
師
に
伝
え
ら
れ

た
源
氏
学
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
真
木
柱
巻
を
中
心
に
し
て
、
岷
江
入
楚
に
お
い
て
「
秘
」
と
し
て
記

さ
れ
た
公
条
説
と
、「
聞
」「
聞
書
」
と
し
て
記
さ
れ
た
紹
巴
説
と
を
比
較
す
る
事

に
よ
り
、
通
勝
の
源
氏
物
語
研
究
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。
な
お
、
煩
を
避

く
た
め
、
叙
述
に
際
し
て
書
名
の
『
』
は
省
略
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
１
）

一
　
岷
江
入
楚
の
「
秘
」
と
「
聞
」「
聞
書
」

岷
江
入
楚
は
注
釈
を
引
用
す
る
際
「
肩
付
」
に
そ
の
略
称
を
注
記
し
て
、
出
典

を
明
示
し
て
い
る
。
そ
の
注
記
の
示
す
先
行
注
釈
書
に
つ
い
て
は
「
こ
の
抄
に
引

く
処
の
肩
付
」
と
し
て
書
名
が
挙
げ
て
あ
る
が
、「
秘
」
に
つ
い
て
は
「
秘　

三
西

家
ノ
抄　

称
名
院
ノ
義
也
」と
記
さ
れ
て
い
る
。
通
勝
が「
称
名
院
ノ
義
也
」と
す

る
以
上
、「
秘
」と
し
て
記
さ
れ
た
内
容
は
、
称
名
院
す
な
わ
ち
三
条
西
公
条
の
説

と
推
定
さ
れ
る
。

一
方
、「
聞
」「
聞
書
」
と
し
て
記
さ
れ
た
注
の
出
典
に
つ
い
て
は
記
述
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
ら
の
注
記
に
つ
い
て
、
徳
岡
涼
氏
は
、
紹
巴
説
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
た
。
実
践
女
子
大
学
蔵
常
磐
松
文
庫
九
条
家
本
源
氏
物
語
聞
書（
以
下
、九
条
家

本
と
略
す
）
に
よ
る
と
、
通
勝
は
「
宮
に
い
と
よ
く
」（
若
菜
巻
）
の
前
ま
で
は
紹

巴
、
以
後
は
三
条
西
実
枝
の
講
釈
を
聴
い
た
と
、
通
勝
自
身
が
語
っ
て
い
る
。
真

木
柱
巻
は
若
菜
巻
「
よ
り
以
前
」
で
あ
る
か
ら
、
通
勝
は
実
枝
で
は
な
く
紹
巴
の

（
２
）

（
３
）

（
４
）

岷
江
入
楚
の
「
秘
」
と
「
聞
」「
聞
書
」

―
真
木
柱
巻
を
中
心
に
し
て

―

小

髙

道

子
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二

講
釈
を
聴
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
紹
巴
の
講
釈
聞
書
を
「
聞
」「
聞
書
」
と

注
記
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
九
条
家
本
の
真
木
柱
巻
に
は
、

通
勝
が
紹
巴
説
と
し
て
講
釈
を
し
た
三
項
目
を
載
せ
る
が
、
い
ず
れ
も
岷
江
入
楚

に
お
い
て
「
聞
」「
聞
書
」
と
し
て
記
さ
れ
た
注
記
と
一
致
す
る
。
紹
巴
の
聞
書
と

し
て
想
起
さ
れ
る
永
禄
奧
書
紹
巴
抄
（
以
下
、
紹
巴
抄
と
略
す
）
と
比
較
す
る
と
、

岷
江
入
楚
真
木
柱
巻
に
64
項
目
あ
る
「
聞
」「
聞
書
」
と
す
る
注
記
の
う
ち
49
項
が

紹
巴
抄
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
「
聞
」「
聞
書
」
と
す
る
注
記
を
紹
巴
説
と
す
る

徳
岡
氏
の
説
は
首
肯
さ
れ
る
。

岷
江
入
楚
に
「
聞
」「
聞
書
」
と
す
る
だ
け
で
、
紹
巴
の
名
を
あ
げ
ず
に
紹
巴
説

を
引
く
こ
と
に
つ
い
て
、
小
川
陽
子
氏
は
、「
問
題
は
、
通
勝
が
紹
巴
の
説
と
明
記

し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
通
勝
が
紹
巴
の
名
を
記
さ
な
い
の
は

「
情
報
操
作
」で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
現
在
の
源
氏
物
語
研
究
で
行
わ
れ
て

い
る
共
通
理
解
で
あ
ろ
う
。

幽
斎
と
通
勝
は
、
紹
巴
の
講
釈
を
通
じ
て
、
自
分
た
ち
が
入
手
し
た
書
物

で
は
知
り
得
な
か
っ
た
公
条
注
を
紹
巴
が
所
持
し
て
い
る
こ
と
に
お
そ
ら
く

気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。
三
条
西
家
の
血
脈
と
源
氏
学
の
継
承
を
自
負
す
る
通

勝
に
と
っ
て
、「
古
来
の
註
釈
を
一
覧
の
た
め
に
し
る
し
あ
つ
む
へ
き
く
は

た
て
」
を
完
遂
す
る
に
は
、
紹
巴
の
得
た
公
条
注
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。

そ
こ
で
通
勝
の
と
っ
た
方
法
が
、
紹
巴
か
ら
得
た
注
を
採
用
す
る
、
し
か

し
紹
巴
経
由
で
あ
る
こ
と
は
明
記
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
ま
さ
に
、『
長
珊
聞
書
』
を
採
用
し
つ
つ
も
「
或
抄
」
と
し
か
記
さ
ず
、「
御

説
」
の
由
来
の
み
明
記
す
る
、
と
い
う
あ
り
方
と
軌
を
一
に
す
る
。

（
５
）

（
６
）（

７
）

（
中
略
）と
同
時
に
、
通
勝
が
周
到
に
情
報
操
作
を
し
な
が
ら
も
手
を
借
り

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
中
世
源
氏
学
に
お
け
る
連
歌
師
た
ち
の

存
在
感
、
彼
ら
の
注
の
継
承
と
展
開
の
重
み
も
、
改
め
て
感
得
さ
れ
る
。

小
川
氏
は
、「
幽
斎
と
通
勝
は
」、「
紹
巴
が
所
持
し
て
い
る
」「
自
分
た
ち
が
入

手
し
た
書
物
で
は
知
り
得
な
か
っ
た
公
条
注
を
」、「
採
用
す
る
、
し
か
し
紹
巴
経

由
で
あ
る
こ
と
は
明
記
し
な
い
」
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
「
公
条
注
」

で
あ
っ
た
の
か
、
具
体
的
な
資
料
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
記
述
も
見
ら
れ
な
い
。
氏
が
「
改
め
て
感
得
さ
れ
る
」
と
い
う
「
中
世

源
氏
学
に
お
け
る
連
歌
師
た
ち
の
存
在
感
」「
彼
ら
の
注
の
継
承
と
展
開
の
重
み
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
「
中
世
源
氏
学
に
お
け
る
連
歌
師
た
ち
の
存
在
感
、
彼
ら
の
注
の
継

承
と
展
開
の
重
み
」
を
窺
う
た
め
に
、
岷
江
入
楚
真
木
柱
巻
の
「
聞
」「
聞
書
」
と

す
る
記
述
と
「
秘
」
と
を
比
較
・
検
討
し
て
み
た
い
。
岷
江
入
楚
の
肩
付
に
「
秘
」

と
記
さ
れ
た
注
は
通
勝
が
継
承
し
た
公
条
説
で
あ
り
、「
聞
」「
聞
書
」
と
し
て
記

さ
れ
た
注
記
は
紹
巴
説
と
考
え
ら
れ
る
。
通
勝
が「
紹
巴
が
所
持
し
て
い
る
」「
自

分
た
ち
が
入
手
し
た
書
物
で
は
知
り
得
な
か
っ
た
公
条
注
」
を
「
採
用
す
る
、
し

か
し
紹
巴
経
由
で
あ
る
こ
と
は
明
記
し
な
い
、
と
」
す
る
な
ら
、
同
一
項
目
の
注

に
「
秘
」
と
す
る
公
条
注
と
、「
聞
」「
聞
書
」
と
す
る
紹
巴
を
経
由
し
た
公
条
注

と
が
記
さ
れ
て
い
て
、
後
者
の
内
容
が
「
秘
」
と
す
る
注
に
は
見
ら
れ
な
い
か
、

「
秘
」は
と
異
な
る
注
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
岷
江
入
楚
真
木
柱
巻

の
「
秘
」
と
「
聞
」「
聞
書
」
と
の
内
容
を
比
較
し
て
、
両
者
の
内
容
が
異
な
る
項

と
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
項
と
に
分
け
て
検
討
す
る
。

「
聞
」「
聞
書
」
に
は
、
す
で
に
書
物
に
な
っ
て
い
る
注
記
を
参
照
し
た
注
と
、
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三

通
勝
自
身
が
講
釈
を
聴
い
て
記
し
た
注
と
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
講
釈
を
聞
書

し
た
注
で
あ
る
な
ら
、
同
じ
人
物
の
説
で
あ
っ
て
も
、
助
詞
や
仮
名
遣
い
を
は
じ

め
と
す
る
表
現
の
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、人
名
な
ど
、

「
秘
」
と
「
聞
」「
聞
書
」
に
記
さ
れ
た
内
容
が
明
ら
か
に
異
な
る
注
に
つ
い
て
両

者
を
比
較
す
る
。
な
お
、
な
る
べ
く
単
純
に
岷
江
入
楚
と
紹
巴
抄
と
を
比
較
す
る

た
め
に
、
岷
江
入
楚
に
お
い
て
は
諸
本
間
の
異
動
が
な
い
項
目
を
取
り
上
げ
る
。

岷
江
入
楚
の
引
用
は
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
に
よ
る
が
、
注
釈
の
箇
所
を
源
氏
物

語
古
注
集
成
に
付
さ
れ
た
通
し
番
号
で
記
す
。

二
　「
秘
」
と
「
聞
」「
聞
書
」
の
内
容
が
異
な
る
項
目

１　

８6　

か
し
こ
に
わ
た
り
給
は
ん
事

岷
江
入
楚
は
「
８6　

か
し
こ
に
わ
た
り
給
は
ん
事
」
に
次
の
注
を
記
す
。

秘　

大
将
の
心
也　

暫
時
も
参
内
を
は
心
に
ゆ
る
し
給
は
さ
る
也　

内
侍
の

か
み
に
て
は
必
拝
賀
に
参
し
給
へ
き
事
也

或　

大
将
の
方
へ
玉
か
つ
ら
の
わ
た
り
給
は
ん
事
を
源
氏
の
ふ
と
は
あ
ら
せ

し
と
お
ほ
す
也　

わ
か
方
に
を
き
た
く
お
ほ
す
也　

猶
お
も
ひ
は
な
れ
ぬ
源

の
心
中
也　

九
同　

聞
同

私
云
秘
ノ
義
尤
不
審
也　

或
抄
九
禅
又
聞
書
之
義
尤
可
然
也　

此
次
ノ
詞
に

内
へ
参
り
給
は
ん
事
を
や
す
か
ら
ぬ
こ
と
に
お
ほ
せ
と
そ
の
つ
ゐ
て
に
や
か

て
ま
か
て
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
の
御
心
つ
き
給
て
と
あ
り　

こ
れ
に
て
案
之

に
聞
書
等
ノ
義
可
然
也

こ
こ
は
「
秘
」
と
す
る
注
記
と
「
或
抄
」「
九
禅
」「
聞
書
」
の
説
が
異
な
る
注

で
あ
る
。
岷
江
入
楚
は
、「
秘
」
と
し
て
「
大
将
の
心
也
」
と
す
る
公
条
説
を
あ
げ

た
後
、「
或
」
と
し
て
「
源
の
心
中
也
」
と
記
す
。
そ
し
て
「
九
同　

聞
同
」
と
、

「
九
」
と
「
聞
」
が
「
或
抄
」
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
記
す
。「
九
」
は
九
条
稙
通

説
、「
聞
」は
紹
巴
説
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
公
条
の
講
釈
を
聴
い
た
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、「
或
抄
」
は
、
岷
江
入
楚
に
「
或
抄　

此
抄
一
本
ア
リ　

此
内
御
説
ト

ア
ル
ハ
称
名
院
ノ
義
也
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
称
名
院
す
な
わ
ち
公
条
の
説
を

継
承
す
る
聞
書
と
い
え
よ
う
。
岷
江
入
楚
が
こ
の
項
目
の
注
に
お
い
て
掲
げ
た
四

種
の
聞
書
は
、
い
ず
れ
も
公
条
説
を
継
承
す
る
聞
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
岷
江
入
楚
は
、
四
種
の
聞
書
の
内
容
が
、「
秘
」
と
「
聞
書
等
」
と
に
分
か

れ
て
い
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
み
ず
か
ら
が
継
承
し
た
「
秘
」
す
な

わ
ち
公
条
の
説
よ
り
も
、
公
条
が
紹
巴
な
ど
に
講
釈
し
た
際
の
「
聞
書
等
ノ
義
」

を
「
可
然
也
」
と
記
し
た
の
で
あ
る
。

岷
江
入
楚
は
、「
秘
」
と
「
或
」
と
を
引
用
す
る
。
そ
し
て
「
或
」
と
し
て
挙

げ
た
注
記
の
末
尾
に
「
九
同　

聞
同
」
と
記
す
。
さ
ら
に
「
私
云
」
と
し
て
「
秘

ノ
義
尤
不
審
也　

或
抄
九
禅
又
聞
書
之
義
尤
可
然
也
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
、
こ
の
項
目
は
「
秘
」
と
す
る
注
記
と
「
或
抄
」・「
九
禅
」「
聞
書
」
の
注

記
が
異
な
り
、
通
勝
は
両
説
を
比
較
し
て
「
秘
ノ
義
」
を
「
不
審
」
と
し
て
用
い

ず
、「
或
抄
」・「
九
禅
」・「
又
聞
書
之
義
」
を
「
可
然
也
」
と
し
て
賛
同
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。

「
或
抄
」
は
、
岷
江
入
楚
に
「
或
抄　

此
抄
一
本
ア
リ　

此
内
御
説
ト
ア
ル
ハ
称
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四

名
院
ノ
義
也
」
と
あ
り
、「
御
説
」
と
し
て
「
称
名
院
」
す
な
わ
ち
公
条
の
説
を
記

し
た
と
さ
れ
る
注
釈
書
で
あ
る
。
伊
井
春
樹
氏
は
、
注
釈
の
内
容
を
検
討
し
た
上

で
、
或
抄
が
「
長
珊
聞
書
」
で
あ
る
こ
と
を
考
証
さ
れ
た
。「
九
禅
」
は
、
九
条
禅

閤
す
な
わ
ち
九
条
稙
通
の
聞
書
で
あ
ろ
う
。
稙
通
は
公
条
に
源
氏
物
語
を
学
ん
だ

か
ら
、
こ
れ
も
公
条
の
講
釈
を
伝
え
る
聞
書
と
言
え
よ
う
。「
聞
」は
紹
巴
の
聞
書

と
推
定
さ
れ
る
が
、
紹
巴
も
公
条
に
源
氏
物
語
を
学
ん
だ
。
岷
江
入
楚
に
記
さ
れ

た
「
秘
」「
或
抄
」「
九
禅
」「
聞
書
」
の
四
種
は
、
い
ず
れ
も
公
条
直
系
の
門
弟
が

公
条
の
講
釈
を
聴
い
た
と
さ
れ
る
聞
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
岷
江

入
楚
は
、
四
種
の
聞
書
の
内
容
が
、「
秘
」
と
「
聞
書
等
」
と
の
二
通
り
に
分
か
れ

て
い
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。「
秘
ノ
義
」
と
「
或
抄
九
禅
又
聞
書
之
義
」
が
異

な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
岷
江
入
楚
に
「
同
」
と
記
さ
れ
た
「
九
禅
」「
聞
書
」
の
内
容
を
確
認
し
て

お
こ
う
。
稙
通
の
聞
書
孟
津
抄
と
紹
巴
抄
と
の
該
当
部
分
を
引
用
す
る
。

孟
津
抄6１　

か
し
こ
に
わ
た
り
給
は
ん
こ
と
を
と
み
に
も
ゆ
る
し
聞
え
給
ま
し
き
御

け
し
き
な
り　

髯
へ
渡
給
ふ
事

紹
巴
抄５4　

か
し
こ
に　

大
将
へ
玉
の
わ
た
り
給
は
む
事
を
源
の
ゆ
る
し
給
ふ
也

こ
れ
ら
を
岷
江
入
楚
の
「
或
」
と
比
較
す
る
と
、
注
記
の
繁
簡
が
あ
り
、
三
種

は
い
ず
れ
か
が
他
本
を
書
写
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々

に
公
条
の
講
釈
を
聴
い
て
、
内
容
を
記
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
岷
江
入
楚
が

引
用
し
た
「
或
」
が
最
も
詳
し
く
、
孟
津
抄
が
最
も
簡
素
で
あ
る
。
岷
江
入
楚
は

こ
の
三
種
を
「
同
」
と
記
し
て
い
る
が
、
三
種
に
共
通
す
る
の
は
、「
か
し
こ
に
」

（
８
）

（
９
）

が
鬚
黒
邸
を
指
す
こ
と
、
そ
こ
に
「
渡
り
給
」
ふ
の
は
玉
鬘
で
あ
る
こ
と
の
み
で
、

そ
れ
に
対
す
る
源
氏
の
思
い
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
三
種
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
岷

江
入
楚
は
「
か
し
こ
に
」
が
鬚
黒
邸
、「
渡
り
給
」
ふ
の
が
玉
鬘
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
三
種
を
「
同
」
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
秘
ノ

義
」
は
、「
か
し
こ
に
」
を
「
内
」
す
な
わ
ち
内
裏
と
解
釈
し
て
、
玉
鬘
が
参
内
す

る
こ
と
に
つ
い
て
鬚
黒
が
「
心
に
ゆ
る
」
さ
な
い
と
解
釈
し
て
い
る
。

通
勝
自
身
は
「
此
次
ノ
詞
に
内
へ
参
り
給
は
ん
事
を
や
す
か
ら
ぬ
こ
と
に
お
ほ

せ
と
そ
の
つ
ゐ
て
に
や
か
て
ま
か
て
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
の
御
心
つ
き
給
て
と

あ
」
る
こ
と
か
ら
「
聞
書
等
ノ
義
可
然
也
」
と
、「
或
抄
」
以
下
の
解
釈
に
対
し

て
賛
同
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
岷
江
入
楚
は
、「
或
抄
」
を
引
用
し
て
「
九
月
，

聞
同
」
と
記
し
た
後
「
或
抄
九

又
聞
書
之
義
」
と
記
し
、
次
に
「
聞
書
等
ノ
義
」

と
記
し
て
い
る
。「
或
抄
」「
九
禅
」「
聞
書
」を
三
種
の
異
な
る
注
釈
書
と
し
て
意

識
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、「
秘
」以
外
の
注
釈
書
と
し
て
一
括
し
て
考

え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
秘
」
と
「
或
抄
」
以
下
は
、
同
じ
公
条
の
聞
書
で

あ
り
な
が
ら
、「
か
し
こ
」
を
内
裏
と
す
る
「
秘
ノ
義
」
と
、「
か
し
こ
」
を
鬚
黒

の
邸
と
す
る
「
或
抄
」
以
下
二
種
と
、
二
通
り
の
講
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
通
勝
は
そ
の
両
者
を
知
っ
た
上
で
自
分
の
説
と
し

て
「
或
抄
」
以
下
二
種
の
説
を
選
択
し
て
い
た
。

岷
江
入
楚
の
記
述
を
検
討
す
る
と
、
通
勝
は
、
公
条
の
講
釈
が
「
秘
」
と
「
聞

書
等
」
と
で
異
な
っ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
公
条
の
講
釈
が
二
通
り
あ
る
と
理

解
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
通
勝
は
、「
秘
」と
し
て
通
勝
が
公
条
か
ら

継
承
し
た
、
本
来
通
勝
が
継
承
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
三
条
西
家
の
秘
説

と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
「
聞
書
等
」
の
説
と
を
並
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
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五

も
こ
の
部
分
の
注
に
お
い
て
、
通
勝
は
、「
私
云
秘
ノ
義
尤
不
審
也　

或
抄
九
禅
又

聞
書
之
義
尤
可
然
也
」「
こ
れ
に
て
案
之
に
聞
書
等
ノ
義
可
然
也
」
と
し
て
「
秘
」

で
は
な
く
「
聞
書
等
ノ
義
」
を
採
用
し
て
い
る
。
三
条
西
家
に
お
い
て
秘
説
と
し

て
継
承
さ
れ
た
か
否
か
で
は
な
く
、
提
示
さ
れ
た
解
釈
に
同
意
で
き
る
注
釈
を
採

用
し
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
二
通
り
の
解
釈
は
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。「
か
し
こ
に
て
」
は
、
玉
鬘
が
鬚
黒
と
結
ば
れ
た
後
、
源
氏
が
玉
鬘
を
訪

れ
て
和
歌
を
贈
答
し
た
後
に
続
く
場
面
で
あ
る
。
両
者
の
相
違
を
理
解
す
る
た
め

に
、
次
に
、
新
日
本
古
典
文
学
全
集
（
以
下
、
全
集
と
略
す
）
に
よ
り
、
当
該
箇

所
（
私
に
傍
線
を
付
す
）
を
検
討
し
て
み
た
い
。
源
氏
物
語
の
本
文
は
、

内
裏
に
の
た
ま
は
す
る
こ
と
な
む
い
と
ほ
し
き
を
、
な
ほ
あ
か
ら
さ
ま
に
参

ら
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
。
お
の
が
も
の
と
領
じ
は
て
て
は
、
さ
や
う
の
御
ま
じ

ら
ひ
も
難
げ
な
め
る
世
な
め
り
。
思
ひ
そ
め
き
こ
え
し
心
は
違
ふ
さ
ま
な
め

れ
ど
、
二
条
の
大
臣
は
心
ゆ
き
た
ま
ふ
な
れ
ば
、
心
や
す
く
な
む
」
な
ど
、

こ
ま
や
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
あ
は
れ
に
も
恥
づ
か
し
く
も
聞
き
た
ま
ふ
こ

と
多
か
れ
ど
、
た
だ
涙
に
ま
つ
は
れ
て
お
は
す
。
い
と
か
う
思
し
た
る
さ
ま

の
心
苦
し
け
れ
ば
、
思
す
さ
ま
に
も
乱
れ
た
ま
は
ず
、
た
だ
あ
る
べ
き
や
う
、

御
心
づ
か
ひ
を
教
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
か
し
こ
に
渡
り
た
ま
は
ん
こ
と
を
、

と
み
に
も
許
し
き
こ
え
た
ま
ふ
ま
じ
き
御
気
色
な
り
。

　

内
裏
へ
参
り
た
ま
は
む
こ
と
を
、
安
か
ら
ぬ
こ
と
に
大
将
思
せ
ど
、
そ
の

つ
い
で
に
や
が
て
ま
か
で
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
の
御
心
つ
き
た
ま
ひ
て
、
か

く
忍
び
隠
ろ
へ
た
ま
ふ
い
御
ふ
る
ま
ひ
も
、
な
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
心
地
に
苦
し

け
れ
ば
、
わ
が
殿
の
内
し
つ
ら
ひ
て
、
年
ご
ろ
は
荒
ら
し
埋
も
れ
、
う
ち
棄

て
た
ま
へ
り
つ
る
御
し
つ
ら
ひ
、
よ
ろ
づ
の
儀
式
を
改
め
い
そ
ぎ
た
ま
ふ
。

全
集
は
傍
線
部
分
に
「
玉
鬘
が
鬚
黒
の
邸
に
、
玉
鬘
へ
の
執
着
か
ら
、
彼
女
の

転
居
だ
け
は
許
せ
な
い
、
と
い
う
気
持
。」と
頭
注
を
付
し
、
そ
の
部
分
に
次
の
口

語
訳
を
記
す
。

大
将
の
お
邸
に
お
移
り
に
な
る
こ
と
を
、
そ
う
す
ぐ
に
お
許
し
申
そ
う
と
は

な
さ
ら
ぬ
大
臣
の
ご
様
子
で
あ
る
。

全
集
の
解
釈
は
、「
か
し
こ
」を
鬚
黒
邸
と
解
釈
し
、
玉
鬘
へ
の
執
着
か
ら
、
玉

鬘
が
鬚
黒
邸
に
移
る
こ
と
を
、源
氏
が
許
せ
な
い
、と
す
る
。
こ
の
解
釈
は
、岷
江

入
楚
に
「
或
」
と
し
て
記
さ
れ
た
注
記
の
内
容
を
継
承
し
て
い
る
。
通
勝
が
「
私

云
」
と
し
て
記
し
た
内
容
と
同
様
に
「
或
抄
」
以
下
の
解
釈
を
継
承
し
て
い
る
。

岷
江
入
楚
に
「
或
」
と
し
て
記
さ
れ
た
の
は
、「
大
将
の
方
へ
玉
か
つ
ら
の
わ
た
り

給
は
ん
事
」
に
つ
い
て
、「「
ふ
と
は
あ
ら
せ
し
と
お
ほ
す
也
」
と
い
う
「
源
氏
の
」

心
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
わ
か
方
に
を
き
た
く
お
ほ
す
也　

猶
お
も
ひ
は
な
れ
ぬ
源

の
心
中
也
」
す
な
わ
ち
源
氏
の
玉
鬘
に
対
す
る
執
着
だ
と
い
う
。
全
集
は
、
こ
の

後
、
段
落
を
変
え
、「
内
裏
へ
参
り
た
ま
は
む
こ
と
を
、」
以
下
の
部
分
を
「［
三
］

鬚
黒
、
北
の
方
を
無
視
し
て
玉
鬘
に
熱
中
す
る
」
と
し
て
新
た
な
項
目
が
始
ま
る

段
落
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
か
し
こ
に
渡
り
た
ま
は
ん
こ
と
を
、
と
み
に
も

許
し
き
こ
え
た
ま
ふ
ま
じ
き
御
気
色
な
り
。」
ま
で
を
源
氏
が
玉
鬘
を
訪
れ
た
際

の
、「
猶
」
玉
鬘
へ
の
「
お
も
ひ
は
な
れ
ぬ
」「
源
の
心
中
」
と
解
釈
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
秘
ノ
義
」
は
、「
大
将
の
心
也　

暫
時
も
参
内
を
は
心
に
ゆ
る

し
給
は
さ
る
也　

内
侍
の
か
み
に
て
は
必
拝
賀
に
参
し
給
へ
き
事
也
」
と
記
す
。
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「
か
し
こ
に
渡
り
た
ま
は
ん
こ
と
」
の
「
か
し
こ
」
を
内
裏
と
解
釈
し
、「
暫
時
も

参
内
を
は
心
に
ゆ
る
し
給
は
さ
る
」「
大
将
の
心
也
」
と
記
し
て
い
る
。
次
の
「
内

裏
へ
参
り
た
ま
は
む
こ
と
を
、
安
か
ら
ぬ
こ
と
に
大
将
思
せ
ど
」
と
続
く
本
文
と

同
じ
内
容
に
な
る
。
続
く
部
分
に
つ
い
て
、
全
集
は
「
女
君
が
参
内
な
さ
る
こ
と

を
、
大
将
は
不
安
に
お
思
い
で
あ
る
け
れ
ど
」
と
口
語
訳
を
付
す
。
岷
江
入
楚
の

「
秘
ノ
義
」
は
、「
か
し
こ
に
渡
り
た
ま
は
ん
こ
と
を
、
と
み
に
も
許
し
き
こ
え
た

ま
ふ
ま
じ
き
御
気
色
な
り
」
を
同
様
に
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

岷
江
入
楚
は
、
同
じ
公
条
の
講
釈
を
聴
い
た
聞
書
に
、「
か
し
こ
」
を
「
内
裏
」

と
し
て
、
玉
鬘
の
参
内
を
許
さ
な
い
「
大
将
の
心
」
と
す
る
「
秘
ノ
義
」
と
、「
か

し
こ
」
を
「
鬚
黒
の
邸
」
と
し
て
玉
鬘
が
鬚
黒
邸
に
移
る
事
を
快
く
思
わ
な
い
「
源

氏
の
心
中
」
と
す
る
「
或
抄
九
禅
又
聞
書
之
義
」
の
両
義
が
あ
る
こ
と
を
記
録
し

て
、「
秘
ノ
義
」
と
「
或
抄
九
禅
又
聞
書
之
義
」
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て

さ
ら
に
、「
此
次
ノ
詞
に
内
へ
参
り
給
は
ん
事
を
や
す
か
ら
ぬ
こ
と
に
お
ほ
せ
と

そ
の
つ
ゐ
て
に
や
か
て
ま
か
て
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
の
御
心
つ
き
給
て
と
あ
り　

こ
れ
に
て
案
之
に
聞
書
等
ノ
義
可
然
也
」
と
次
の
文
と
の
関
連
を
考
察
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、「
聞
書
等
ノ
義
可
然
也
」
と
、「
聞
書
等
ノ
義
」
を
採
用
し
た
の
で
あ

る
。
公
条
の
講
釈
内
容
が
二
種
あ
っ
た
こ
と
、
通
勝
が
「
秘
ノ
義
」
に
こ
だ
わ
ら

ず
に
両
者
を
比
較
し
た
上
で
、
自
説
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
部
分
は
、
三
条
西
家
の
他
の
注
釈
書
で
は
ど
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
細
流
抄
・
明
星
抄
を
参
照
し
て
み
た
い
。

細
流
抄か

し
こ
に　

大
将
の
心
也
暫
時
も
参
内
を
は
心
に
ゆ
る
し
給
は
さ
る
也
内
侍

の
か
み
に
て
は
か
な
ら
す
拝
賀
に
参
し
給
へ
き
事
也

明
星
抄か

し
こ
に　

大
将
の
心
也　

暫
時
も
参
内
を
ば
心
に
ゆ
る
し
給
は
さ
る
な

り
。
内
侍
の
か
み
に
て
は
必
拝
賀
に
参
じ
給
へ
き
事
也

表
記
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
岷
江
入
楚
の
「
秘
ノ
義
」
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ

と
が
わ
か
る
。
す
る
と
、
実
隆
が
公
条
に
行
っ
た
講
釈
に
お
い
て
は
、
岷
江
入
楚

の
「
秘
ノ
義
」
と
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。「
か
し
こ
」
を
内
裏
で
は

な
く
鬚
黒
邸
と
す
る
解
釈
は
、
三
条
西
家
の
秘
説
で
は
な
く
、
公
条
が
稙
通
・
紹

巴
な
ど
に
講
釈
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
、
秘
説
と
は
別
の
解
釈
で
あ
っ
た
と
言
え

よ
う
。

２　

８０　

思
ひ
そ
め
聞
こ
え
し

「
秘
」
と
し
て
記
さ
れ
た
説
と
、「
聞
」「
聞
書
」
と
し
て
記
さ
れ
た
説
が
異
な
る

こ
と
は
、「
か
し
こ
に
渡
り
た
ま
は
ん
こ
と
を
」
の
数
行
前
の
「
思
ひ
そ
め
聞
こ

え
し
」
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
全
集
は
「
源
氏
は
、
当
初
、
ま

ず
宮
仕
え
を
さ
せ
て
、
そ
の
後
結
婚
の
件
を
考
え
よ
う
と
し
た
」
と
頭
注
を
付
し

て
、「
主
上
の
仰
せ
あ
そ
ば
す
こ
と
が
ほ
ん
と
に
お
気
の
毒
で
す
か
ら
、
や
は
り
、

ち
ょ
っ
と
ば
か
り
参
内
お
さ
せ
申
し
ま
し
ょ
う
。
大
将
が
あ
な
た
を
す
っ
か
り
自

分
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
で
は
、
そ
う
し
た
公
の
ご
奉
仕
も
で
き
に
く
く

な
り
そ
う
な
お
身
の
上
で
し
ょ
う
か
ら
。
最
初
に
決
め
て
さ
し
あ
げ
た
わ
た
し
の
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七

考
え
と
は
事
情
が
ち
が
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
が
、
二
条
の
大
臣
は
ご
満
足
の

ご
様
子
な
の
で
、
わ
た
し
は
安
堵
し
て
い
る
の
で
す
」
と
口
語
訳
す
る
。

岷
江
入
楚
は
次
の
ご
と
く
記
す
。

弄　

内
へ
参
ら
せ
ん
の
心
也

秘　

源
の
心
は
先
宮
つ
か
へ
に
出
し
て
後
に
は
と
も
か
く
も
と
思
ひ
し
と
也

聞　

源
の
心
は
先
入
内
を
と
思
ひ
し
と
也

私
云　

源
の
は
し
め
よ
り
の
支
度
に
は
相
違
せ
る
と
也　

源
の
心
は
先
宮
つ

か
へ
に
出
し
て
後
誰
に
て
も
ゆ
る
さ
ん
と
思
ひ
つ
る
歟　

又
髯
黒
へ
ゆ
る
さ

む
と
も
思
は
さ
り
し
に
か
く
な
れ
た
る
を
た
か
ふ
と
い
ふ
歟　

案
之
猶
秘
ノ

義
然
へ
し

「
思
ひ
そ
め
聞
こ
え
し
」
と
あ
る
部
分
に
つ
い
て
、「
先
」
ず
「
入
内
」
さ
せ
る

と
い
う
「
源
氏
の
心
」
に
つ
い
て
は
諸
注
が
一
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
岷
江

入
楚
は
「
私
云
」
と
し
て
「
案
之
猶
秘
ノ
義
然
へ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
他
の
注

と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
「
弄
」
と
「
聞
」
の
み
で
あ
る
か
ら
、
岷
江
入
楚
は
、

「
秘
ノ
義
」
を
「
弄
」「
聞
」
と
比
較
し
て
「
秘
ノ
義
然
へ
し
」
と
記
し
た
こ
と
に

な
る
。
公
条
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
も
三
条
西
家
が
継
承
し
た
「
弄
花
抄
」
と

は
別
に
、「
秘
ノ
義
」
と
と
す
る
解
釈
を
通
勝
に
伝
え
た
。
こ
の
部
分
は
「
弄
」

「
聞
」
と
「
秘
ノ
義
」
と
が
異
な
っ
て
い
る
項
目
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
秘
ノ
義
」
が

「
弄
」「
聞
」
と
異
な
る
の
は
、
弄
花
抄
や
「
聞
」
が
入
内
す
る
事
の
み
を
記
す
の

に
対
し
て
、「
秘
」
は
「
源
の
心
は
先
宮
つ
か
へ
に
出
し
て
後
に
は
と
も
か
く
も
と

思
ひ
し
と
也
」と
、
入
内
さ
せ
た
後
の
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「
思
ひ

そ
め
聞
こ
え
し
」
に
続
く
「
心
は
違
ふ
さ
ま
な
め
れ
ど
」
に
つ
い
て
も
考
察
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
項
目
に
お
い
て
も
、
通
勝
は
、
公
条
が
、
通
勝
と
紹
巴
に
対
し
て
異
な
る

講
釈
を
し
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
聞
」
と
「
秘
ノ
義
」
と
を
対
比
さ
せ

て
、「
私
云
」「
案
之
猶
秘
ノ
義
然
へ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
通
勝
は
両
者
の
内
容

を
異
な
っ
て
い
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
「
秘
ノ
義
然

へ
し
」
と
、「
秘
ノ
義
」
を
採
用
し
た
。

こ
の
項
目
に
お
い
て
も
、「
秘
」
と
し
て
記
さ
れ
た
内
容
は
、
細
流
抄
・
明
星
抄

と
一
致
す
る
。

細
流
抄44　

お
も
ひ
そ
め　

源
の
心
は
ま
つ
宮
つ
か
へ
に
出
し
て
後
に
は
と
も
か
く

も
と
思
し
と
也

明
星
抄３４７　

思
ひ
そ
め　

源
の
心
は
先
宮
仕
に
出
し
て
後
に
は
と
も
か
く
も
と
思
し

と
也

「
秘
」
と
し
て
記
さ
れ
た
解
釈
が
細
流
抄
・
明
星
抄
と
一
致
す
る
か
ら
、「
秘
ノ

義
」
と
し
て
記
さ
れ
た
解
釈
は
、
実
隆
か
ら
公
条
に
伝
え
ら
れ
た
三
条
西
家
の
秘

説
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
で
も
「
聞
」
と
し
て
記
さ
れ
た
注

は
、
三
条
西
家
の
秘
説
で
は
な
く
、
公
条
が
紹
巴
等
に
講
釈
す
る
際
に
用
い
ら
れ

た
、
秘
説
と
は
異
な
る
新
た
な
解
釈
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、「
源
氏
物
語
の
二
段
階
伝
授
」
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。
岩
坪
健
氏
は
、
伊
勢
物
語
の
相
伝
に
お
い
て
行
わ
れ
た
「
古
注
」
と
「
本
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式
」の
二
種
類
の
講
釈
が
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
こ
と
を
想
定
し
て
、

「
源
氏
物
語
の
二
段
階
伝
授
」
を
記
さ
れ
た
（『
源
氏
物
語
古
注
釈
の
研
究
』
平
１１�

和
泉
書
院
）。
岷
江
入
楚
の
「
秘
」
と
「
聞
書
等
」
に
記
さ
れ
た
注
を
比
較
す
る
限

り
、
公
条
は
「
秘
」
と
「
聞
書
等
」
で
は
異
な
る
二
種
類
の
講
釈
を
し
て
い
た
と

推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
二
種
類
の
う
ち
で
、
細
流
抄
・
明
星
抄
と
一
致
す
る
三

条
西
家
の
秘
説
を
継
承
し
て
い
る
の
は
通
勝
自
身
が
継
承
し
た
「
秘
」
で
あ
り
、

「
聞
書
等
」
に
記
さ
れ
た
注
は
、「
秘
」
と
は
異
な
る
内
容
で
あ
っ
た
。
公
条
は
紹

巴
な
ど
に
講
釈
す
る
時
に
は
、
秘
説
と
は
異
な
る
解
釈
を
伝
え
る
事
が
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
小
川
氏
の
論
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
小
川
氏
は
「
三
条
西

家
の
血
脈
と
源
氏
学
の
継
承
を
自
負
す
る
通
勝
に
と
っ
て
、「
古
来
の
註
釈
を
一

覧
の
た
め
に
し
る
し
あ
つ
む
へ
き
く
は
た
て
」
を
完
遂
す
る
に
は
、
紹
巴
の
得
た

公
条
注
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
通
勝
が
こ
の

よ
う
な
情
報
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、『
岷
江
入
楚
』は
享
受
者
に
対
し
、
源
氏

学
は
三
条
西
家
に
収
斂
さ
れ
、
三
条
西
家
に
よ
っ
て
発
展
し
た
の
だ
、
と
い
う
印

象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。」
と
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、『
古
来
の
註
釈
書
を
一
覧
し
た
』と
の
序
を
持
つ
書
に
お
い
て
通

勝
が
こ
の
よ
う
な
情
報
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、『
岷
江
入
楚
』
は
享
受

者
に
対
し
、
源
氏
学
は
三
条
西
家
に
収
斂
さ
れ
、
三
条
西
家
に
よ
っ
て
発
展

し
た
の
だ
、
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
直

に
受
け
継
い
だ
自
分
た
ち
、
そ
し
て
そ
の
自
分
た
ち
が
作
成
し
た
『
岷
江
入

楚
』
そ
の
も
の
を
権
威
づ
け
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
く
。
数
多
く
の
注
が

並
記
さ
れ
た
五
十
五
巻
と
い
う
膨
大
な
書
物
の
序
跋
と
料
簡
に
置
か
れ
た
情

報
の
意
味
を
、
今
一
度
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

と
同
時
に
、
通
勝
が
周
到
に
情
報
操
作
を
し
な
が
ら
も
手
を
借
り
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
中
世
源
氏
学
に
お
け
る
連
歌
氏
た
ち
の
存
在

感
、
彼
ら
の
注
の
継
承
と
展
開
の
重
み
も
、
改
め
て
感
得
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
岷
江
入
楚
が
「
聞
」「
聞
書
」
と
し
て
引
用
し
た
「
公
条
注
」
は
、

「
三
条
西
家
の
血（

マ
マ
）脈

と
源
氏
学
」
を
「
継
承
」
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
三
条
西
家
の
源
氏
学
と
し
て
継
承
さ
れ
た
の
は
「
秘
」
あ
る
い
は
「
箋
」
と

し
て
記
さ
れ
た
秘
説
で
あ
り
、「
聞
」「
聞
書
」
と
し
て
引
用
さ
れ
た
「
秘
」
と
異

な
る
注
は
、
連
歌
師
な
ど
に
講
釈
す
る
た
め
に
公
条
が
作
っ
た
三
条
西
家
の
秘
説

と
は
別
系
統
の
注
釈
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

三
　�「
秘
」
と
す
る
注
が
あ
り
、「
聞
」「
聞
書
」
と
す
る
注
が
見
ら

れ
な
い
項
目

前
項
で
検
討
し
た
と
お
り
、
岷
江
入
楚
は
「
秘
」
と
し
て
公
条
説
を
記
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、「
秘
」
と
し
て
記
さ
れ
た
公
条
説
は
、「
聞
」

「
聞
書
」「
或
抄
」「
九
禅
」
と
し
て
記
さ
れ
た
公
条
説
の
内
容
と
は
異
な
っ
て
い

た
。
こ
う
し
た
内
容
の
相
違
の
他
に
、
岷
江
入
楚
真
木
柱
巻
に
は
、「
秘
」
と
し

て
記
さ
れ
た
注
記
の
み
で
「
聞
」「
聞
書
」
と
す
る
注
記
が
み
ら
れ
な
い
箇
所
が

多
数
あ
る
。
こ
れ
ら
の
大
半
は
、「
聞
」「
聞
書
」
の
み
な
ら
ず
「
或
抄
」「
九
禅
」

と
す
る
注
も
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
三
条
西
家
の
秘
説
と
し
て
継
承
さ
れ
た
と
推
察

さ
れ
る
。
そ
う
し
た
「
秘
」
の
中
に
、「
箋
」
が
「
秘
」
を
否
定
し
た
注
記
が
見
ら

れ
る
。
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３　

７4　

又
う
し
ろ
や
す
さ
も

岷
江
入
楚
「
７4
」「
又
う
し
ろ
や
す
さ
も
」
の
注
記
に
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い

る
。

又
う
し
ろ
や
す
さ
も

秘　

か
く
は
く
ゝ
む
こ
と
は
え
忘
れ
給
ま
し
き
と
也

箋
曰
非
也　

琴
を
枕
に
て
も
心
を
や
ふ
り
給
は
ぬ
を
大
将
の
を
し
た
ち
給
へ

る
に
て
源
の
心
を
今
思
ひ
し
り
給
ふ
へ
し
と
也

私
云
以
上
秘
ノ
分
也

弄
実
事
な
と
な
き
事
聞
同

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
他
の
注
釈
書
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

細
流
抄３9　

か
く
は
く
ゝ
む
事
は
え
忘
れ
給
ま
し
き
と
也

孟
津
抄５１　

又
う
し
ろ
や
す
さ
も　

此
よ
に
た
く
ひ
な
き
ほ
と
を
さ
り
と
も
と
な
む

た
の
も
し
き
と
聞
え
給
ふ
を　

源
詞
也　

う
し
ろ
や
す
さ
も
と
は
実
事
な
と

な
き
事
也

紹
巴
抄4７　

又
う
し
ろ
や
す
さ
も　

実
事
な
と
な
き
事
也　

た
く
ひ
な
く
心
安
て
過

し
し
間
又
如
此
な
る
ゝ
も
た
の
も
し
き
と
可
心
得
也

こ
の
項
に
お
い
て
も
、
公
条
は
、
紹
巴
な
ど
に
は
細
流
抄
・
明
星
抄
・「
秘
」
と

は
異
な
る
解
釈
を
伝
え
て
い
る
。「
秘
」
と
し
て
記
さ
れ
た
「
か
く
は
く
ゝ
む
こ
と

は
え
忘
れ
給
ま
し
き
と
也
」
と
す
る
注
釈
は
、
細
流
抄
・
明
星
抄
に
も
ほ
ぼ
同
文

が
載
る
こ
と
か
ら
、
三
条
西
家
の
秘
説
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、「
秘
」
と
し
て
記
さ
れ
た
「
か
く
は
く
ゝ
む
こ
と
は
え
忘
れ
給

ま
し
き
と
也
」
に
つ
い
て
、「
箋
曰
非
也
」
と
あ
る
。「
箋
」
す
な
わ
ち
三
条
西
実

枝
は
、「
非
也
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
琴
を
枕
に
て
も
心
を
や
ふ
り
給

は
ぬ
を
大
将
の
を
し
た
ち
給
へ
る
に
て
源
の
心
を
今
思
ひ
し
り
給
ふ
へ
し
と
也
」

と
す
る
説
を
記
し
て
い
る
。「
秘
」
と
し
て
記
さ
れ
た
「
か
く
は
く
ゝ
む
こ
と
は
え

忘
れ
給
ま
し
き
と
也
」
と
い
う
公
条
説
に
つ
い
て
「
箋
」
す
な
わ
ち
実
枝
が
「
非

也
」
と
し
て
示
し
た
内
容
で
あ
る
か
ら
、「
私
云
以
上
秘
ノ
分
也
」
と
あ
る
「
秘

ノ
分
」
は
、
公
条
説
を
指
す
の
で
は
な
く
、
秘
説
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ

う
。「
秘
」
と
す
る
注
に
、
岷
江
入
楚
は
「
私
云
」
と
し
て
「
以
上
秘
ノ
分
也
」
と

注
記
し
て
い
る
。「
聞
」「
聞
書
」
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
。
三
条
西
家
の
秘
説
と

想
定
さ
れ
る
公
条
説
と
推
定
さ
れ
る
「
秘
」
と
す
る
注
記
に
つ
い
て
、
公
条
の
子

実
枝
が
「
非
也
」
と
言
い
、「
箋
」
独
自
の
説
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
通
勝
が
「
私
云
以
上
秘
ノ
分
也
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た

「
箋
」と
す
る
記
述
は
、
文
字
通
り
、
三
条
西
家
最
奥
の
秘
説
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。こ

の
よ
う
に
「
秘
」
と
「
箋
」
が
異
な
る
こ
と
は
時
折
見
ら
れ
る
。
三
条
西
家

の
源
氏
学
を
窺
う
た
め
に
注
目
す
べ
き
記
述
と
い
え
よ
う
。「
秘
」
と
「
箋
」
に
つ

い
て
は
、
稿
を
改
め
た
い
。
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四
　「
秘
」
と
す
る
注
が
見
ら
れ
な
い
項
目

公
条
は
、
実
枝
の
他
に
、
九
条
稙
通
、
紹
巴
、
な
ど
様
々
な
門
弟
に
講
釈
を
し

た
が
、「
秘
」
と
し
て
通
勝
に
伝
え
た
秘
説
の
一
部
は
「
聞
」「
聞
書
」
な
ど
に
は

見
ら
れ
な
い
こ
と
を
記
し
た
。
そ
の
一
方
で
、「
聞
」「
聞
書
」
に
は
あ
る
と
さ
れ

る
が
、「
秘
」と
し
た
注
は
記
さ
れ
て
い
な
い
項
目
が
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
小
川
氏

の
言
う「
紹
巴
が
所
持
し
て
い
る
」「
自
分
た
ち
が
入
手
し
た
書
物
で
は
知
り
得
な

か
っ
た
公
条
注
」
と
い
え
よ
う
。
次
に
こ
う
し
た
項
目
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

４　

５３１　
「
聞
書
に
は
引
哥
ア
リ　

秘
に
は
引
哥
の
沙
汰
な
し
」

「
秘
」
に
は
記
さ
れ
ず
「
聞
」「
聞
書
」
に
の
み
見
ら
れ
る
注
に
は
、
引
歌
の
指

摘
が
多
い
。
２１１
で
は
「
河
」
と
し
て
和
歌
を
引
用
し
た
後
「
聞
書
に
も
此
哥
を
引
」

と
記
し
、
５３１
で
は
「
河
」
と
し
て
引
歌
を
あ
げ
た
後
「
聞
書
に
は
引
哥
ア
リ　

秘

に
は
引
哥
の
沙
汰
な
し
」
と
記
す
。
い
ず
れ
の
引
歌
も
「
秘
」
と
す
る
注
に
は
見

ら
れ
な
い
。
一
方
、紹
巴
抄
に
は
こ
れ
ら
の
引
歌
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

岷
江
入
楚
は
紹
巴
抄
の
引
歌
を
引
用
し
な
い
。「
聞
書
に
も
此
哥
を
引
」
と
、
紹

巴
抄
に
引
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
事
を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
引
歌
も

河
海
抄
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
、
岷
江
入
楚
に
重
ね
て
引
用
す
る
必
要
が
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
引
歌
の
指
摘
は
、
紹
巴
に
は

伝
え
ら
れ
た
が
、
公
条
か
ら
通
勝
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
こ
の
引
歌
が
「
不
可
欠
」
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
自
分
た
ち
が
入

手
し
た
書
物
で
は
知
り
得
な
か
っ
た
公
条
注
」で
あ
り
、「
紹
巴
か
ら
得
た
注
を
採

用
す
る
、
し
か
し
紹
巴
経
由
で
あ
る
こ
と
は
明
記
し
な
い
」
と
い
う
「
情
報
操
作
」

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
２１１
で
も
５３１
で
も
、「
聞
書
に
」「
引
哥
」

が
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
引
歌
を
引
用
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
引

歌
の
指
摘
は
、「
自
分
た
ち
が
入
手
し
た
書
物
で
は
知
り
得
な
か
っ
た
公
条
注
」で

は
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
書
き
記
す
ま
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

５　

２２４
「
又
諸
抄
此
二
首
の
引
歌
不
載
之
」

２２４
に
は
「
又
諸
抄
此
二
首
の
引
歌
不
載
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
諸
抄
」
は

「
此
二
首
の
引
歌
」
を
「
載
」
せ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
紹
巴
抄

を
見
る
と
、
二
首
の
引
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
紹
巴
抄
は
岷
江
入
楚
の

い
う
「
諸
抄
」
に
は
該
当
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
岷
江
入
楚
の
引
用
書

目
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、「
聞
書
」
に
は
、「
秘
」
に
見
ら
れ
な
い
引
歌
が
指
摘
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
引
歌
の
み
な
ら
ず
、
系
図
も
記
さ
れ
て
い
る
。
巻
は
異
な
る
が
、

岷
江
入
楚
「
藤
袴
」
１９１
「
こ
の
大
将
は
」
の
注
に
、「
聞　

髯
黒
の
系
図
を
か
け

り
」
と
記
す
。「
聞
」
す
な
わ
ち
紹
巴
の
注
釈
書
に
は
「
髯
黒
の
系
図
」
が
あ
る
と

記
す
が
、
岷
江
入
楚
に
は
系
図
を
載
せ
な
い
。
紹
巴
抄
に
系
図
が
あ
る
事
を
示
す

も
の
の
、
系
図
自
体
は
引
用
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
聞
」「
聞
書
」
に
は
、「
秘
」
に
は
見
ら
れ
な
い
引
歌
の
指
摘
や

系
図
が
あ
る
。
公
条
は
、
紹
巴
に
対
し
て
、
三
条
西
家
の
秘
説
を
伝
え
る
「
秘
」

と
は
異
な
る
指
導
を
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
岷
江
入
楚
の
「
秘
」
と
「
聞
書

等
」
に
記
さ
れ
た
注
を
比
較
す
る
限
り
、
公
条
は
「
秘
」
と
「
聞
書
等
」
で
異
な
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一
一

る
二
種
類
の
講
釈
を
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
岩
坪
健
氏
が
指
摘

さ
れ
た
「
源
氏
物
語
の
二
段
階
伝
授
」
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

本
廣
陽
子
氏
は
長
珊
聞
書
を
検
討
し
て
、
公
条
の
連
歌
師
に
対
す
る
講
釈
は

「
源
氏
物
語
に
習
熟
し
て
い
な
い
人
に
も
分
か
る
よ
う
に
、
適
宜
説
明
を
加
え
な

が
ら
、当
時
の
口
語
で
か
み
砕
い
て
説
明
し
て
い
た
」と
さ
れ
た
。
三
条
西
家
の
秘

説
と
公
条
の
連
歌
師
に
対
す
る
講
釈
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

注（
１
）
徳
岡
涼
氏
「
伝
細
川
幽
斎
筆
『
源
氏
物
語
』
の
書
入
れ
に
つ
い
て
」（
上
智
大
学
国

文
学
論
集
３１
、
平
１０
）、『
岷
江
入
楚
』
所
引
「
聞
」「
聞
書
」
に
つ
い
て
」（
上
智
大

学
国
文
学
論
集
３３
、
平
１2
）

（
２
）
引
用
は
『
岷
江
入
楚
』（
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
）
に
よ
る
。

（
３
）
注
（
１
）
論
文

（
４
）
引
用
は
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
『
年
報
』
に
よ
る
。

（
５
）
引
用
は
永
禄
奥
書
紹
巴
抄
（
翻
刻　

平
安
文
学
資
料
稿
）
に
よ
る
。

（
６
）
岷
江
入
楚
の
「
聞
」「
聞
書
」
に
つ
い
て
、
お
よ
び
永
青
文
庫
蔵
本
の
書
入
れ
に
つ

い
て
は
、「
岷
江
入
楚
の
「
聞
」「
聞
書
」」（
中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢　

平

26
・
１１
）、「『
幽
斎　

源
氏
物
語
聞
書
』
の
書
入
を
め
ぐ
っ
て
」（
同
）
で
検
討
を
加

え
た
。

（
７
）『
岷
江
入
楚
』
ー
諸
説
集
成
の
思
想
ー
（
前
田
雅
之
編
『
中
世
の
学
芸
と
古
典
注
釈
』

竹
林
舎　

平
2３
）

（
８
）『
長
珊
聞
書
』（
源
氏
物
語
抄
）
に
つ
い
て
（『
金
子
金
治
郎
博
士
古
稀
記
念
連
歌
と

中
世
文
芸
』
昭
５2
・
2
）

（
９
）
以
下
、
源
氏
物
語
古
注
釈
の
引
用
は
源
氏
物
語
古
注
集
成
に
よ
る
。

（
１０
）『
長
珊
聞
書
』
に
見
ら
れ
る
公
条
説
（『
中
古
文
学
』
9０
、
平
24
・
１１
）

（
１０
）

付
記�　

本
稿
は
、
平
成
2５
年
１０
月
26
日
東
北
大
学
に
お
け
る
中
古
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
け

る
口
頭
発
表
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
に
つ
い
て
、
多
く
の
御
高
配
・
御
教
示

を
賜
っ
た
。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。
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