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菊
亭
本

『文
机
談
』
の
性
格

‐
伏
見宮
本
と
の比較
を
中
心
に―

は
じ
め
に

『文
机
談
』
は
、
文
永
末
年
頃

（
一
二
七
四
）
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ

る
楽
書
で
あ
る
。
本
書
は
、
著
者
隆
円
が
某
寺
の
仁
王
堂
で
、
聞
き
手
の

尼
に
問
わ
れ
る
ま
ま
に
、
本
朝
琵
琶
の
歴
史
を
夜
通
し
語
っ
た
と
い
う
歴

史
物
語
風
の
構
成
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
人
物
に
関
す
る
逸
話
が

中
心
で
、
ま
た
そ
の
逸
話
は
琵
琶
の
相
承
系
譜
に
従
う
か
の
よ
う
に
語
ら

れ
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
形
式
を
持

っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
話
の

中
に
は
、

『古
事
談
』
や

『十
訓
抄
』

『古
今
著
聞
集
』
な
ど
の
説
話
集

と
の
類
話
も
認
め
ら
れ
、
説
話
伝
承
を
考
え
る
上
で
も
注
目
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。

現
在
、

『文
机
談
』
の
伝
本
と
し
て
は
九
本
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
八
本
は
、
鎌
倉
末
期
ご
ろ
写
の
京
都
大
学
図
書
館
蔵
菊
亭
本

（以
下

菊
亭
本
と
略
称
す
る
）
と
同
系
の
本
文
を
も
ち
、
文
和
四
年

（
一
二
五
五
）

以
後
、
南
北
朝
末
か
ら
室
町
初
期
ま
で
の
写
と
さ
れ
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

中

原

　

香

苗

伏
見
宮
本

（同
じ
く
伏
見
宮
本
と
略
称
す
る
）
の
み
が
別
系
統
の
本
文
を

持
つ
と
さ
れ
て
い
る

（１
）
。

菊
亭
本
は
、
五
巻
五
冊
か
ら
成
り
、
そ
の
う
ち
巻

一
首
部
、
及
び
巻
二

後
半
部
を
欠
き
、
そ
の
ほ
か
落
丁
箇
所
も
ま
ま
見
ら
れ
る
。
伏
見
宮
本
は
、

巻
二
の
み
の
零
本
で
あ
る
。

『文
机
談
』
で
は
項
目
ご
と
に
朱
筆
の
見
出

し
が
付
さ
れ
て
い
る
。
両
本
が
と
も
に
存
す
る
巻
二
前
半
部
に
つ
い
て
比

較
す
る
と
、
ほ
ぼ
同
内
容
を
記
し
て
い
る
も
の
の
、
見
出
し

ｏ
本
文
と
も

に
異
同
が
著
し
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
相
馬
氏
は
、
総
体
的
に
菊
亭
本
の
方

に
挿
話
や
語
句
の
増
加
が
見
ら
れ
、
菊
亭
本
が
伏
見
宮
本
の
語
句
の
重
複

を
整
理
し
て
い
る
と
の
観
点
か
ら
、
伏
見
宮
本
が
稿
本
系
、
菊
亭
本
が
そ

れ
を
修
訂
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る

（２
）
。
そ
れ
に
対
し
岩
佐
氏

は
、
基
本
的
に
は
相
馬
氏
の
意
見
を
認
め
つ
つ
も
、
部
分
的
に
は
問
題
が

残

っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る

（３
）
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
相
馬
氏
の
意
見
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
両
本
の
本
文
は
い

ま
だ
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
よ
り
詳
細
な
比
較
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検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
両
本
の
よ
り
詳
細
な
検
討
を
行
な
い
、
両
本
の
性
格
に
つ

い
て
、
相
馬
氏
の
論
考
に
若
干
の
補
訂
を
加
え
た
い
と
思
う
。
そ
の
上
で
、

こ
と
に
稿
本
系
の
本
文
に
改
変
を
加
え
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
菊
亭
本
に

注
目
し
、
増
補
や
修
訂
な
ど
の
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
部
分
を
指
摘
し
、

そ
れ
が

『文
机
談
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
考
察
す

る
。
ま
た
、
菊
亭
本
の
改
変
部
分
の
伝
承
に
つ
い
て
も
、

『文
机
談
』
の

説
話
伝
承
に
対
す
る
態
度
と
関
連
し
て
、
若
干
の
考
察
石
加
え
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る

（４
）
。

一

本
節
で
は
、

『文
机
談
』
の
中
心
を
な
す
人
物
伝
の
う
ち
経
歴
な
ど
に

関
す
る
記
述
に
つ
い
て
注
目
し
、
両
本
の
比
較
を
行
な
う
。
そ
し
て
、
菊

亭
本
が
伏
見
宮
本
を
修
訂
し
た
本
文
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
、
同
時
に
菊

亭
本
の
修
訂
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
。

ま
ず
、
本
朝
琵
琶
の
祖
藤
原
貞
敏
の
経
歴
を
記
し
た
部
分
に
つ
い
て
比

較
し
て
み
る
。
貞
敏
に
つ
い
て
は

『日
本
三
代
実
録
』

（以
下

『
三
代
実

録
』
と
略
称
す
る
）
貞
観
九
年

（八
六
七
）
十
月
四
日
条
に
卒
伝
が
見
え

る
。

『文
机
談
』
で
は
、
貞
敏
伝
に
つ
い
て
は
両
本
と
も
ほ
ぼ
そ
の
全
体

を
こ
れ
に
拠

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
は
、
両
本
で
検
討
を
加
え
よ

う
と
し
て
い
る
経
歴
に
関
す
る
部
分
の
み
、
対
照
の
た
め
両
本
と
と
も
に

あ
げ
て
お
く
。

（伏
見
宮
本
〉

こ
の
貞
敏
は
右
大
臣
不
比
等
の
玄
孫
、
独
僚
存
京
大
夫
麻
呂
の
曽
孫
、

従
三
位
弾
正
ヂ
浜
成
卿
の
孫
、
刑
部
卿
鉗
ヨ
団
綱
彦
列
銅
六
男
也
「

濁
利
コ
錮
日
美
絹
欄
測
引
Ｈ
ヨ
鋼
国
大
目
‥こ―
国
測
劉
劇
目
の
大
刺
元

錮
劇
瀾
朝
倒
利
利
六
鋼
日
制
測
劉
ｄ
洲
剌
劉
０
ガ
川
ｑ
ｄ
ｕ
帰
朝
¶

夷
側
コ
鋼
掃
剖
頭
―こ―
個
■
剣
釧
刈
釧
剰
側
嘲
剣
Ⅶ
Ⅶ
劃
酬
酬
洲
¶
刈

洲
到
¶
創
閾
個
の
冽
到
司
ｕ
刊
測
―ゞ
劃
劇
川
□
翻
鞘
「
倒
ｄ
コ
側
例

君
日
つ―
洲
劇
劇

〈菱
量
ｅ

さ
て
割馴
Ⅶ
綱
洲
劃
剣
¶
Ⅶ
酬
Ⅶ
馴
酬
酬
酬
劉
硼
¶
一男
大
け
ん
も

ち
良
臣
あ
り
け
れ
ど
も
み
ち
を
つ
た
へ
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
（５
）

冨
一代
実
録
』
貞
観
九
年
十
月
四
日
条

〇
四
日
己
巳
ｏ
従
五
位
上
行
掃
部
頭
藤
原
朝
臣
貞
敏
卒
。
劇
閾
習
副

刑
罰
馴
鉗
ヨ
団
用
嗣
フ
劉
調
¶
潮
「
ぶ
‘
帆
・■
愛
音
楽
。
好
學
・
鼓
琴

「
尤
釜
量
ｒ
〓
勇

ョ
ヨ
目
コ
ｑ
曇
網
盪

ま

遺
佳
擁
踊
菅

「
コ
釧
到
「
大
自
「
達
二
上
都
「
逢
Ｔ
能
弾
＾
≡
買

者
劉
二
郎
・
。

…
中
略
…
明
年
聘
礼
既
畢
。
解
レ
統
帰
「
郷
ｑ
臨
レ
別
劉
二
郎
設

鯉

畿

贈
Ｌ

薔
場
謹
彗

唇

一
面
。
日星

「

否

困

鞘

¶

烈

朝
祠
利
六
鋼
也
劇
七
年
墨

参
河
介
。
八
年
遷
‘
主
殿
助
・
・
。
２
曝
量

〓
雅
楽
勁
。
九
年
春
授
二
従
五
位
下
「
数
歳
転
レ
頭
。
斉
衡
三
年
兼

・
備
前
介
。
明
春
加
（
従
五
位
上
「
知
釧
コ
鋼
Ｉ

母
憂

解
レ
官
。
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胆
昌
「
悧
ヨ
覇
ゴ
馴
測
釧
到
洲
酬
剣
酬
釧
劉
洲
洲
「

劇

制
刀
「
個
冽
劃
∃
馴
「
田
劃
∃
コ
司
Ｊ
国
謝
口
瓢
瑠
認
芦

昴

殊

一聾
。
一戸
価
婚
置
塁
電
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（６
）

冨
一代
実
録
』
と
伏
見
宮
本
の
み
が
対
応
す
る
部
分
に
は
傍
線
、
両
本

と
対
応
す
る
部
分
に
は
二
重
傍
線
を
付
し
て
お
い
た
。

ま
ず
、　
コ
一代
実
録
』
と
伏
見
宮
本
の
比
較
を
行
な
う
。
伏
見
宮
本
の

貞
敏
の
略
歴
は
、
伏
見
宮
本
が
先
祖
に
つ
い
て
詳
述
す
る
ほ
か
は
、

『三

代
実
録
』
の
経
歴
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
書
き
下
し
た
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
伏
見
奮
禾
が

『三
代
実
録
』
を
出
典
と
し
て
い

る
こ
と
、
及
び
そ
の
引
用
態
度
が
出
典
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
伏
見
宮
本
が
稿
本
系
で
あ
る

一
つ
の
根
拠
と
い
え
よ
う
。

但
し
、
伏
見
宮
本
で
二
重
傍
線
を
施
し
た
貞
敏
の
卒
年
は
、
貞
観
六
年

（八
六
四
）
で
、　
コ
一代
実
録
』
の
卒
伝
、
貞
観
九
年
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、　
コ
一代
実
録
』
の

「貞
観
六
年
兼
‘
備
中
企
。
卒
時
年
六

十

一
」
と
い
う
本
文
の
続
き
具
合
か
ら
、
単
に
貞
敏
の
備
中
介
任
官
の
年

を
示
す
に
過
ぎ
な
い
年
時
を
、
伏
見
宮
本
が
貞
敏
の
卒
年
と
誤
解
し
た
こ

と
に
拠
る
。
こ
の
誤
り
は
、
伏
見
宮
本
が
出
典
を
忠
実
に
記
そ
う
と
し
た

こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〓
夜

菊
亭
本
は
、
伏
見
宮
本
と
比
較
す
る
と
、
貞
敏
の
先
祖
に
つ
い

て
は
全
く
ふ
れ
ず
、
ま
た
貞
敏
の
経
歴
な
ど
も
詳
し
く
記
さ
ず
に
卒
年
と

卒
年
時
の
年
令
の
み
を
記
し
、
伏
見
宮
本
に
は
な
い
貞
敏
の
子
良
臣
が
道

を
伝
え
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

卒
年
と
卒
年
時
の
年
令
は
、
伏
見
宮
本
が

『三
代
実
録
』
か
ら
貞
敏
の

略
歴
を
構
成
す
る
際
に
生
じ
た
誤
解
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
。
こ

の
点
か
ら
、
菊
亭
本
は
伏
見
宮
本
の
記
す
貞
敏
の
経
歴
に
関
す
る
記
述
の

う
ち
、
卒
年
と
卒
年
時
の
年
令
だ
け
を
残
し
、
詳
し
い
経
歴
は
省
略
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
菊
亭
本
は
貞
敏
の
先
祖
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
が
、

伝
の
冒
頭
に
近
い
と
こ
ろ
で

「
こ
の
貞
敏
は
刑
部
卿
継
彦
卿
の
第
四
の
子
、

わ
か
く
よ
り
琴
を
ひ
き
給
」
と

一
度
言
及
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
伏
見
宮
本
も
、
同
じ
箇
所
で

「
こ
の
貞
敏
は
刑
部
卿

藤
原
継
彦
の
第
六
の
子
、
わ
か
く
よ
り
琴
を
ひ
き
給
き
」
と
し
、
こ
の
よ

う
な
形
で
は
、
貞
敏
の
出
自
が
二
箇
所
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
菊
亭

本
は
、
こ
の
重
複
を
整
理
し
て
形
式
を
整
え
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
部
分
の
出
典
で
あ
る

『
三
代
実
録
』
の

「貞
敏
者
。
刑
部
卿

従
三
位
継
彦
之
第
六
子
也
。
少
耽
「
愛
音
楽
。
一妊
肇

鼓
琴
「
」
と
比
較

す
る
と
、
伏
見
宮
本
は
、
貞
敏
を

「第
六
の
子
」
と
し
、
こ
こ
で
も
出
典

の

冨
一代
実
録
』
に
忠
実
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
菊
亭
本
は

「第
四
の

子
」
と
し
て
お
り
、
出
典
と
も
伏
見
宮
禾
と
も
食
い
違
い
を
生
し
て
い
る

が
、
こ
れ
を

一
概
に
誤
り
と
し
て
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
貞
敏
は

『尊
早
分
脈
』
で
は
第
四
子
と
さ
れ
て
お
り
、
菊
亭
本
の
よ
う
な
伝
承
も

存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
菊
亭
本
が
本
文

に
改
変
を
加
え
る
際
に
、
伏
見
宮
本
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
例
え
ば

『尊

卑
分
脈
』
の
よ
う
な
伏
見
宮
本
と
は
別
の
資
料
を
も
披
見
し
、
そ
の
伝
承

の
方
を
採
用
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

卒
年
に
続
け
て
、
貞
敏
の
子
良
臣

（７
）
が
道
を
伝
え
な
か
っ
た
こ
と
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を
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
部
分
の
伏
見
宮
本
の
出
典
の

『
三
代
実
録
』

に
も
な
い
文
辞
で
、
菊
亭
本
が
新
た
に
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
叙

述
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
菊
亭
本
は
、
貞
敏
の
琵
琶
が
子
孫
に
ど

の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
道

の
相
承
が
行
な
わ
れ
た
か
に
重
点
を
お
い
て
語
ろ
う
と
の
意
図
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
菊
亭
本
は
、
貞
敏
個
人
の
経
歴
を

省
略
し
、
子
の
良
臣
が
道
を
伝
え
な
か
っ
た
こ
と
を
記
す
こ
と
で
、
道
の

相
承
を
重
視
す
る
と
い
う
態
度
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
同
じ
く
清
和
天
皇
の
条
に
つ
い
て
、
両
本
の
比
較
を
行
な
う
。

こ
の
場
合
は
、

『大
鏡
』
上

。
清
和
天
皇
紀
が
伏
見
宮
本
の
清
和
天
皇
の

経
歴
に
つ
い
て
の
出
典
と
み
ら
れ
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
本
文
を
あ
げ
て
お

〈伏
見
宮
本
〉

一
、
計
利
測
到
１
剣
硼
剣
回
釧
剣
Ⅶ
ｌ
征
瑳
期
簾
媛
膚
ど
申
。
い
ま

だ
ま
う
け
の
君
に
て
わ
た
ら
せ
を
は
し
ま
し
け
る
よ
り
音
楽
に
ふ
け

り
て
、
常
に
こ
の
貞
敏
を
め
し
て
曲
を
う
け
さ
せ
給
。
…
中
略
…
御

笛
を
さ
へ
い
み
じ
く
あ
そ
ば
さ
れ
け
り
。
御
師
に
は
大
田
丸
ぞ
ま
い

り
け
る
。
こ
の
御
門
は
、
剣
硼
劉
釧
馴
洲
湖
到
洲
瑚
剌
¶
劃
酬
劃
劇

酬
馴
酬
１
が
「
刻
開
＝
ｄ
引
劃
洲
割
馴
釧
到
嘉
利
ヨ
釧
ヨ
則
引
ヨ
副

也
１
刑
創
劇
ｄ
制
ゆ
う
引
目
引
引
劉
Ｊ
斜
「
劃
創
月
錮
コ
則
「
日
、

刊
コ
＝
ｄ
側
列
劇
「
劃
日
ｕ
ｄ
ｕ
潮
引
割
引
川
錮
「
元
園
ヨ
錮
ヨ
測

川
副
、
汁
に
て
測
ｄ
引
ｄ
―ゝ
、
水
尾
山
に
か
き
こ
も
ら
せ
給
。
さ
り

け
れ
ど
も
御
笛
を
ば
な
を
御
座
の
あ
た
り
に
を
か
れ
け
る
と
か
や
。

帝
王
の
御
灌
頂
、
こ
れ
を
は
じ
め
と
す
。

〈菊
亭
本
〉

一
、
潮
利
測
到
酬
剣
硼
剣
回
酬
側
Ⅶ
到
御
母
儀
染
殿
后
と
申
。
儲
公

の
御
時
よ
り
つ
ね
に
貞
敏
を
め
し
て
こ
の
道
を
さ
ぐ
ら
せ
を
は
し
ま

す
。
…
中
略
■
図
面
笛
を
さ
へ
め
で
た
く
あ
そ
ば
さ
れ
け
り
。
御
師

に
は
大
田
丸
ぞ
ま
い
り
け
る
。
嘲
刺
矧
創
副
翻
翻
洲
酬
Ⅶ
Ⅶ
釧
Ⅶ
酬
到

酬
翻
馴
翻
硼
Ⅷ
洲
Ⅶ
馴
Ⅶ
劇
瑚
で
た‐
き
剣
吉
例
の
君
―こ‐
で
お
だ
デリ
せ
給

と
て
こ
と
に
か
し
づ
き
申
さ
せ
給
け
れ
ば
、
世
も
こ
れ
を
あ
ふ
ぎ
ま

い
ら
せ
け
る
に
あ
は
せ
て
、
御
の
う
さ
へ
か
や
う
に
い
み
じ
く
て
末

代
の
鏡
に
て
わ
た
ら
せ
を
は
し
ま
す
。

『大
鏡
』
上

次
の
帝
、
清
和
天
皇
と
申
し
け
り
。
支
葎
美
コ
硼
例
祠
コ
固
ヨ
洲
例
瑠

御
母
、
皇
太
后
宮
明
子
と
申
し
き
。
太
政
大
臣
良
房
の
お
と
ど
の
御

女
な
り
。
Ｊ
ｄ
潮
「
ゴ
創
到
コ
ヨ
綱
劃
「
倒
「
コ
到
則
日
「
母
方
の
御

祖
父
、
お
ほ
き
お
と
ど
の
パ
引
刻
ｄ
家
目
ｄ
、
剣
酬
釧
側
劇
到
洲
Ⅶ

矧
釧
測
刻
Ⅶ
釧
洲
Ⅶ
則
Ⅶ
剣
Ⅶ

・・
――
劃
洲
洲
劃
利
硼
酬
酬
Ⅶ
冽
刺

ヽ
１
り
か
‥こ‐

況
ざ
ヽ
ぽ
ｄ
や
か
ば
潮
で
た‐
が
引
げ
む
ど
料
は
え‐
ば
べ
れ
。
…
中
略

…
や
が
て
生
れ
た
ま
ふ
年
の
十

一
月
二
十
五
日
戊
成
、
東
宮
に
た
ち

た
ま
ひ
て
、
天
安
二
年
戊
寅
八
月
二
十
七
日
、
翻
引
引
「
測
冽
創
周
］

づ
が
Ｊ
測
ヨ
剰
刊
目
翻
コ
綱
「
樹
型
「
尉
甥
「
劇
倒
四
川
ゴ
倒
鋼
洲
ヨ

洲
引
「
世
日
測
倒
測
訓
測
剖
劃
司
ｄ
引
川
鋼
「
同
じ
十
八
年
十

一
月

二
十
九
日
、
染
殿
院
に
て
お
り
さ
せ
た
ま
ふ
。
男
園
ヨ
引
ヨ
則
川
副
、

制
酬
家
「
水
尾
の
帝
と
申
す
。
…
下
略
…
　
　
　
　
　
　
　
　
（８
）
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『大
鏡
』
と
伏
見
宮
本
の
み
が
対
応
す
る
部
分
に
傍
線
、
菊
亭
本
の
み

と
対
応
す
る
部
分
に
破
線
、
両
本
と
対
応
す
る
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し

た
。両

本
と

『大
鏡
』
と
の
比
較
を
行
う
。
伏
見
宮
本
は
、
天
皇
の
略
歴
に

関
す
る
記
述
を
ほ
ぼ

『大
鏡
』
に
拠
り
、
そ
の
引
用
態
度
は
、
出
典
に
忠

実
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
貞
敏
伝
で
得
ら
れ
た
伏
見
宮
本
の
傾
向
と
同
じ
で

あ
る
。

菊
亭
本
は
、
破
線
部
の
よ
う
に
伏
見
宮
本
に
な
い
記
述
で

『大
鏡
』
を

参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
を
持
っ
。
ま
た
、
貞
敏
伝
の
場
合
と
同
様
、

個
人
的
な
経
歴
に
つ
い
て
は
か
な
り
省
略
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
皇
が

出
家
後
も
笛
を
御
座
の
そ
ば
に
置
い
て
い
た
と
い
う
伏
見
宮
本
の
逸
話
を

記
さ
ず
、
そ
の
か
わ
り
に

「め
で
た
き
御
吉
例
の
君
に
て
」
以
下
を
記
す
。

そ
の
う
ち
破
線
部
は

『大
鏡
』
の
破
線
部
を
う
け
て
な
さ
れ
た
記
述
で
あ

２？
つ
。

伏
見
宮
本
に
記
す
清
和
天
皇
と
笛
に
関
す
る
逸
話
は
何
に
拠

っ
た
も
の

か
不
明
で
あ
る
が
、
他
の
部
分
で
は
伏
見
宮
本
の
方
が
出
典
に
近
い
こ
と

か
ら
推
し
て
、
菊
亭
本
が
伏
見
宮
本
の
本
文
を
改
変
し
た
も
の
と
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
菊
亭
本
の

「御
の
う
さ
へ
か
や
う
に

い
み
じ
く
て
」
以
下
の
記
述
は
、
伏
見
宮
本
の
笛
に
関
す
る
逸
話
を
除
い

て
、
そ
の
か
わ
り
に
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
菊
亭
本

は
天
皇
の
笛
に
関
す
る
逸
話
を
除
き
、

「
御
の
う
」
と
い
う
笛
に
限
定
さ

れ
な
い
天
皇
の
芸
能
の
才
を
あ
ら
わ
す
叙
述
に
差
し
替
え
て
い
る
の
で
あ

２つ
。

両
本
と
も
天
皇
の
笛
の
技
量
に
関
し
て
簡
単
に
言
及
し
て
い
る
が
、
伏

見
宮
本
の
本
文
で

「御
笛
を
さ
へ
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ

う
に
、
伏
見
宮
本
で
は
笛
の
技
量
は
さ
ほ
ど
重
く
見
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
は
、
菊
亭
本
で
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
菊
亭
本
は
、
天
皇
の
笛
の
技

量
を
表
す
文
辞
の
前
に

「
又
」

（文
字
を
囲
ん
だ
部
分
）
と
い
う
添
加
を

あ
ら
わ
す
副
詞
を
付
加
し
て
い
る
。
こ
の
副
詞
を
加
え
る
こ
と
で
、
笛
の

技
量
は
、
琵
琶
に
関
す
る
技
量
の
付
加
的
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
生
じ
て
い
る

（９
）
。
つ
ま
り
、
菊
亭
本
は
こ
の
一
語
を
加
え
て
、

伏
見
宮
本
で
の
清
和
天
皇
と
笛
に
関
す
る
印
象
を
弱
め
よ
う
と
し
、
相
対

的
に
天
皇
の
琵
琶
に
関
す
る
事
柄
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
琵
琶
に
比
重
を
お
い
て
語
ろ
う
と
す
る
菊
亭
本
の
一
つ

の
態
度
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
二
例
か
ら
、
伏
見
宮
本
は
出
典
に
忠
実
で
あ
り
、
従
っ
て
従
来

い
わ
れ
る
よ
う
に
伏
見
宮
本
が
稿
本
系
で
、
菊
亭
本
は
そ
れ
に
省
略
や
増

補

。
記
事
の
差
し
替
え
な
ど
の
改
変
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
ま
た
、
菊
亭
本
の
改
変
は
、
道
の
相
承
や
、
楽
器
の
中
で
も

琵
琶
に
関
す
る
事
柄
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
な
改
変
は
、

『文
机
談
』
の
形
式
と
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。

『文
机
談
』
が
、
相
承
系
譜
の
如
く
人
物
に
関
す
る
逸
話
を
中
心
に

琵
琶
道
の
歴
史
を
語
っ
て
い
く
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
菊
亭
本

の
改
変
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
こ
の
形
式
が
選
ば
れ
た
理

由
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。



隆
円
の
琵
琶
の
師
藤
原
孝
時
の
父
、
孝
道
の
手
に
な
る
楽
書

『知
国
秘

抄
』

（安
貞
二
年

。
一
三
二
九
成
立
）
に

「私
案
、
諸
道
は
つ
た
は
り
を

い
ふ
を
む
ね
と
す
」
、

「管
絃
は
こ
と
に
相
承
を
た
つ
ぬ
る
事
也
」

（１０

）
と
い
う
文
言
が
見
え
る
。
こ
の
言
葉
は
、

「諸
道
」
こ
と
に

「管
絃
」

に
お
い
て
相
承

（伝
わ
り
）
の
持
つ
重
要
性
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
相
承
を
重
視
す
る
思
想
は
、
子
の
孝
時
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
そ
の
弟

子
の
隆
円
に
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
隆
円
は

『文
机
談
』
を
著
す
に
あ
た
り
、
師
か
ら
伝
え
ら
れ
た
こ
の
思
想
の
も
と

に
、

「諸
道
」
こ
と
に

「管
絃
」
に
お
い
て
重
要
と
さ
れ
る

「
相
承
」
を

明
ら
か
に
す
る
意
図
を
持
っ
て
、
相
承
系
譜
に
添
っ
て
語
っ
て
い
く
と
い

う
形
式
を
選
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

稿
本
系
と
い
わ
れ
る
伏
見
宮
本
に
お
い
て
も
こ
の
形
式
を
と
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
隆
円
は
も
と
も
と
同
様
の
意
図
を
持

っ
て
こ
れ
を
著
述
し
た

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
菊
亭
本
に
本
節
で
指
摘
し
た
よ
う
な
改

変
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
意
図
は
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
の
二
例
に
鑑
み
る
に
、
人
物
の
経
歴
を
記
さ
ず
、
道
の
相
承
の
み
を

記
す
の
は
、
相
承
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
に
か
な
う
も
の
と
い
え

る
。
ま
た
、
天
皇
の
略
歴
や
笛
に
関
す
る
逸
話
を
知
る
よ
り
も
天
皇
と
琵

琶
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
ほ
う
が
、
そ
の
人
物
を
相
承
系
譜
に
位
置
付
け
る

上
で
は
重
要
で
あ
り
、
よ
り

『文
机
談
』
著
述
の
目
的
に
合
致
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
菊
亭
本
の
改
変
は
、

『文
机
談
』
著
述
の
目
的
を
、

伏
見
宮
本
よ
り
も
明
確
に
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ

Ｚ
り
。

二

前
節
で
は
、
菊
亭
本
で
人
物
の
経
歴
な
ど
が
省
略
さ
れ
、
琵
琶
の
技
量

や
道
の
相
承
に
関
す
る
記
述
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ

が

『文
机
談
』
著
述
の
目
的
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
節
で
は
、
人
物
の
出
自
に
関
す
る
叙
述
に
つ
い

て
、
両
本
の
比
較
検
討
を
行
な
う
。

菊
亭
本
と
伏
見
宮
本
で
比
較
の
可
能
な
も
の
で
、
出
自
に
つ
い
て
明
示

が
あ
る
人
物
に
限
っ
て
、
両
本
の
記
述
の
比
較
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果

を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

清
和

源
経
信

藤
原師

実

文
徳
第
四
の
御
子
、
御
母
染
殿

一文
徳
第
四
の
御
子
、
御

重
信
の
を
と
ゞ
の
御
孫
、
民
部

卿
道
方
と
申
し
が
四
男
也

こ
の
殿
は
宇
治
殿
の
御
子
、
御

堂
殿
に
は
御
孫
な
れ
ば

伏
見
宮
本

六
条
の
右
大
臣
重
信
の

を
と
ゞ
の
御
ま
ご
、
民

部
卿
道
方
と
聞
給
し
四

男
と
ぞ
申
め
る

こ
の
大
殿
は
御
堂
殿
の

御
ま
ご
、
宇
治
殿
の
長

息
な
り

菊
亭
本
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源
基
綱

源
高
明

丘
否
日
の

命
婦 望

凛
最
薦天

皇

（
奴
管
情
の
）

三
り
す

延
喜
の
第
廿
七
の
御
子

（
亘
貫
の
）
む
す
め

第
四
の
御
子
と
も
申

こ
の
貞
敏
は
刑
部
卿
藤
原
継
彦

卿
の
第
六
の
子

の
后
と
申

（経
信
の
）
長
嫡

延
喜
第
廿
七
の
御
子
な

り

（冨
貫
の
）
む
す
め

清
和
第
四
の
御
子
也

こ
の
貞
敏
は
刑
部
卿
継

継
彦
の
第
四
の
子
、

母
儀
染
殿
后
と
申

最
薦

こ
の
貞
敏
は
右
大
臣
不
比
等
の

玄
孫
、
家
蘇
在
京
大
夫
麻
呂
の

曽
孫
、
従
三
位
弾
正
ヂ
浜
成
卿

の
孫
、
刑
部
卿
従
三
位
継
彦
の

第
六
男
也

源
至
光

源
信
義

源
信
貞

源
信
明

源
脩

源
時
俊

（博
雅
）
四
男

（博
雅
）
三
□

（三
男
）

（博
じ

一
男

（博
雅
）
二
男

こ
の
脩
は
仁
明
天
皇
の
御
孫
、

宮
内
卿
正
四
位
下
源
覚
朝
臣
の

子
也
。
母
口
氏
と
ぞ
申

ナ

シ

（憧
蜂
↓
三
男

ナ
シ

合
一男
か
）

雀
羅
↓

一
男

右
中
弁
公
忠
の
君
の
こ

を
猶
子
と
す

こ
れ
も
い
や
し
き
人
に

は
あ
ら
ず

（基
綱
の
）
長
子

第
Ｉ
群
は
、
両
書
で
同
じ
だ
け
さ
か
の
ぼ
っ
て
先
祖
を
記
す
も
の
、
第

Ⅱ
群
は
菊
亭
本
の
方
が
記
述
の
簡
単
な
も
の
、
第
Ⅲ
群
は
菊
亭
本
に
記
述

の
見
え
な
い
も
の
、
第
Ⅳ
群
は
伏
見
宮
本
と
菊
亭
本
で
記
述
が
食
い
違
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
表
で
留
意
す
べ
き
点
は
、
何
代
前
ま
で
の
先
祖
を
記
し
て
い
る
か
、

何
人
の
人
名
を
あ
げ
て
い
る
か
、
の
二
点
で
あ
る
。
系
譜
記
述
に
お
い
て

は
、
こ
の
二
点
を
満
た
す
も
の
が
、
全
体
の
中
で
の
印
象
が
強
く
な
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

源
博
雅

源
資
通

こ
の
三
品
は
延
喜
御
門
に
は
御

孫
、
兵
部
卿
克
明
親
王
の
御
子

な
り

こ
の
資
通
は
宇
多
院
御
子
敦
実

親
王
よ
り
四
代
の
後
胤
な
り
。

大
納
耳
時
中
に
は
孫
、
一吾
ｍ済

政
卿
の
長
子
也
。
刑
部
卿
政
長

に
は
父
、
大
納
一一一口資
賢
に
は
お

ほ
ぢ
也

こ
の
君
は
兵
部
卿
克
明

親
王
の
長
子
な
り

資
通
卿
は
敦
実
親
王
の

後
胤
、
一吾
ｍ済
政
卿
の

一
男
な
り
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ま
ず
、
両
本
で
ど
の
く
ら
い
前
ま
で
の
先
祖
を
記
し
て
い
る
か
を
調
べ

る
と
、
伏
見
宮
本
で
は
傾
向
が
見
出
し
に
く
い
。
菊
亭
本
は
、
ほ
と
ん
ど

が

「～
の
孫
」
と
い
う
よ
う
に
二
代
前
ま
で
の
簡
略
な
記
述
を
行
な
っ
て

い
る
。
第
Ｉ
群
の
よ
う
に
、
両
本
で
同
内
容
を
記
す
も
の
は
、
伏
見
宮
本

で
も
、
も
と
も
と
二
代
前
ま
で
の
系
譜
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
簡
略
な
系
譜
記
述
は
、
菊
亭
本
の
全
体
的
な
傾
向
で
あ
る
。

巻

一
～
巻
五
ま
で
の
全
体
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
父

（
一

代
前
）
を
記
す
の
み
で
あ
る
。
菊
亭
本
で
出
自
を
明
ら
か
に
記
す
三
十
六

名
の
う
ち
、
二
代
前
の
祖
父
ま
で
記
す
の
は
、
妙
音
院
師
長
以
下
十
名
で

全
体
の
三
分
の
一
に
も
満
た
な
い
。
四
代
以
上
前
ま
で
の
も
の
は
さ
ら
に

少
な
く
、

『文
机
談
』
の
著
者
隆
円
の
師
で
あ
る
藤
原
孝
時
と
、
そ
の
異

母
弟
孝
経
、
藤
原
重
通
、
第
Ⅱ
群
の
資
通
の
四
名
の
み
に
な
っ
て
し
ま
う
。

さ
ら
に
、
五
代
前
ま
で
の
も
の
は
、
そ
の
う
ち
の
資
通
を
除
い
た
三
名
と

な
る
。

次
に
、
何
人
の
人
名
を
あ
げ
る
か
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
。
表
の
第
Ⅱ

群
の
伏
見
宮
本
の
資
通
に
関
す
る
記
述
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
四

代
前
の
祖
先
、
祖
父

・
父

。
子

・
孫
ま
で
あ
わ
せ
て
五
人
も
の
名
前
を
あ

げ
る
よ
う
な
傾
向
は
、
菊
亭
本
に
は
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
菊
亭
本
で

は
、
父
の
み
を
記
す
も
の
が
最
も
多
く
、
残
り
は
祖
父

・
父
、
父

・
母
、

父

。
兄
な
ど
の
二
人
が
十
三
名
、
二
人
以
上
の
名
を
あ
げ
る
も
の
は
孝
時
、

妙
音
院
師
長
、
藤
原
重
通
の
三
名
に
な
る
。
い
ま
検
討
し
た
両
方
の
要
素

に
お
い
て
、　
一
二

一位
を
占
め
る
孝
時
と
藤
原
重
通
に
関
す
る
記
述
を
次

に
あ
げ
て
お
く
。

（孝
時
〉
か
の
禅
門
は
後
ョ
基
観
ａ
樹
尉
ヨ
韻
輿
毅
綴
別
、
尾
張
守
孝
定
に

は
ま
ご
、
木
工
権
頭
孝
道
に
は
嫡
男
な
り
。
　
　
　
　
（巻

一
）

〈重
通
〉
こ
の
重
通
と
申
は
大
宮
右
大
臣
俊
家
の
ま
ご
、
あ
こ
ま
ろ
大
納

言
宗
通
と
き
こ
え
給
し
人
の
す
ゑ
の
御
こ
な
り
。
御
堂
の
と
の

ゝ
ち
か
き
御
す
ゑ
な
り
け
り
。
…
中
略
…
宗
俊
の
大
納
言
殿
に

は
御
を
い
と
申
べ
き
や
ら
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
後
半
）

重
通
は
、
菊
亭
本
の
系
譜
記
述
を
も
つ
人
物
の
中
で
、
最
も
多
く
四
人

の
人
名
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
く
ら
い
前
ま
で
の
系
譜
を
記
す

か
に
つ
い
て
は
、
波
線
部
に

「
ち
か
き
御
す
ゑ
」
と
あ
る
の
み
で
は
っ
き

り
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
孝
時
は
、
重
通
に
次
ぐ
二
人
の
人
名
を
あ
げ
、

し
か
も
波
線
部
に

「
五
代
の
後
胤
」
と
何
代
前
の
先
祖
か
を
明
確
に
し
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
系
譜
記
述
に
お
い
て
は
、
孝
時
の
方
が
あ
げ
る

人
名
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
重
通
よ
り
も
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
、
菊
亭
本
の
人
物
に
関
す
る
系
譜
記

述
で
は
、
孝
時
が
最
も
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

同
様
に
、
表
に
あ
げ
て
い
な
い
も
の
を
含
ん
だ
伏
見
宮
本
の
傾
向
を
調

べ
て
み
る
。
伏
見
宮
本
は
、
巻
二
の
み
の
も
の
で
あ
り
、
菊
亭
本
で
の
よ

う
に
全
体
的
な
傾
向
を
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
部
分
的
な
も
の
に

は
な
る
が
、
検
討
を
行
な
っ
て
み
る
。
最
も
先
祖
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
記

す
の
は
、
四
代
前
ま
で
の
系
譜
を
記
す
第
Ⅱ
群
の
源
資
通
、
第
Ⅲ
群
の
藤

原
貞
敏
で
あ
る
。
最
も
多
く
人
名
を
あ
げ
る
の
は
、
五
人
の
名
を
記
す
第

Ⅱ
群
の
源
資
通
で
あ
る
。
孝
時
自
身
の
出
自
は
伏
見
宮
本
に
は
な
い
の
で
、
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孝
時
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
現

存
の
巻
二
の
み
に
限
っ
て
も
四
代
前
ま
で
の
先
祖
を
記
す
も
の
が
既
に
二

名
も
あ
が

っ
て
い
る
伏
見
宮
本
で
は
、
菊
亭
本
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
孝
時

を
印
象
付
け
る
と
い
う
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

『文
机
談
』
は
、
当
時
存
亡
の
危
機
に
あ

っ
た
琵
琶
西
流
師
範
家
、
こ

と
に
隆
円
の
師
孝
時
の
正
統
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る

（Ｈ
）
。
全
体
の
中
で
最
も
孝
時
を
際
立
た
せ
る
菊
亭
本
の
系
譜
記
述
は
、

こ
の
よ
う
な
目
的
に
添
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
菊
亭
本

は
、
伏
見
宮
本
の
系
譜
記
述
に
改
変
を
加
え
る
こ
と
で
、

『文
机
談
』
著

述
の
目
的

（
こ
の
場
合
は
孝
時
の
存
在
を
全
体
の
中
で
強
調
す
る
こ
と
）

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
第
Ｉ
群
の
師
実
、
貞
敏
、
第
Ⅱ
群
の
博
雅
、
第
Ⅳ
群
の
時
俊

の
項
の
そ
れ
ぞ
れ
波
線
を
施
し
た
部
分
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
れ
は
、

伏
見
宮
本
の
記
述
を
菊
亭
本
が
改
変
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
傾
向
を
調
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
第
Ｉ
群
の
師
実
で
は

「
御
子
」
か

ら

「
長
息
」
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
伏
見
宮
本
が
、
師
実
が

宇
治
殿
頼
通
の

「
子
」
で
あ
る
と
漠
然
と
記
す
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、

菊
亭
本
は
師
実
が
頼
通
の

「
何
番
目
の
子
」
で
あ
る
の
か
を
明
確
に
示
し
、

伏
見
宮
本
よ
り
も
詳
し
い
記
述
を
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
Ⅱ
群
の
博
雅
に
つ
い
て
も
同
様
で
、

「
子
」
か
ら

「長
子
」
と
し
、
よ

り
詳
細
な
記
述
に
な

っ
て
い
る
。
同
様
の
傾
向
は
、
破
線
を
施
し
た
他
の

部
分
に
も
見
ら
れ
る
。
第
Ｉ
群
の
貞
敏
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
菊
亭
本
が

伏
見
宮
本
と
は
別
の
伝
承
を
利
用
し
て
改
変
を
加
え
て
い
る
と
考
え
た
。

こ
れ
は
、
他
の
波
線
部
分
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
、
菊
亭
本
は
、
伏

見
宮
本
の
よ
う
な
記
述
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
記
述
を
よ
り
詳
細
な
も
の

に
し
よ
う
と
し
て
、
伏
見
宮
本
と
別
の
伝
承
を
参
照
し
て
改
変
を
加
え
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
菊
亭
本
の
加
え
た
改
変
の
一
つ
の
傾

向
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
こ
と
と

し
、
今
は
こ
の
程
度
に
留
め
て
お
き
た
い
。

そ
の
他
検
討
を
加
え
る
べ
き
は
、
第
Ⅲ
群
と
第
Ⅳ
群
で
あ
る
。
第
Ⅲ
群

は
、
ど
ち
ら
も
系
譜
に
関
す
る
記
述
が
伝
の
中
に
も
う

一
箇
所
存
在
し
て

い
る
。
貞
敏
に
つ
い
て
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
箇
所
に
わ
た
る
記
述

を
整
理
し
よ
う
と
し
て
全
く
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第

Ⅳ
群
の
源
脩
に
つ
い
て
は
、
菊
亭
本
で
は
簡
略
な
記
述
を
行
な
う
と
と
も

に

「身
分
が
い
や
し
く
な
い
」
と
系
譜
を
あ
い
ま
い
に
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
先
に
検
討
を
加
え
た
菊
亭
本
の
方
法
、
系
譜
記
述
に
お
い
て
孝
時
を

際
立
た
せ
る
と
い
う
傾
向
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
残
る
第
Ⅳ
群
の
源

信
明
以
下
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
取
り
上
げ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な

い
。

三

前
節
ま
で
は
、
主
と
し
て
菊
亭
本
で
省
略
が
行
な
わ
れ
て
い
る
部
分
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
こ
こ
で
は
、
菊
亭
本
で
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ

た
と
見
ら
れ
る
記
事
に
つ
い
て
、
主
に
説
話
伝
承
の
面
か
ら
考
え
て
ゆ
き



た
い
。
菊
亭
本
に
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て
、
人
物
伝
の
末
尾
や
見
出
し
を

持
つ
ま
と
ま
っ
た
項
目
の
終
わ
り
に
改
変

（特
に
増
補
）
が
加
わ
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
次
の
三
例
で
あ
る
。
対
照
の

た
め
、
伏
見
宮
本
の
本
文
も
あ
げ
て
お
く
。

（
ア
）
御
み
め
さ
へ
す
ぐ
れ
さ
せ
給
た
り
け
れ
ば
、
こ
れ
を
み
た
て
ま
つ

る
女
お
も
ひ
に
た
へ
ず
し
て
、
袖
に
蛍
火
を
つ
ヽ
み
て
ぞ
、
も
ゆ

る
心
を
あ
ら
は
し
き
こ
え
侍
け
る
。

（伏
見
宮
本
〉
ナ
シ

（イ
）
こ
の
君
、
こ
二
人
、
附
弟

一
人
也
。
信
貞

一
男
、
こ
れ
を
雙
調
の

君
と
い
ふ
。
信
義
う
た
の
か
み
、
三
男
至
光
、
こ
の
人
ノ
ヽ
な
り
。

い
づ
れ
も
ノ
ヽ
い
み
じ
き
す
き
人
な
り
け
り
。
測
右
劇
剤
公
劇
例

君
硼
Ｊ
冽
届
劇
月
測
刊
コ

，
Ｎ
測
劃
当
口
回
り
劇
響
到
釧
ｏ
い
づ
れ

も
管
絃
の
超
肇
な
り
け
れ
ば
、
皆
と
り
だ
ヽ
に
た
し
な
み
つ
た
ヘ

給
け
り
。
日
の
引
冽
司
国
劇
引
倒
引
□
周
囲
劇
「
口
馴
「
り
剛

引

副

劃

日

「

バ

涸

翻

ヨ

ヨ

司

¶

曇

翻

鼎

¶

刻

劉

引

罰

釧

刻

翻

「

Ｊ

日

日

硼

鼎

罰

劉

Ｎ

劃

紹

け
り
。

（言

〉

こ
の
三
品
、
君
だ
ち
四
人
を
は
じ
け
り
。
儲
崎

・
儘
菱

・
住
朗

・

ヨ
匝
醸
汀
□
り
。
い
づ
れ
も
み
な
弦
管
の
婿
ｆ
也
距
こ
の
物
語
い

Ｃ
ゲ
も
侍
れ
ど
も
、
そ
ら
事
は
よ
し
な
く
て
略
し
を
は
り
ぬ
。

（ウ
）
西
宮
殿
の
君
達
、
守
隆
も
伝
た
ま
は
ず
、
朱
雀
２
戸
部
も
さ
も
な

か
り
け
り
。
た
ゞ
姫
君

一
所
ば
か
り
に
ぞ
此

一
曲
を
も
申
を
か
せ

を
は
し
ま
し
け
る
。

一
条
院
御
時
、
こ
の
上
原
曲
の
御
さ
た
い
で

き
て
、
引
綱
目
団
劃
卿
日
Ы
ｄ
、
正
説
を
き
こ
じ
め
さ
ん
や
と
叡

慮
あ
り
け
れ
ば
、
蜜
々
に
御
入
内
あ
り
て
申
さ
せ
給
け
る
と
か
や

承
れ
ど
も
、
実
否
い
か
ヾ
侍
け
ん
。
こ
の
御
流
の
と
の
ば
ら
、
つ

い
に
箕
策
む
な
し
く
し
て
き
こ
え
給
は
瑠

引
劃
洲
劃
∃
矧
引
劉
割
コ
ロ
川
副
Ｊ
翻
回
姻
「
日

到
州
劃
刺
「

ひ
―
引
留
謝
測
り
洲
□
樹
倒
「
創
釧
割

謝

ｏ

（伏
見
宮
本
〉

西
宮
殿
の
君
達
、
守
隆
も
つ
た
へ
給
は
ず
、
俊
賢
も
御
さ
た
な
か

り
け
り
。
さ
し
も
四
納
言
と
て
□
み
じ
く
聞
へ
給
し
か
ど
も
、
御

比
巴
□
つ
い
に
弾
給
は
ず
。
た
ゞ
姫
君

一
所
ぞ
お
ろ
ノ
ヽ
う
け
給

は
ら
せ
を
は
し
ま
し
け
る
、
ま
事
や
ら
ん
、
人
の
申
は
、　
一
条
院

御
時
こ
の
上
原
の
曲
の
さ
た
い
で
き
て
、
正
説
き
こ
じ
め
さ
れ
ん

た
め
に
入
内
あ
り
け
る
と
か
や
。
こ
の
御
流
、
□
原
つ
い
に
箕
策

む
な
し
く
て
一
代
に
ぞ
と
ゞ
ま
ら
せ
給
ぬ
る
。

傍
線
を
付
し
た
部
分
が
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（ア
）
は
、
清
和
天
皇
の
皇
子
で
、
横
笛
譜
を
撰
述
し
た
貞
保
親
王
伝

の
う
ち

「王
昭
君
曲
事
」
の
末
尾
に
あ
る
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
岩
佐

氏
が
頭
注
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

（
１２
）
、

桂
の
み
こ
の
ほ
た
る
を
と
ら
へ
て
と
い
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
わ
ら



は
の
か
ざ
み
の
そ
で
に
つ
つ
み
て

つ
つ
め
ど
も
か
く
れ
ぬ
物
は
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
な
り
け

り
　
　
　
　
　
　
（
『後
撰
集
』
巻
四

・
夏

。
二
〇
九

・
読
人
不
知
）

及
び

お
も
ひ
あ
れ
ば
袖
に
蛍
を
つ
つ
み
て
も
い
は
ば
や
も
の
を
と
ふ
人
は

な
し

（
『新
古
今
集
』
巻
十

一
。
恋

一
。
一
〇
三
二
・
寂
蓮
）

（１３
）

に
基
づ
い
た
表
現
で
あ
る
。

『後
撰
集
』
の
歌
に
は
異
伝
が
存
し
、

『大

和
物
語
』
四
〇
段
に

桂
の
み
こ
に
式
部
卿

（
の
）
宮
す
み
給
け
る
時
、
そ
の
宮
に
さ
ぶ
ら

ひ
け
る
う
な
ひ
な
ん
、
こ
の
お
と
こ
み
や
を
い
と
め
で
た
し
と
思
ひ

か
け
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
を
も
、
え
し
り
た
ま
は
ざ
り
け
り
。
蛍

の
と
び
あ
り
き
け
る
を
、

「か
れ
と
ら
へ
て
」
と
こ
の
わ
ら
は
に
の

た
ま
は
せ
け
れ
ば
、
汗
診
の
袖
に
蛍
を
と
ら
へ
て
、
つ
ゝ
み
て
御
覧

ぜ
さ
す
と
て
き
こ
え
さ
せ
け
る
、

つ
ゝ
め
ど
も
か
く
れ
ぬ
も
の
は
夏
轟
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
お
も

ひ
な
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（１４
）

と
あ
る
。
こ
の
歌
は
そ
の
他

『和
漢
朗
詠
集
』
に
も
採
ら
れ
、
歌
学
書
で

は

『和
歌
童
蒙
抄
』

『和
歌
初
学
抄
』

『古
来
風
林
抄
』

『詠
歌

一
体
』
、

説
話
集
で
は

『今
物
語
』

『十
訓
抄
』
等
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
著
名
な

和
歌
で
あ

っ
た
。

「後
撰
集
』
と

『大
和
物
語
』
で
和
歌
の
詠
作
に
関
す
る
所
伝
が
異
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
に
は
種
々
の
解
釈

が
可
能
で
あ
る
。
殊
に

「
桂
の
み
こ
」
が
誰
を
さ
す
か
に
つ
い
て
は
諸
説

が
あ
っ
た
よ
う
で
、

『古
来
風
鉢
抄
』

（再
撰
本
）
に
お
い
て
、
俊
成
は

「
そ
れ
を
か
つ
ら
の
み
こ
を
、
を
と
こ
み
こ
か
と
心
え
て
、
此
比
も
物
に

か
く
も
の
な
ど
の
侍
る
な
る
こ
そ
い
と
見
ぐ
る
し
く
」
と

「
桂
の
み
こ
」

を

「を
と
こ
み
こ
」
と
す
る
説
を
批
判
し
て
い
る

（１５
）
０

「十
訓
抄
』

十
１
四
二
で
は
、
諸
説
を
集
成
し
て
あ
げ
て
い
る

（１６
）
０
そ
こ
で
は
、

ま
ず

『後
撰
集
』
を
あ
げ
、
次
に
宋
玉
の
故
事
を
記
し
、
続
い
て

『大
和

物
語
』
を
あ
げ
、

『古
来
風
鉢
抄
』

（再
撰
本
）
の
説
を
紹
介
し
た
上
で
、

「
説
々
ノ
不
同
心
得
カ
タ
シ
」
と
し
て

「中
務
卿
重
明
親
王
ヲ
桂
親
王
ト

号
ス
。
宇
多
女
五
宮
ヲ
重
内
親
王
卜
申
ス
。
イ
ツ
レ
ノ
事
ニ
カ
タ
ツ
ヌ
ヘ

シ
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、

「
桂
の
み
こ
」
に
つ
い
て
は
種

々
の
説
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『文
机
談
』
で
は
、
貞
保
親
王
は

「式
部
卿
貞
保
親
王
」

。
「
又
南
宮

と
も
申
、
桂
の
親
王
と
も
申
」

（菊
亭
本
に
拠
る
、
伏
見
宮
本
も
ほ
ぼ
同

じ
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
式
部
卿

・
桂
の
親
王
の
二
つ
の
人
名
が
あ
が
り
、

女
が
親
王
を
恋
い
慕
う
と
い
う
状
況
を
持
つ
こ
と
を
考
え
る
と
、

（
ア
）

の
記
述
は
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
備
え
た

『大
和
物
語
』
の
所
伝
に
最
も
近

い
と
い
え
よ
う
。
菊
亭
本
は
、
式
部
卿

。
桂
の
親
王
と
い
う
伏
見
宮
本
に

あ
る
要
素
か
ら

『大
和
物
語
』
の
和
歌
を
想
起
し
、

（
ア
）
の
よ
う
な
叙

述
を
増
補
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

「
桂
の
み
こ
」
を
貞
保
親
王
と
す

る
所
伝
は
他
に
は
見
え
な
い
も
の
で

（１７
）
、
菊
亭
本
が
独
自
に
解
釈
を

施
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
菊
亭
本
は
、
伏
見
宮
本
に
記

す
貞
保
親
王
の
別
称
に
関
連
し
て
、

『大
和
物
語
』
の
よ
う
な
歌
学
的
な

知
識
を
も
と
に
、
増
補
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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同
じ
和
歌
か
ら
発
想
さ
れ
た

『十
訓
抄
』
と
の
関
連
も
注
目
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、

「
桂
の
み
こ
」
に
つ
い
て
説
が
食
い
違

っ
て
お
り
、

『
十
訓
抄
』
の
説
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
但
し
、

『十
訓
抄
』
は
菊
亭
本
の
記
述
の
も
う

一
つ
の
典
拠
と
し
て
あ
げ
た

『新

古
今
集
』
の
寂
蓮
歌
を
こ
の
説
話
の
直
後
に
あ
げ
て
お
り
、
菊
亭
本
と
の

近
さ
も
う
か
が
え
る
。

（イ
）
は
源
博
雅
伝
の
末
尾
に
あ
る
も
の
で
、
菊
亭
本
で
は
伏
見
宮
本

に
付
さ
れ
た
注
が
本
文
化
し
た
か
と
思
え
る
箇
所
も
あ
る
が
、
信
明
に
つ

い
て
は
、
全
く
違
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
岩
佐
氏
の
指
摘

さ
れ
る
と
お
り

（１８
）
、
三
十
六
歌
仙
の
一
、
源
公
忠
男
、
源
信
明

（さ

ね
あ
き
ら
）
と
博
雅
息
信
明

（
の
ぶ
あ
き
）
が
同
名
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

混
同
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
信
明

（さ
ね
あ
き
ら
）
は
博
雅
よ
り
二
才

年
長
で

（
１９
）
、
こ
の
記
事
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
博

雅
の
子
息
た
ち
に
つ
い
て
は
楽
書
や
説
話
集
等
で
諸
説
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
信
貞
を
長
男
と
し
、
至
光
を
三
男
と
す
る
も
の

（
『続
教
訓
抄
』
、

菊
亭
本

・
伏
見
宮
本
と
同
じ
）
や
、
信
義
を
長
男
と
す
る
も
の

（
『尊
卑

分
脈
』
）
、
信
義
を
二
男
と
し
、
信
明
を
三
男
と
す
る
も
の

（
『吉
野
吉

水
院
楽
書
』
、
た
だ
し
至
光
も
二
男
と
し
て
い
る
。

「
一中
暦
』
で
は
信

明
も
二
男
と
す
る
）
な
ど
が
あ
り
、

「
双
調
の
君
」
に
つ
い
て
も
信
義

（
『古
今
著
聞
集
』

『続
教
訓
抄
』

『体
源
抄
』
）
、
信
貞

（
『懐
竹
抄
』

『続
教
訓
抄
』
）
、
至
光

（
『尊
卑
分
脈
』
）
、
名
前
を
記
さ
ず
単
に
博

雅
太
郎
と
す
る
も
の

（
『吉
野
吉
水
院
楽
書
』

『体
源
抄
』
）
な
ど
で
あ

２つ
。

こ
れ
ら
の
中
で
、
伏
見
宮
本

・
菊
亭
本
と
す
べ
て
一
致
す
る
も
の
は
見

出
せ
な
い
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
信
明
を
博
雅
の
実
子
と
解
し
て
い
る
よ
う

で
あ
り
、
菊
亭
本
の
よ
う
に
猶
子
と
す
る
も
の
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、

信
明
を
猶
子
と
す
る
の
は
、
菊
亭
本
の
独
自
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。
菊
亭
本
が
信
明
を
猶
子
と
し
た
経
緯
を
考
え
て
み
よ
う
。
諸
説
が
存

し
、
い
ず
れ
が
正
し
い
と
も
判
断
で
き
な
い
博
雅
の
息
信
明
に
つ
い
て
、

菊
亭
本
は
、
三
十
六
歌
仙
の
信
明
を
連
想
し
、
両
者
を
同

一
人
物
と
み
な

し
た
。
そ
し
て
、
両
者
が
同

一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
合
理
的
に
解
釈
し
よ

う
と
し
、
信
明
は
博
雅
の
実
子
で
は
な
く
、
養
子
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
菊
亭
本
は
、
三
十
六
歌
仙
と
い
う
歌
学
的
な
知
識
を
も
と
に
独
自

の
解
釈
を
行
い
、
伏
見
宮
本
の
記
述
を
改
変
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
よ
っ
て
、

（イ
）
に
お
い
て
も

（
ア
）
の
増
補
が
行
な
わ
れ
た
の

と
同
様
、
諸
説
の
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
歌
学
的
な
知
識
を
も
と
に
解

釈
を
加
え
た
と
い
う
改
変
の
事
情
を
想
定
で
き
る
。

一
方
、
伏
見
宮
本
の

「
そ
ら
事
は
よ
し
な
く
て
略
し
を
は
り
ぬ
」
に
注

目
す
る
と
、
伏
見
宮
本
は
、
信
明
が
博
雅
の
猶
子
で
あ
る
と
い
う
菊
亭
本

の
説
を

「
そ
ら
事
」
と
し
、
菊
亭
本
に
あ
る
よ
う
な
説
を
と
ら
な
か
っ
た

と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、

「
そ
ら
事
」
を
博
雅
の
子
息
た
ち
に
関
す
る

諸
説
と
解
釈
す
る
と
、
菊
亭
本
は

「
そ
ら
事
」
に
つ
い
て
歌
学
的
知
識
を

も
と
に
推
断
し
て
、

（イ
）
の
記
述
を
行
な

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
右
の

考
察
と
は
矛
盾
し
な
い
。

（イ
）
は
、
博
雅
の
息
信
明
に
つ
い
て
、
歌
学
的
な
知
識
を
も
と
に
菊

亭
本
が
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴

っ
て
、
信
明
の
登
場
す
る
箇
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所
に
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
博
雅
伝
に
続
い
て
、
博
雅

の
息
た
ち
の
伝
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
博
雅
か
ら
道
を
受
け
継
い

だ
人
物
と
し
て
信
明
に
つ
い
て
の
言
及
が
多
く
、
こ
と
に
信
義
と
対
比
さ

れ
て
そ
の
優
秀
さ
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
、
信
明
と
信
義
の
技
量
比
べ

の
話

（伏
見
宮
本
で
は

「
兄
弟
与
玄
牧
共
争
誉
事
」
、
菊
亭
本
で
は

「勝

負
事
」
）
が
あ
る
。
説
話
の
梗
概
を
伏
見
宮
本
に
よ
っ
て
記
し
て
お
く
。

博
雅
の
息
の
中
で
も
、
信
明
と
信
義
は
こ
と
に
道
を
競
い
合
い
、

団
固
閤
因
国
Ｔ
ち
ら
が
よ
り
優
れ
て
い
る
か
を
論
じ
合
っ
て
い
た
。

国
図
園
目
石
明
は
玄
象
を
弾
き
、
信
義
は
牧
馬
を
弾
い
た
が
、
そ
の

響
き
に
は
優
劣
の
差
は
な
か
っ
た
。
琵
琶
を
取
り
替
え
て
弾
い
て
み

る
と
、
そ
の
響
き
は
雲
泥
の
差
で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
、
世
間
の
人
は

玄
象
は
牧
馬
よ
り
優
れ
て
お
り
、
信
明
が
信
義
に
勝
る
こ
と
を
知
っ

た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
話
は
、
玄
象

・
牧
馬
と
い
う
二
つ
の
琵
琶
の
名
器
の
優
劣
を
も
同

時
に
述
べ
る
話
と
し
て
、

『文
机
談
』
の
ほ
か
、

『古
今
著
聞
集
』
巻
六

・
二
五
三
話
、　
コ
自
律
具
類
抄
』

『拾
芥
抄
』

・
下
に
も
の
せ
ら
れ
て
い

る
。
菊
亭
本
が
改
変
を
加
え
て
い
る
の
は
文
字
を
囲
ん
だ
部
分
で
、
伏
見

宮
本
は
両
者
の
優
劣
を
取
り
沙
汰
し
て
い
る
の
は

「
天
下
」
の
人
々
で
、

「或
時
」
に
そ
の
勝
負
が
行
な
わ
れ
た
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
菊
亭
本

は
、
二
人
が
競
合
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
の
は

「村
上
天
皇
」
で
、
そ
の

御
前
で
兄
弟
を
競
い
合
わ
せ
た
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
伏
見
宮
本
が
、

二
人
の
技
量
を
論
じ
た
人
と
技
量
比
べ
が
行
な
わ
れ
た
時
期
を
あ
い
ま
い

に
記
す
の
に
対
し
、
菊
亭
本
で
は
技
量
比
べ
の
契
機
を
、
具
体
的
な
人
名

を
あ
げ
て
詳
細
に
記
し
て
い
る
。

『音
律
具
類
抄
』

『拾
芥
抄
』
は

「時
の
人
」
が
、
玄
象

・
牧
馬
の
優

劣
を
知
ら
ず
、
ま
た
信
明

・
信
義
の
優
劣
も
知
ら
な
か

っ
た
と
す
る
ほ
か

は
、
伏
見
宮
本
と
同
内
容
を
記
す
。

『古
今
著
聞
集
』
で
は
異
伝
を
記
し
、

琵
琶
の
名
手
源
経
信
が
、
自
河
天
皇
に
玄
象

・
牧
馬
の
優
劣
を
尋
ね
ら
れ

た
時
に
語

っ
た
話
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
二
人
を
召
し
た
の
は

「
一
条
院
」
で
、
琵
琶
に
は
優
劣
は
な
く
、
信
義
の
技
量
が
勝
っ
て
い
る

と
し
、

『文
机
談
』
等
と
は
、
二
人
の
優
劣
が
逆
転
し
て
い
る
。

他
の
も
の
は
技
量
比
べ
が
行
な
わ
れ
た
時
の
天
皇
に
つ
い
て
明
示
が
な

い
の
で

『古
今
著
聞
集
』
に
注
目
す
る
。

『古
今
著
聞
集
』
は
、
菊
亭
本

と
異
な
り

「
一
条
天
皇
」
と
し
て
い
る
。

「続
本
朝
往
生
伝
』

。
上
に
一

条
天
皇
時
代
の
管
絃
人
と
し
て
信
明

。
信
義
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
し
て
、
信
明

。
信
義
を

一
条
天
皇
の
時
代
の
人
と
す
る
伝
承
の
存
在
が

確
認
で
き
る
。
二
人
の
父
の
博
雅
の
生
存
年
代
を
考
慮
す
る
と

『古
今
著

聞
集
』
と
菊
亭
本
の
ど
ち
ら
の
所
伝
も
誤
り
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、

伝
承
の
正
確
さ
を
別
に
し
て
も
、
菊
亭
本
が
村
上
天
皇
の
名
を
あ
げ
た
の

は
、
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
結
論
か
ら
先
に
言
う
と
、

こ
れ
は

（イ
）
で
信
明
を
三
十
六
歌
仙
の
信
明
と
し
た
事
に
由
来
す
る
。

信
明
は
、
勅
撰
集
で
は

『後
撰
集
』
に
は
じ
め
て
登
場
し
、
村
上
天
皇
の

命
に
よ
る
名
所
屏
風
の
歌
を
献
じ
た
こ
と
を
は
じ
め
、
村
上
天
皇
時
代
の

活
躍
が
確
認
さ
れ
る
歌
人
で
あ
る
。
菊
亭
本
で
は
、
こ
う
し
た
信
明
の
事

績
が
念
頭
に
あ
り
、
博
雅
の
息
信
明
を
三
十
六
歌
仙
の
信
明
と
み
な
し
た

と
こ
ろ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
村
上
天
皇
を
持
ち
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
う
し
た
例
は
、
も
う

一
箇
所
で
確
認
で
き
る
。
信
明
の
弟
子
の
伝
の

中
で
、
伏
見
宮
本
が

「
信
明
の
舞
御
覧
に
玄
上
ひ
き
給
し
時
は
」
と
す
る

の
に
、
菊
亭
本
は

「
こ
の
御
師
信
明
、
相
壼
０
徊
喘
臨
時
の
舞
の
あ
り
け

る
に
、
玄
上
を
給
て
楽
屋
に
侍
て
、
唱
歌
た
か
く
し
て
弾
給
け
る
時
は
」

と
し
、
や
は
り
村
上
天
皇
の
名
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。

ま
た
、
菊
亭
本
は
、
先
の
技
量
比
べ
の
説
話
の
後
に

「昔
陽
成
院
の
御

時
こ
そ
め
づ
ら
し
き
物
合
な
ど
あ
り
き
と
か
た
り
つ
た
へ
た
る
事
も
侍
る

に
、
こ
の
御
代
に
も
又
か
や
う
の
勝
負
あ
り
て
、
人
の
ほ
ど
も
し
ら
れ
、

み
ち
の
浅
深
も
き
こ
え
わ
き
ぬ
る
は
、
よ
し
と
や
せ
ん
、
あ
し
と
や
せ
ん
、

お
も
ひ
わ
き
が
た
し
。
天
徳
に
は
号
合
、
応
和
に
は
宗
論
、
こ
れ
に
も
か

ぎ
ら
ず
め
づ
ら
し
き
あ
ら
そ
ひ
の
み
ぞ
お
ほ
き
」
と
い
う
村
上
天
皇
を

「
こ
の
御
代
」
と
す
る
も
の
を
付
す
。
こ
れ
は
伏
見
宮
本
に
は
見
え
な
い

叙
述
で
、
技
量
比
べ
の
企
画
者
を
村
上
天
皇
と
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
な

さ
れ
た
増
補
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
菊
亭
本
は

一

つ
の
改
変
を
も
と
に
し
て
、
伏
見
宮
本
の
別
の
箇
所
の
叙
述
を
改
変
し
、

さ
ら
に
そ
の
改
変
に
基
づ
い
て
他
の
箇
．所
に
増
補
を
加
え
る
と
い
う
何
段

階
に
も
わ
た
る
改
変
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

菊
亭
本
に
は
、
も
う

一
箇
所
博
雅
の
息
信
明
を
養
子
と
し
た
と
こ
ろ
が

あ
る
。
巻
四

「
信
明
為
養
子
事
」
が
そ
れ
で
、

こ
の
信
明
は
、
ま
事
や
ら
ん
、
博
雅
の
実
の
御
子
に
て
は
な
し
、
中

納
言
敦
忠
の
御
子
を
養
じ
給
へ
る
と
も
申
め
り
。
い
づ
れ
の
方
ざ
ま

に
も
、
管
絃
に
は
い
み
じ
か
る
べ
き
人
な
ん
め
り
。
敦
忠
卿
う
せ
給

て
後
ぞ
、
こ
の
長
秋
卿

（博
雅
、
筆
者
注
）
も
こ
と
に
よ
の
き
こ
え

も
い
で
き
給
け
る
。

と
、
信
明
が
実
は
敦
忠
の
子
で
あ

っ
た
と
す
る
。
こ
の
叙
述
の
後
半
部
に
、

敦
忠
の
死
後
、
博
雅
に
対
す
る
世
間
の
評
価
が
高
く
な
っ
た
と
す
る
の
は
、

『大
鏡
』
上

。
時
平
伝
で
、
御
遊
の
折
、
博
雅
が
い
な
け
れ
ば
は
じ
ま
ら

な
い
と
し
て
博
雅
が
度
々
召
さ
れ
る
の
を
批
判
し
た

「
ふ
る
き
人
々
」
の

言
葉
、

「敦
忠
の
中
納
言
の
い
ま
す
か
り
し
折
は
、
か
か
る
道
に
、
こ
の

三
位

（博
雅
）
、
お
ほ
や
け
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
世
の
大
事
に
思

ひ
は
べ
る
べ
き
も
の
と
こ
そ
思
は
ざ
り
し
か
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
敦
忠
は
、
左
大
臣
藤
原
時
平
の
三
男
で
、
二
十
六
歌
仙
の
一
人
。

「尊
卑
分
脈
』
に
拠
れ
ば
、
博
雅
の
母
は
時
平
の
女
で
あ
り
、
博
雅
は
敦

忠
の
甥
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『尊
卑
分
脈
』
で
は
、
敦
忠
の
子
に
信
明

と
い
う
人
物
は
見
え
ず
、

「
ま
事
や
ら
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
事
実
と
し

て
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
部
分
は
、
藤
原
隆
季
伝
の
末
尾
に
あ
り
、
菊

亭
本
の
増
補
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
も
し
、
こ
の
部
分
を
菊
亭
本
の
改

変
と
す
る
な
ら
ば
、
信
明
を
敦
忠
の
子
と
す
る
の
は
、
巻
二
で
の
公
忠
息

信
明
と
の
混
同
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
三
十
六
歌
仙
と
の
関
係
、

『大
鏡
』

に
記
す
博
雅
と
の
関
係
な
ど
か
ら
、
さ
ら
に
錯
綜
し
た
改
変
の
経
緯
が
予

想
さ
れ
る
が
、
こ
の
部
分
は
伏
見
宮
本
が
存
在
せ
ず
、
明
確
な
こ
と
は
い

え
な
い
。

以
上
、
歌
学
的
な
知
識
に
基
づ
く
か
と
思
わ
れ
る
菊
亭
本
の
改
変
部
分

と
そ
れ
に
伴

っ
て
な
さ
れ
た
改
変
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
。

（ウ
）
は
、
源
高
明
伝
の
末
尾
部
分
で
、
流
れ
の
絶
え
て
し
ま

っ
た
源
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高
明
流
の
琵
琶
を
、
顕
基
中
納
言
の
み
が
伝
え
て
い
た
と
す
る
傍
線
部
が

付
加
さ
れ
て
い
る
。
顕
基
は
四
納
言
の
一
、
源
俊
賢
の
子
で
、
高
明
に
は

孫
に
あ
た
る
。
顕
基
に
関
し
て
は
、
諸
書
に
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
が
伝
え
ら

れ
て
い
る

（２０
）
。
彼
が
琵
琶
を
嗜
ん
だ
こ
と
は
、

『発
心
集
』
に

「
い

と
い
み
じ
き
す
き
人
に
て
、
朝
夕
琵
琶
を
ひ
き
つ
つ
」

（２‐
）
と
見
え
、

『十
訓
抄
』
十
１
七
四
に
、
出
家
後
醍
醐
の
大
僧
正

（仁
海
）
に
求
め
ら

れ
て
琵
琶
の
秘
曲
三
曲
を
弾
い
た
と
い
う
話
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、　
一
条
院
が
高
明
の
姫
君
の
伝
え
る
秘
曲
を
聞
く

仲
立
ち
を
顕
基
が
行
な
っ
た
と
い
う
、
菊
亭
本
の
よ
う
な
説
話
は
所
見
が

な
い
。

（ち
な
み
に
、　
一
条
院
が
、
高
明
の
姫
君
の
伝
え
る
秘
曲
を
聞
く

た
め
に
、
姫
君
が
入
内
し
た
と
す
る
伝
承
も
他
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ

る
。
）

顕
基
に
関
す
る
説
話
の
中
で
、
そ
の
出
家
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
は
、

ほ
と
ん
ど
が
出
家
の
場
所
を
横
川
と
し
、
隠
棲
場
所
を
大
原
と
し
て
い
る

（
２３
）
０
そ
う
し
た
説
話
群
の
中
で
、

『十
訓
抄
』
が
、
十
１
七
四
で

「顕
基
卿
世
ヲ
ノ
カ
レ
テ
、
上
醍
醐
ニ
コ
モ
リ
ヰ
ラ
レ
タ
リ
ケ
ル
ニ
」
と

記
し
、
同
じ
く
六
―

一
四
に

「
後
ニ
ハ
上
醍
醐
二
住
テ
往
生
ヲ
遂
ニ
ケ
リ
」

と
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

『十
訓
抄
』
の
説
に
よ
れ
ば
、
菊
亭
本

の

「上
の
だ
い
ご
の
仏
法
僧
に
て
や
み
た
ま
ひ
ぬ
」
と
い
う
叙
述
は
、
顕

基
は
僧
と
な
っ
て

「
上
の
だ
い
ご
」
に
住
み
、
そ
こ
で
一
生
を
終
え
た
と

解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

『文
机
談
』
巻
三
に
記
す
鴨
長
明
の
秘
曲
づ
く
し
事
件
で
知
ら
れ
る
よ

う
に
、
秘
曲
伝
授
を
受
け
て
い
な
い
者
は
、
琵
琶
の
秘
曲
で
あ
る
三
曲
を

弾
い
て
は
な
ら
な
か
っ
た

（２２
）
０
先
の

『十
訓
抄
』
十
１
七
四
で
は
、

顕
基
は
琵
琶
の
三
曲
を
弾
い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
秘
曲
伝
授
を
受
け

た
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
秘
曲
伝
授
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
道
を
伝
え
た
者
、
道
を
相
承
し
た
者
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
成
り

立
つ
。

『十
訓
抄
』
の
説
話
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
顕
基
は
道
を

伝
え
た
者
、
道
の
相
承
者
と
認
定
で
き
る
。
菊
亭
本
は
こ
う
し
た
解
釈
の

可
能
な

『十
訓
抄
』
に
伝
え
る
よ
う
な
伝
承
を
も
と
に
、

「系
図
血
脈
な

ど
に
も
」
入
っ
て
い
な
い
顕
基
を
道
の
相
承
者
と
し
、

（イ
）
の
末
尾
部

分
の
増
補
を
行
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『文
机
談
』
以
前
の
文
献
で
ヽ
顕
基
が
上
醍
醐
に
住
み
、
琵
琶
の
三
曲

を
弾
い
た
と
記
す
の
は
、
管
見
で
は

『十
訓
抄
』
の
み
で
、
菊
亭
本
と

『十
訓
抄
』
と
の
関
係
が
う
か
が
え
る
部
分
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
先
述

の
よ
う
に
、
両
書
で
は

「桂
の
み
こ
」
に
つ
い
て
の
説
が
異
な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
菊
亭
本
は

『
十
訓
抄
』
を
直
接
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
く
、

『十
訓
抄
』
と
同
源
の
資
料
を
も
と
に
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。一

方
、
顕
基
は

『続
本
朝
往
生
伝
』
等
に
あ
る
如
く
、

「後

一
条
院
の

寵
臣
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

（２２
）
、　
一
条
院
と
の
関
係
を
示

す
も
の
は
管
見
で
は
見
出
せ
な
い
。
顕
基
は
、
長
保
二
年

（
一
〇
〇
〇
）

の
出
生
で
、　
一
条
院
の
没
し
た
寛
弘
八
年

（
一
〇

一
一
）
に
は
わ
ず
か
に

十
二
才
で
あ
り
、
叙
爵
前
で
も
あ

っ
た
の
で
、
菊
亭
本
の
記
す
よ
う
な
事

が
事
実
で
あ
る
と
は
想
像
し
に
く
い
が
、
年
代
的
に
み
て
全
く
不
可
能
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
後

一
条
院
と
顕
基
の
強
い
結
び
付
き
は
、
顕
基
は
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後

一
条
院
の
寵
臣
で
、
そ
の
崩
御
を
契
機
と
し
て
出
家
し
た
と
い
う
広
く

流
布
し
た
説
話

（２３
）
に
よ
っ
て
定
着
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
の
部
分
も
伏
見
宮
禾
が
も
と
の
形
に
近
く
、

菊
亭
本
は
改
変
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
菊
亭
本
が
、
顕

基
を
仲
立
ち
と
し
て
一
条
院
が
姫
君
か
ら
秘
曲
を
聞
い
た
と
し
た
の
は
、

ま
ず

『十
訓
抄
』
の
よ
う
な
伝
承
に
よ
っ
て
道
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
顕

基
を
認
め
、
次
に
道
の
伝
受
者
と
し
て
の
顕
基
を
強
調
す
る
た
め
に
、
顕

基
の
介
在
を
挿
入
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
、
菊
亭
本
で
改
変
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
い
く
つ
か
と

り
あ
げ
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ

も
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、

（
ア
）
は
、
貞
保
親
王
に
つ
い
て

「桂
の
み
こ
」
と
い
う
側
面

に
よ
り
詳
細
な
情
報
を
加
え
た
も
の
と
い
え
、

（イ
）
は
、
信
明
に
つ
い

て
歌
学
的
な
知
識
を
援
用
し
て
、
別
の
情
報
に
変
え
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

（ウ
）
は
、
高
明
か
ら
の
道
の
相
承
を
よ
り
後
の
も
の
ま

で
記
そ
う
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
も
よ
り
詳
細
な
情
報
を
提
供
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
０
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
菊
亭
本
の
他
の
部
分
に
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
伏
見
宮
本
が
明
確
に
は
記
さ
な
い
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
期
間
を

「
こ
の
あ
ひ
だ
わ
づ
か
に
四
ヶ
月
の
程
也
」
と
し
た
り
、
亘
陽
殿
竹
譜
に

つ
い
て

「但
炎
上
の
時
と
り
い
だ
さ
ず
し
て
や
け
に
け
り
。
こ
の
譜
に
も

か
ぎ
ら
ず
、
天
下
の
重
宝
お
ほ
く
け
ぶ
り
と
な
り
ぬ
」
と
伏
見
宮
本
に
は

な
い
宜
陽
殿
竹
譜
の
そ
の
後
に
つ
い
て
詳
述
し
た
り
、
貞
敏
の
琵
琶
伝
習

の
時
期
を
、
伏
見
宮
本
が

「日
本
の
承
和
に
あ
た
れ
る
と
か
や
」
と
す
る

の
に
対
し

「日
本
承
和
二
年
に
あ
た
れ
る
と
や
ら
ん
承
し
か
ど
も
、
隆
円

さ
や
う
の
事
に
は
く
ら
け
れ
ば
い
ま
だ
和
漢
の
年
代
記
を
も
勘
合
し
侍
ら

ず
、
た
ゞ
人
の
申
を
き
ゝ
を
け
る
ば
か
り
也
」
と
詳
し
く
考
証
し
た
り
し

て
い
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
、
先
の

（ア
）
や

（イ
）

と
同
様
、
必
ず
し
も
正
確
な
も
の
で
は
な
い

（２５
）
０

菊
亭
本
が
、
伏
見
宮
本
の
記
述
を
よ
り
詳
細
に
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を

持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
第
二
節
で
も
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
り
、
他
に
も
何

ヶ
所
か
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
本
文
を
あ
げ
る
こ
と
は

せ
ず
、
指
摘
の
み
に
留
め
て
お
く
。

こ
こ
で
、
第
二
節
で
菊
亭
本
が
改
変
を
行
な
っ
た
と
指
摘
し
た
も
の
に

つ
い
て
、
説
話
伝
承
の
上
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か

を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

（
ア
）
～

（ウ
）

は
、
他
書
に
は
見
え
な
い
も
の
で
、
菊
亭
本

『文
机
談
』
独
自
の
伝
承
と

言
え
る
。
こ
れ
ら
が
菊
亭
本
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
経
緯
は
、
詳
し
く
考
証

を
行
な
っ
た
。
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
と
、

（
ア
）

（イ
）
は
、
歌
学
的

な
知
識
に
基
づ
い
た
も
の
、

（ウ
）
は

『十
訓
抄
』
の
よ
う
な
伝
承
に
基

づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
既
存
の
伝
承
に
、
壼
量
不
が
独
自
の
判

断
を
下
し
た
と
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
、

『文
机
談
』
の
伝
承
の
性
質
を
考
え
る
上
で
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
両
本
が
載
せ
る
簾
承
武
か
ら

の
上
原
石
上
曲
伝
授
説
話
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
説
話
は
、
鎌
倉
時
代
ま

で
の
も
の
に
限
れ
ば

『古
事
談
』
六
、

『十
訓
抄
』
十
、

『平
家
物
語
』
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巻
七
、　
コ
ロ野
吉
水
院
楽
書
』
等
に
の
せ
ら
れ
て
お
り
、
著
名
な
も
の
で

ぁ
っ
た

（
２６
）
０

こ
れ
ら
で
は
、
簾
承
武
が
曲
を
授
け
た
人
物
に
つ
い
て
の
所
伝
が
異
な

っ
て
い
る
。

『古
事
談
』

『平
家
物
語
』
は

「村
上
天
皇
」
と
し
、　
コ
ロ

野
吉
水
院
楽
書
』
は

「
西
宮
左
大
臣
高
明
」
、

『十
訓
抄
』
は
、

『古
事

談
』
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
引
き
つ
つ

「
西
宮
左
大
臣
高
明
」
説
も
併
記
し

て
い
る
。
こ
の
説
話
は
、
隆
円
の
琵
琶
の
師
藤
原
孝
時
筆
の
秘
曲
伝
授
譜

『
三
曲
秘
譜
』

（正
元
元
年

。
一
二
五
九
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
旧
伏
見
宮

楽
書
　
函
号
　
伏

。
九
五
七
）
の
奥
書
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

『吉
野
吉
水
院
楽
書
』
に
最
も
近
い
説
が
取
ら
れ
、
簾
承
武
の
霊
が
、
本

朝
の
人
に
憑
い
て
西
宮
左
大
臣
高
明
に
秘
曲
を
伝
え
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。

『文
机
談
』
は
、
簾
承
武
自
身
が
高
明
に
曲
を
伝
え
た
と
し
て
お
り
、

『
三
曲
秘
譜
』
や

『吉
野
吉
水
院
楽
書
』
と
状
況
は
異
な
る
も
の
の
、
伝

受
者
に
つ
い
て
は

一
致
し
て
い
る
。

『文
机
談
』
は
、
説
話
の
最
後
に
、

抑
古
事
談
と
て
江
帥
卿
の
書
を
き
給
へ
る
物
語
に
は
、
村
上
の
聖
主

清
涼
殿
に
し
て
玄
上
を
あ
そ
ば
さ
れ
け
る
に
こ
の
霊
孫
庇
に
推
参
の

よ
し
を
し
る
し
給
へ
る
と
か
や
。
さ
し
も
の
才
卿
、
定
見
給
所
こ
そ

侍
ら
め
ど
も
、
村
上
の
御
門
は
御
筆
ば
か
り
也
、
御
比
巴
の
御
さ
た

は
あ
り
と
も
う
け
給
は
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
（菊
亭
本
に
拠
る
）

と

『古
事
談
』
の
村
上
天
皇
説
を
否
定
し
て
い
る
。
伏
見
宮
本
で
も
同
内

容
を
記
し
て
い
る
が
、
菊
亭
本
の
本
文
の
後
に

「古
記
に
は
西
宮
殿
御
事
、

実
な
り
と
ぞ
申
め
る
」
と
し
て
自
ら
の
判
断
の
根
拠
を
明
確
に
あ
げ
て
い

る
。
佐
藤
氏
は
、

『琵
琶
血
脈
』
な
ど
を
あ
げ
て
考
証
さ
れ
、
村
上
天
皇

が
琵
琶
の
名
手
で
あ

っ
た
と
は
言
い
難
く
、
琵
琶
楽
史
の
上
か
ら
見
て

『文
机
談
』
に
示
さ
れ
る
隆
円
の
判
断
は
正
し
い
と
さ
れ
た

（２７
）
０
確

か
に
、
琵
琶
相
承
系
譜
に
従
う
か
の
よ
う
に
叙
述
を
進
め
て
い
く
隆
円
で

あ

っ
て
み
れ
ば
、
琵
琶
楽
史
に
詳
し
い
こ
と
は
当
然
の
事
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
説
が
ど
の
よ
う
な
経
路
に
よ
る
伝
承
で
あ
る
か
を
考
え

る
場
合
に
は
、

『文
机
談
』
が

『
三
曲
秘
譜
』
や

『吉
野
吉
水
院
楽
書
』

と
同
じ
説
、
殊
に

『
三
曲
秘
譜
』
と
説
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
は
注
意

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
し
て
言
う
と

『
三
曲
秘
譜
』
は
、
秘
曲
伝
授

譜
で
あ
り
、
隆
円
の
琵
琶
の
師
孝
時
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

秘
曲
伝
授
譜
は
、
秘
曲
伝
授
の
際
に
伝
授
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
証
と
し
て

師
か
ら
弟
子
へ
授
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
譜
に
記
さ
れ
た
説
は
、
そ
の

時
に
師
か
ら
弟
子
へ
と
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
奥
書
に
述
べ
ら

れ
る
こ
と
も
、
秘
曲
に
関
す
る
説
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
譜
の
奥
書
に
上
原
曲
の
出
来
と
し
て
語
ら
れ
る

こ
の
説
話
も
秘
曲
と
と
も
に
弟
子
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
こ
の
説
は
、
楽
家
に
お
い
て
師
か
ら
弟
子
へ
と
伝

え
ら
れ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
隆
円
が
秘
曲
伝

授
を
受
け
た
も
の
か
否
か
は
確
か
め
る
術
は
な
い
が
、
そ
の
説
を
師
の
孝

時
か
ら
聞
い
て
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。

こ
れ
が
楽
家
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
は
、
西
宮
左
大
臣
説

を
と
る
の
は

『
三
曲
秘
譜
』

『文
机
談
』
の
他
に
は

『吉
野
吉
水
院
楽
書
』

の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
推
測
を
し
た
上
で

先
の
菊
亭
本
の
叙
述
を
考
え
て
み
る
と
、

『文
机
談
』
は
説
話
集
で
あ
る
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『古
事
談
』
に
伝
え
る
伝
承
よ
り
も
、
楽
家
に
伝
え
る
伝
承
を
正
統
な
も

の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
第
二
節
で
取
上
げ
た

（
ア
）
～

（ウ
）

の
説
話
は
、
ど
の
よ
う
に
意
味
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず

（
ア
）
は
、

「
桂
の
み
こ
」
＝

「貞
保
親
王
」
と
い
う
楽
家
の
伝
承
に
対

し
、

『大
和
物
語
』
等
に
記
す
よ
う
な

「
か
つ
ら
の
み
こ
」
の
伝
承
を
想

起
し
、
楽
家
の
伝
承
と
重
ね
合
せ
て

（
ア
）
の
よ
う
な
叙
述
を
行
っ
た
も

の
と
判
断
で
き
る
。
い
わ
ば
楽
家
の
立
場
を
優
先
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、

歌
学
的
な
伝
承
を
楽
家
の
伝
承
に
取
り
込
ん
だ
も
の
と
言
え
よ
う
。

（イ
）

は
、
楽
書
等
に
伝
え
る
楽
家
の
伝
承
で
は
明
確
な
判
断
の
下
し
難
い
博
雅

の
息
た
ち
に
つ
い
て
、
歌
学
的
な
知
識
を
重
ね
合
せ
て

「博
雅
息
信
明
」

＝

「
三
十
六
歌
仙
信
明
」
と
い
う
判
断
を
し
、
叙
述
の
改
変
を
行
な
っ
た

も
の
と
い
え
、
こ
れ
も
歌
学
的
な
知
識
を
楽
家
の
伝
承
に
取
り
込
ん
だ
も

の
と
考
え
ら
れ
、

（
ア
）
と
同
様
の
経
緯
が
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

（ウ
）

は
、
楽
家
の
伝
承
と
し
て
伝
え
る
高
明
流
の
琵
琶
に
つ
い
て
、

『十
訓
抄
』

に
伝
え
る
よ
う
な
説
話
を
重
ね
合
せ
た
上
で
、
楽
家
の
伝
承
の
上
か
ら
判

断
を
下
し
て
顕
基
に
関
し
て
叙
述
の
増
補
や
改
変
を
行
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
説
話
集
に
伝
え
る
よ
う
な
伝
承
を
、
楽
家
の
伝

承
に
取
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

『文
机
談
』
は
、
説
話
を
記
す
に
あ
た
り
既
存
の
伝
承
で
複
数
の
説
の

存
す
る
も
の
に
お
い
て
は
、
伏
見
宮
本
の
段
階
に
お
い
て
楽
家
の
伝
承
を

優
越
さ
せ
て
取
り
入
れ
て
い
た
。
菊
亭
本
も
そ
の
傾
向
を
継
ぎ
、
他
の
伝

承
を
加
え
る
に
あ
た

っ
て
は
、
楽
家
の
立
場
か
ら
の
解
釈
を
行
っ
た
。
そ

の
結
果
、
必
ず
し
も
正
確
と
は
い
え
な
い
伝
承
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
別
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
楽
家
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に

よ
っ
て
、
菊
亭
本
は
他
書
に
は
見
え
な
い
よ
う
な
特
異
な
説
話
を
持
つ
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
説
話
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
楽
家

の
立
場
か
ら
の
伝
承
を
記
し
た
も
の
と
し
て
、
菊
亭
本
を
位
置
付
け
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
伏
見
宮
本
と
菊
亭
本
の
比
較
を
通
し
て
得
ら
れ
る
菊
亭
本
の
種

々
の
改
変
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
が
、
本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
な
改
変

を
行
な
っ
た
人
物
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
菊
亭
本
の
改
変
が
琵
琶
相
承
に
関

わ
る
も
の
で
あ
る
点
、
ま
た
隆
円
の
師
孝
時
を
高
く
位
置
付
け
よ
う
と
し

て
い
る
点
、
さ
ら
に
楽
家
の
立
場
か
ら
の
伝
承
を
記
し
て
い
る
点
な
ど
本

稿
で
の
考
察
を
総
合
す
る
と
、
筆
者
は
こ
の
改
変
を
行
な
っ
た
人
物
は
隆

円
自
身
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
菊
亭
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
部
分
に

隆
円
の
名
が
見
え
る
こ
と

（２８
）
も
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）

『文
机
談
』
の
伝
本
に
つ
い
て
は
、
相
馬
万
里
子
氏

「
『文
机
談
』

成
立
政
―
伏
見
宮
本
を
中
心
と
し
て
―
」

（
『書
陵
部
紀
要
』
三
二
、

昭
四
五

。
一
）
、
平
林
盛
得

・
相
馬
万
里
子
氏
編

『文
机
談
　
菊
亭

本

。
伏
見
宮
本
』
解
説

（古
典
文
庫
、
昭
六
三

・
五
）
、
岩
佐
美
代

子
氏

『校
注
文
机
談
』
解
題

（笠
間
書
院
、
平
元

。
九
）
を
参
照
。



（２
）
注
１
相
馬
氏
論
文
。

（３
）
注
１
岩
佐
氏
前
掲
書
。

（４
）
以
下
、

『文
机
談
』
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
、　
一
つ
の
ま
と
ま

り
を
持
っ
た
書
物
と
し
て
扱
う
時
は
、

『文
机
談
』
と
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
本
を
問
題
に
す
る
場
合
は
、
菊
亭
本

・
伏
見
宮
本
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
。

（５
）
以
下

『文
机
談
』
の
引
用
は
、
岩
佐
美
代
子
氏

『校
注
文
机
談
』

（笠
間
書
院
、
平
元

。
九
）
に
拠
る
。

（６
）

『新
訂
増
補
国
史
大
系
』
に
拠
る
。

（７
）

『尊
卑
分
脈
』
に
拠
れ
ば
良
春
。

（８
）

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』

（小
学
館
）
に
拠
る
。

（９
）
第
二
節
で
取
り
上
げ
る
菊
亭
本
の
改
変
部
分
の

（イ
）
、
信
明
に

関
す
る
記
述
で
、
和
歌
の
こ
と
に
つ
い
て

「
又
…
さ
へ
」
を
使
っ
て

付
加
的
要
素
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

（１０
）
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
の
複
製
に
拠
る
。

（Ｈ
）
注
１

『古
典
文
庫
』
解
説
、

『校
注
文
机
談
』
解
説
。
但
し
、
こ

れ
は
伏
見
宮
本
が
存
在
し
な
い
菊
亭
本
の
本
文
中
の
表
現
や
菊
亭
本

の
跛
文
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
伏
見
宮
本
が
菊
亭
本
と

同
じ
表
現
や
跛
文
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
菊
亭
本
と
同
じ
目
的

を
持

っ
て
い
た
と
い
え
る
が
、
伏
見
宮
本
が
巻
二
の
み
の
零
本
で
あ

る
以
上
、
あ
ま
り
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
。

（‐２
）
注
５
前
掲
書
。

（‐３
）
和
歌
の
引
用
は
、

『新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

（
‐４
）

『古
典
文
学
大
系
』
に
拠
る
。

（‐５
）

『
日
本
歌
学
大
系
』
に
拠
る
。

（‐６
）

『十
訓
抄
』
の
説
話
番
号
と
本
文
引
用
は
泉
基
博
氏
編

『
十
訓
抄
』

上

・
下
片
仮
名
本

（古
典
文
庫
、
昭
五

一
。
九
）
に
拠
る
。

（
‐７
）
こ
こ
で
の

「
桂
の
み
こ
」
は
、
宇
多
天
皇
皇
女
字
子
内
親
王
で
、

『
日
本
紀
略
』
に
拠
れ
ば
、
天
徳
二
年

（九
五
八
）
売
。

「
式
部
卿

宮
」
は
、
そ
の
異
母
兄
敦
慶
親
王
。
生
没
年
は
、
仁
和
三
年

（八
〇

七
）
～
延
長
八
年

（九
二
〇
）
。
貞
保
親
王
は
、
貞
観
十
三
年

（八

七
〇
）
出
生
、
延
長
二
年

（九
二
四
）
莞
。

（
ア
）
の
よ
う
な
説
が

生
ま
れ
た
の
は
、
貞
保
親
王
の
生
存
年
代
と
こ
の
二
人
の
生
存
年
代

と
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
も

一
因
と
考
え
ら
れ
る
。

（
‐８
）
注
１２
に
同
じ
。

（‐９
）

『公
卿
補
任
』
に
拠
れ
ば
、
博
雅
は
延
喜
十
八
年

（九

一
八
）
生
、

信
明
は

『
二
十
六
人
歌
仙
伝
』
に
拠
れ
ば
、
延
喜
十
六
年

（九

一
六
）

生
。

（２０
）
顕
基
の
説
話
に
関
し
て
は
、
藤
島
秀
隆
氏

「顕
基
中
納
言
出
家
説

話
を
め
ぐ
っ
て
」

（
『説
話
文
学
研
究
』
八
、
昭
四
八

・
六
）
が
あ

２
つ
。

（２‐
）

『新
潮
日
本
古
典
集
成
』
に
拠
る
。

（２２
）

『続
本
朝
往
生
伝
』

『古
事
談
』

『発
心
集
』

『十
訓
抄
』
六

『古
今
著
聞
集
』

『撰
集
抄
』
な
ど
。

（
２３
）
鴨
長
明
が
伝
授
を
受
け
て
い
な
い
啄
木
を
弾
い
た
こ
と
で
、
藤
原

孝
道
に
訴
え
ら
れ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
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（２４
）

『続
本
朝
往
生
伝
』

『袋
草
紙
』

『今
鏡
』

『古
事
談
』

『発
心

集
』

『十
訓
抄
』
六

『古
今
著
聞
集
』

『撰
集
抄
』
な
ど
。

（２５
）

「
四
ヶ
月
」
及
び

「
承
和
二
年
」
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。

（２６
）
簾
承
武
の
説
話
に
関
し
て
は
、
佐
藤
辰
雄
氏

「簾
承
武
伝
承
の
考

察
」

（
『
日
本
文
学
誌
要
』
三
四
、
昭
六

一
・
六
）
が
あ
る
。

（２７
）
注
２６
に
同
じ
。

（２８
）
博
雅
の
息
の
伝
の
う
ち

「和
譜
事
」
の
末
尾
に

「
か
の
時
の
記
を

い
ま
だ
う
か
ゞ
ひ
み
ね
ば
、
隆
円
ふ
し
ん
の
み
お
ほ
く
て
い
ま
だ
そ

の
邁
を
ひ
ら
か
ず
」
と
あ
る
。

（な
か
は
ら

ｏ
か
な
え
　
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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