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『
枕
草
子
』「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
章
段
は
、
三
巻
本
、
能
因
本
、
前
田
家
本
、

堺
本
の
四
系
統
本
文
が
存
在
す
る
。
ま
た
加
藤
盤
斎
（
一
六
二
一
〜
一
六
七
四
）
が
校

正
し
た
異
文
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
章
段
の
う
ち
、「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
見
た
る
」
に
関
す
る
代
表

的
な
加
藤
盤
斎
『
清
少
納
言
枕
双
紙
抄
』（
延
宝
二
年
〈
一
六
七
四
〉
五
月
）
の
「
う
れ

し
き
心
」
と
北
村
季
吟
（
一
六
二
五
〜
一
七
〇
五
）『
枕
草
子
春
曙
抄
』（
延
宝
二
年

〈
一
六
七
四
〉
七
月
）
の
「
哀
れ
な
こ
こ
ろ
」
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
心
と
き

め
き
す
る
も
の
」
と
し
て
、「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、見
た
る
」
と
い
う
真
相
を
究
明
す
る
。

盤
斎
と
季
吟
が
ほ
ぼ
同
じ
能
因
本
系
統
本
文
に
よ
る
校
正
し
た
本
文
に
は
、
盤
斎
が

校
正
し
た
本
文
に
は
見
え
る
異
文
が
、
季
吟
の
本
文
に
は
見
え
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
こ

の
他
に
三
巻
本
、
前
田
家
本
、
堺
本
の
本
文
を
比
較
し
て
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特

に
「
暗
き
」
と
「
曇
り
」
の
本
質
を
解
明
し
、
盤
斎
の
「
く
ら
き
み
い
で
た
る
」
に
拠

る
「
う
れ
し
き
心
」
と
季
吟
の
「
曇
り
」
に
拠
る
「
哀
れ
な
こ
こ
ろ
」
と
解
釈
す
る
原

因
と
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
、「
う
れ
し
き
心
」
に
従
う
「
暗
き
鏡
」
を
注
目
し
、
日
本
と
中
国
古
典
に
お

け
る
鏡
に
つ
い
て
の
表
現
を
考
察
し
た
結
果
、
唯
一
の
唐
代
伝
奇
小
説
『
古
鏡
記
』
に

お
い
て
「
宝
鏡
」
は
、
暗
き
特
徴
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
心

と
き
め
き
す
る
も
の
」
章
段
の
「
唐
鏡
」
が
、
唐
代
伝
奇
小
説
『
古
鏡
記
』「
宝
鏡
」
を

指
す
こ
と
は
、「
う
れ
し
き
心
」
と
「
心
と
き
め
き
」
の
原
義
と
一
致
す
る
。

「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、見
た
る
」
と
い
う
意
図
の
真
相
は
、唐
代
伝
奇
小
説
『
古
鏡
記
』

に
よ
る
「
宝
鏡
」
の
典
拠
で
あ
る
。「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
見
た
る
」
の
解
釈
は
、「
心

配
」
で
は
な
く
、
理
想
的
な
「
宝
鏡
」
と
思
い
期
待
す
る
「
心
と
き
め
き
す
る
」
心
情

を
表
す
の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
章
段
は
新
た
な
「
う
れ
し
き
心
」
と
読
む
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、『
枕
草
子
』
に
お
け
る
難
解
部
分
を
解
明
す
る
と
き
に
、
漢

文
学
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
不
可
欠
な
視
点
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
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．
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史
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．
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．
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一
．
は
じ
め
に

『
枕
草
子
』
に
お
け
る
漢
文
学
の
影
響
は
、
漢
詩
の
直
接
引
用
、
典
拠
の
暗
示
な

ど
の
分
析
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
本
稿

は
、「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
段
を
中
心
と
し
て
、
そ
こ
に
漢
文
学
の
影
響
が
現

れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
考
え
た
い
。

該
当
段
は
、
諸
本
全
四
系
統
三
巻
本
、
能
因
本
、
前
田
家
本
、
堺
本
に
は
、
い
ず

れ
も
存
在
す
る
。
論
述
の
便
宜
上
、
現
在
多
く
の
論
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
三
巻
本

本
文
に
よ
り
示
す
（
以
下
同
）。

心
と
き
め
き
す
る
も
の

雀
の
子
飼
。
ち
ご
遊
ば
す
る
所
の
前
わ
た
る
。
よ
き

薫
物
た
き
て
一
人
臥
し
た
る
。
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
見
た
る
。
よ
き
男
の
、

車
と
ど
め
て
、
案
内
し
問
は
せ
た
る
。
頭
洗
ひ
化
粧
じ
て
、
香
ば
し
う
し
み
た

る
衣
な
ど
着
た
る
。
こ
と
に
見
る
人
な
き
所
に
て
も
、
心
の
う
ち
は
、
な
ほ
い

と
を
か
し
。
待
つ
人
な
ど
の
あ
る
夜
、
雨
の
音
、
風
の
吹
き
ゆ
る
が
す
も
、
ふ

と
お
ど
ろ
か
る
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）。

（
六
九
〜
七
〇
頁
）

清
少
納
言
は
、
七
つ
の
場
面
で
、「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
す
な
わ
ち
、
心
に

惹
か
れ
る
瞬
間
の
心
情
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
に
つ
い
て
、
過
去
の
研
究

で
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
整
理
し
て
、
確
認
し

て
み
た
い
（
1
）。

①

雀
の
子
飼

「
そ
の
無
邪
気
な
様
子
に
心
が
ひ
か
れ
る
の
で
あ
る
」（
池
田
亀
鑑
）
と
あ
り
、

ま
た
「
あ
ま
り
小
さ
い
の
で
、
こ
れ
が
育
つ
か
し
ら
と
、
心
配
し
て
ど
き
ど
き

す
る
が
期
待
を
持
っ
て
い
る
」（
田
中
重
太
郎
）
と
の
解
説
も
あ
る
。

②

ち
ご
遊
ば
す
る
所
の
前
わ
た
る

「
幼
児
を
遊
ば
せ
て
い
る
家
の
前
を
車
で
通
り
過
ぎ
る
時
、
一
瞬
の
風
景
が
心

を
暖
か
く
す
る
」（
増
田
繁
夫
）
と
い
う
解
説
が
あ
り
、
ま
た
「
牛
車
に
ひ
か

れ
は
し
ま
い
か
と
心
配
す
る
」（
田
中
重
太
郎
）
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。

③

よ
き
薫
物
た
き
て
一
人
臥
し
た
る

「
数
種
の
香
を
色
々
に
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
練
り
香
」（
石
田
穣
二
）
と
い
う

説
明
が
あ
り
、
ま
た
「
何
か
良
い
事
が
起
り
そ
う
な
の
で
あ
る
。
話
し
相
手
な

ど
が
居
る
と
こ
う
い
う
気
持
は
生
じ
な
い
」（
渡
辺
実
）と
い
う
解
説
も
見
え
る
。

④

唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
見
た
る

「
舶
来
の
貴
重
な
鏡
。
こ
れ
に
曇
り
が
出
は
じ
め
た
。
や
が
て
ひ
ど
く
錆
び
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
、
未
来
は
絶
望
に
つ
な
が
っ
て
、
胸
も
つ
ぶ
れ
る
思

い
」（
萩
谷
朴
）
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「「
唐
鏡
の
少
し
暗
き
見
た
る
」

は
、
よ
く
分
ら
な
い
。
通
説
は
、
秘
蔵
の
鏡
の
曇
っ
た
の
を
発
見
し
た
時
、
と

す
る
が
、
言
葉
の
解
釈
に
少
々
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
」（
石
田
穰
二
）
と

い
う
説
明
も
あ
る
。

⑤

よ
き
男
の
、
車
と
ど
め
て
、
案
内
し
問
は
せ
た
る

「
取
次
を
申
し
入
れ
て
（
＝
案
内
し
）
何
か
尋
ね
さ
せ
て
い
る
時
。「
よ
き
男
」

が
何
の
用
か
と
の
期
待
」（
渡
辺
実
）
で
あ
り
、
ま
た
「
果
し
て
自
分
を
訪
ね

て
き
て
く
れ
た
の
か
ど
う
か
、
誰
に
何
の
用
件
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
屋
敷
内

の
若
い
女
性
は
、
わ
く
わ
く
す
る
」（
萩
谷
朴
）
と
の
解
説
も
あ
る
。

⑥

頭
洗
ひ
化
粧
じ
て
、
香
ば
し
う
し
み
た
る
衣
な
ど
着
た
る
。
こ
と
に
見
る
人

な
き
所
に
て
も
、
心
の
う
ち
は
、
な
ほ
い
と
を
か
し

「
お
化
粧
を
し
、
着
飾
っ
た
女
性
が
、
鏡
の
前
で
ひ
と
り
ほ
ほ
笑
ん
だ
り
、
眉

を
ひ
そ
め
た
り
、
自
分
に
話
し
か
け
た
り
。
夢
と
期
待
に
満
ち
た
ナ
ル
シ
シ
ズ

ム
が
そ
こ
に
は
あ
る
」（
萩
谷
朴
）
と
い
う
解
釈
が
あ
り
、
ま
た
「
自
分
の
た

め
に
自
分
を
装
う
内
的
な
幸
福
感
」（
松
尾
聰
・
永
井
和
子
）
と
い
う
解
説
も

あ
る
。

⑦

待
つ
人
な
ど
の
あ
る
夜
、
雨
の
音
、
風
の
吹
き
ゆ
る
が
す
も
、
ふ
と
お
ど
ろ

か
る



19 総研大文化科学研究

「
待
人
が
訪
れ
た
の
か
と
」（
渡
辺
実
）注
釈
が
あ
り
、ま
た「
恋
人
の
訪
れ
を
待
っ

て
い
る
よ
う
な
夜
」（
萩
谷
朴
）
と
の
解
説
が
あ
る
。

七
つ
の
場
面
に
対
す
る
解
釈
を
取
り
上
げ
て
見
た
。
こ
れ
ら
の
解
釈
で
は
、
①
と

②
は
、い
ず
れ
も
「
心
配
」
と
「
心
配
な
い
」
と
い
う
両
説
が
見
え
る
。
つ
ま
り
①
「
雀

の
子
飼
」
と
②
「
ち
ご
遊
ば
す
る
所
の
前
わ
た
る
」
は
、
必
ず
し
も
「
心
配
」
す
る

と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
③
、
⑤
、
⑥
、
⑦
の
解
釈
に
は
、「
心
配
」
と
い
う
解
釈

が
見
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
心
と
き
め
き
る
す
る
も
の
」
の
章
段
の

主
旨
は
、「
心
配
」
で
は
な
く
、す
べ
て
良
い
こ
と
に
解
説
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

と
す
る
と
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
④
の
解
釈
で
あ
る
。
前
掲
し
た
よ

う
に
、④
の
解
説
に
は
、「
曇
り
」
や
「
錆
び
」
ま
た
「
未
来
の
絶
望
」
と
指
摘
さ
れ
、

他
説
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

本
稿
は
、
こ
の
「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
見
た
る
」
と
い
う
表
現
は
、「
曇
り
」

や
「
心
配
」
で
は
な
く
、「
心
の
う
ち
は
、
な
ほ
い
と
を
か
し
」
の
よ
う
な
「
心
と

き
め
き
す
る
も
の
」
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
、
漢
文
学
の
影
響
の
視
点
か
ら
解
明
し
て
み
た
い
。

二
．
四
系
統
本
文
に
お
け
る
「
唐
鏡
」
に
関
す
る
表
現

周
知
の
よ
う
に
、
古
典
文
学
を
解
釈
す
る
と
き
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
は
本
文
で

あ
る
。
本
章
段
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
諸
本
全
四
系
統

の
本
文
が
存
在
す
る
。
論
述
の
た
め
、「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
見
た
る
」
に
関
す

る
三
巻
本
、能
因
本
、前
田
家
本
、堺
本
の
本
文
を
表
に
し
て
、対
照
し
て
み
た
い
（
上

図
表
）（
2
）。

四
系
統
本
文
を
比
べ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
異
同
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、

三
巻
本
と
能
因
本
の
本
文
は
ほ
ぼ
一
致
。
た
だ
、三
巻
本
に
は
仮
名
表
記
さ
れ
た
「
み

た
る
」
の
「
み
」
は
、能
因
本
で
は
漢
字
で
「
見
」
で
あ
る
。
次
に
、前
田
家
本
に
は
、

冒
頭
文
「
か
ゝ
み
」
の
前
に
「
か
ら
」
が
見
え
な
い
。
そ
れ
以
外
の
本
文
は
三
巻
本

と
合
致
す
る
。
ま
た
、
堺
本
は
、
前
半
の
「
か
ら
か
ゝ
み
」
は
、
三
巻
本
、
能
因
本

と
一
致
す
る
が
、
後
半
の
本
文
は
、
い
ず
れ
も
三
巻
本
、
能
因
本
、
前
田
家
本
の
「
く

ら
き
み
た
る
」
と
違
い
、「
く
も
り
た
る
み
た
る
」
で
あ
る
。

以
上
の
異
同
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
一
覧
表
に
し
て
み
よ
う
。

四
系
統

唐
鏡
の

す
こ
し

暗
き

見
た
る

三
巻
本

か
ら
か
ゝ
み
の

す
こ
し

く
ら
き

み
た
る

能
因
本

か
ら
か
ゝ
み
の

す
こ
し

く
ら
き

見
た
る

前
田
家
本

か
ゝ
み
の

す
こ
し

く
ら
き

み
た
る

堺
本

か
ら
か
ゝ
み
の

す
こ
し

く
も
り
た
る

み
た
る

四
系
統

本

文

三
巻
本

翻
字

か
ら
か
ゝ
み
の
す
こ
し
く
ら
き
み
た
る

能
因
本

翻
字

か
ら
か
ゝ
み
の
す
こ
し
く
ら
き
見
た
る

前
田
家
本

翻
字

か
ゝ
み
の
す
こ
し
く
ら
き
み
た
る

堺

本
翻
字

か
ら
か
ゝ
み
の
す
こ
し
く
も
り
た
る
み
た
る
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右
に
示
し
た
よ
う
に
、
四
系
統
本
文
の
大
き
な
相
違
点
は
、
三
巻
本
、
能
因
本
、

前
田
家
本
の
「
く
ら
き
」
と
堺
本
の
「
く
も
り
た
る
」
と
い
う
表
現
の
違
い
で
あ
る
。

注
意
し
た
い
焦
点
は
、「
く
ら
き
み
た
る
」
と
「
く
も
り
た
る
み
た
る
」
と
い
う

微
妙
な
違
い
で
あ
る
。
二
つ
の
語
彙
の
表
現
す
る
意
味
は
、
い
ず
れ
も
「
暗
い
」
で

あ
る
が
、「
た
る
」
と
い
う
助
動
詞
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、「
く
も
り
た
る
み
た
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
既
に
「
く
も
り
」
に
な
っ
た
事
実
に
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、「
く
ら
き
み
た
る
」
の
場
合
は
、
既
に
暗
く
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
暗

く
な
る
瞬
間
に
見
た
の
か
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、三
巻
本
、能
因
本
、前
田
家
本
の
「
く
ら
き
み
た
る
」
よ
り
、

堺
本
の
「
く
も
り
た
る
み
た
る
」
本
文
は
、
現
代
読
者
に
と
っ
て
は
分
か
り
や
す
い

本
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
三
系
統
の
本
文
に
は
断
定
助
動
詞
「
た
る
」
が
な
い

こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
部
分
に
対
し
て
、
先
行
の
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
次
項
で
確
認
し
て
み
た
い
。

三
．
研
究
史
に
よ
る
「
唐
鏡
」
に
関
す
る
解
説

『
枕
草
子
』
の
研
究
史
を
溯
る
と
、
古
い
注
釈
に
は
、
近
世
の
加
藤
盤
斎
と
北
村

季
吟
の
注
釈
が
あ
る
。
盤
斎
と
季
吟
は
、「
唐
鏡
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
傍
線
は
筆
者
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
）。

○
加
藤
盤
斎
『
清
少
納
言
枕
双
紙
抄
』（
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
五
月
）

か
ら
の
鏡
の
す
こ
し
く
ら
き
見
い
で
た
る
。

【
か
ら
の
か
ゞ
み
】
と
は
、
う
れ
し
き
心
を
い
ふ
心
を
也
（
3
）。

○
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』（
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
七
月
）

か
ら
の
か
ゞ
み
の
す
こ
し
（〔〔

くく
も
り
た
る
、

ら
き
）
見辰
。〕
辰
〕・
た
る

か
ら
の
か
ゞ
み
の
す
こ
し
く
ら
き

唐
鏡
也
。
い
み
じ
き
鏡
を
哀ア
ハハ

今レ

少
明
ラ
か

な
れ
か
し
と
思
ふ
こ
ゝ
ろ
な
る
べ
し
（
4
）。

右
に
傍
線
を
付
け
た
よ
う
に
、盤
斎
と
季
吟
の
解
釈
は
違
う
。
盤
斎
の
解
説
は「
う

れ
し
い
」
と
い
う
気
持
ち
で
あ
り
、
季
吟
の
解
説
は
「
う
れ
し
い
」
で
は
な
く
、
大

切
な
鏡
に
曇
っ
て
口
惜
し
く
「
哀
れ
」
で
あ
る
。
な
ぜ
二
人
の
解
説
は
、「
対
立
」

し
て
い
る
の
か
。

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
盤
斎
と
季
吟
が
校
訂
正
し
た
本
文
は
、
い
ず
れ
も
能
因
本

系
統
本
文
で
あ
る
（
5
）。
同
じ
能
因
本
系
統
本
文
で
あ
る
の
に
、
盤
斎
と
季
吟
の
本

文
は
異
な
る
部
分
が
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
盤
斎
の
本

文
の
「
く
ら
き
見
い
で
た
る
」
の
う
ち
、「
い
で
」
と
い
う
語
は
、
季
吟
の
本
文
に

は
見
え
な
い
。
ま
た
、季
吟
の
本
文
の
「
く
ら
き
見
た
る
」
の
傍
に
は
「
く
も
り
た
る
・

辰
」
と
い
う
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
く
も
り
た
る
」
と
い
う
表
現
は
、
前

述
の
如
く
、
堺
本
系
統
本
文
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
注
記
は
、
盤
斎
の
本
文
に

は
記
し
て
い
な
か
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
一
つ
は
、
盤
斎
の

本
文
に
見
え
る
本
文
は
、
季
吟
の
本
文
に
は
見
え
ず
、
盤
斎
が
見
た
本
文
を
、
季
吟

が
見
た
の
か
、
そ
れ
と
も
見
た
が
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
も
う
一
つ
は
、
盤

斎
が
堺
本
系
統
本
文
を
見
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

盤
斎
と
堺
本
系
統
本
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
盤
斎
自
身
が
書
い
た
「
奥
書
」

が
参
考
と
な
る
。

此
本
者
佐
野
満
雅
持
来
し
て
け
る
を
見
る
に
世
に
流
布
の
本
と
は
か
は
り
て
少

異
な
る
ゆ
へ
に
写
も
て
行
に
書
写
の
あ
や
ま
り
と
見
え
て
あ
や
し
き
所
略
あ
り

然
と
も
筆
そ
め
て
次
第
と
し
て
功
終
畢

承
応
四
年
八
月
晦
日

信
秀
書
生
わ
か
の
み
ち
に
こ
こ
ろ
さ
し
ふ
か
く
あ
り
け
る
故
に
大
原
に
こ
も
（
6
）
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り
て
あ
り
し
時
か
き
侍
る
を
み
い
て
て
お
く
り
ぬ
る
な
り
ま
く
ら
草
紙
異
本
あ

ま
た
あ
り
こ
れ
は
幽
斎
法
師
の
も
て
あ
そ
ひ
給
ふ
本
の
写
な
り

寛
文
元
年
八
月
廿
日

盤
斎
（
7
）

承
応
四
年
（
一
六
五
五
）、
盤
斎
は
佐
野
満
雅
が
持
来
し
た
堺
本
系
統
異
本
を
書

写
し
た
。
そ
の
後
、寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
信
秀
と
い
う
人
が
さ
ら
に
異
本
を
持
っ

て
来
て
、
盤
斎
が
さ
ら
に
書
写
し
た
の
で
あ
る
。
盤
斎
が
極
め
て
早
い
時
期
に
、
堺

本
系
統
異
本
を
書
写
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、後
に
盤
斎
が
校
正
し
た
『
清

少
納
言
枕
双
紙
抄
』
本
文
に
は
、
特
に
「
唐
鏡
」
に
関
し
て
、
堺
本
系
統
異
本
に
つ

い
て
注
記
を
し
て
い
な
い
。
盤
斎
と
季
吟
は
、
堺
本
系
統
異
本
に
関
し
て
取
捨
す
る

態
度
が
違
う
こ
と
は
分
か
る
。

次
に
、
盤
斎
が
校
正
し
た
本
文
の
「
く
ら
き
見
い
で
た
る
」
の
う
ち
、「
い
で
」

と
い
う
語
は
、
季
吟
の
本
文
に
は
見
え
な
い
。
こ
の
点
に
示
唆
さ
れ
た
こ
と
は
、
盤

斎
が
見
た
本
文
を
、
季
吟
が
見
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
見
た
が
重
視
し
て
い
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
つ
て
、
盤
斎
と
季
吟
の
、
本
文
に
対
す
る
忠
実
さ
に
つ
い
て
、
川
瀬
一
馬
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
回
は
盤
斎
抄
を
本
書
の
底
本
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
枕
草
子
の
流
布

本
と
な
っ
て
い
る
北
村
季
吟
著
の
「
枕
草
紙
春
曙
抄
」（
延
宝
二
年
刊
）
と
ほ

ぼ
同
系
統
の
本
文
で
あ
る
が
、
春
曙
抄
よ
り
も
本
文
を
い
じ
っ
て
い
な
い
と
思

わ
れ
る
（
8
）。

以
上
の
よ
う
に
、
盤
斎
と
季
吟
の
、「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
見
た
る
」
に
対
す

る
解
釈
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
う
れ
し
い
」
と
「
哀
れ
」
と
解
釈
さ
れ
た
理
由
は
、
各

自
の
依
拠
し
た
本
文
が
違
う
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
盤
斎
が
校

正
し
た
本
文
「
く
ら
き
見
い
で
た
る
」
で
あ
り
、
季
吟
が
堺
本
系
統
本
文
「
く
も
り

た
る
み
た
る
」
で
あ
る
。

で
は
、
盤
斎
と
季
吟
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
、「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
見
た
る
」

に
関
し
て
は
、
如
何
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
確
認

し
て
み
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
明
治
以
降
、
昭
和
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
『
枕
草
子
』

底
本
は
、
三
巻
本
系
統
本
文
を
利
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
三
巻
本
底
本
に
よ
り
、

日
本
古
典
文
学
大
系
『
枕
草
子
』（
岩
波
書
店
）
で
、
池
田
亀
鑑
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

大
切
な
鏡
に
す
こ
し
曇
り
が
生
じ
た
の
を
見
出
し
て
心
と
き
め
き
さ
れ
る
意
な

り
と
解
し
、
そ
れ
が
大
体
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
鏡
に
曇
り
を
発
見

し
て
驚
く
心
は
「
心
と
き
め
き
」
よ
り
む
し
ろ
「
胸
つ
ぶ
る
」
の
語
で
表
現
さ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
9
）。

池
田
亀
鑑
は
、「
曇
り
」
と
い
う
解
釈
は
相
応
し
く
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、「
心
と
き
め
き
」
の
章
段
と
「
胸
つ
ぶ
る
」
の
章
段
の
内
容
が
違
う

か
ら
で
あ
る
。
続
い
て
、
池
田
亀
鑑
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

胸
が
と
き
め
く
こ
と
で
、
何
か
を
予
想
し
期
待
す
る
と
き
心
が
自
然
に
動
く
状

態
に
つ
い
て
い
う
。
未
知
ま
た
は
未
然
の
事
態
へ
の
予
想
な
の
で
心
の
動
揺
は

さ
け
得
な
い
が
、悪
い
こ
と
に
つ
い
て
は
用
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
点「
胸
つ
ぶ
る
」

の
語
と
対
照
的
で
あ
る
（
10
）。

そ
し
て
、
池
田
亀
鑑
は
、「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
見
た
る
」
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
解
説
し
た
。
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か
つ
て
私
見
と
し
て
、
上
等
な
鏡
だ
と
い
う
の
に
曇
り
が
出
て
い
る
の
を
見
た

時
は
、
思
わ
ず
苦
情
を
い
い
た
く
な
っ
て
自
制
で
き
な
い
と
の
解
釈
を
提
出
し

た
が
、
な
お
考
え
る
の
に
、「
く
ら
き
」
を
陰
翳
を
お
び
た
状
態
と
解
し
、
上

等
な
鏡
へ
の
心
と
き
め
き
と
と
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
う
（
11
）。

し
か
し
、
池
田
亀
鑑
の
解
説
は
、
田
中
重
太
郎
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
田
中
重

太
郎
は
、
能
因
本
底
本
と
し
て
『
枕
冊
子
全
注
釈
』
の
中
で
、
池
田
亀
鑑
の
解
説
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
反
対
し
て
い
る
。

池
田
亀
鑑
氏
は「
悪
い
こ
と
に
つ
い
て
は
用
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
点『
胸
つ
ぶ
る
』

の
語
と
対
照
的
で
あ
る
」（『
大
系
』
頭
注
）
と
説
か
れ
た
が
、「
心
と
き
め
き

す
る
」
を
「
胸
つ
ぶ
る
」
と
あ
ま
り
対
照
的
に
見
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
無
理

が
あ
る
よ
う
で
、
こ
の
冊
子
の
「
胸
つ
ぶ
る
る
も
の
」
と
読
み
比
べ
る
と
、
こ

の
二
つ
の
語
に
は
そ
う
し
た
要
素
も
あ
る
が
、
程
度
の
差
と
い
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
し
、「
心
と
き
め
き
す
」
に
は
、
期
待
と
不
安
と
が
入
り
ま
じ
っ
て
い

る
（
12
）。

文
字
の
如
く
、
田
中
重
太
郎
は
「
心
と
き
め
き
」
の
意
味
は
、「
期
待
と
不
安
」

と
し
て
理
解
す
る
べ
き
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
田
中
重
太
郎
は
、「
悪
い
こ
と
に
つ

い
て
は
用
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
点
「
胸
つ
ぶ
る
」
の
語
と
対
照
的
で
あ
る
」
と
い
う

池
田
亀
鑑
の
解
説
に
対
し
て
、「
無
理
が
あ
る
」
と
反
発
し
て
い
る
。

田
中
重
太
郎
の
「
反
発
」
し
た
理
由
は
、
恐
ら
く
池
田
亀
鑑
の
「
唐
鏡
」
に
関
す

る
解
釈
が
適
切
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
田
中
重
太
郎
は
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。

池
田
亀
鑑
氏
は
「
鏡
に
曇
り
を
発
見
し
て
驚
く
心
は
『
心
と
き
め
き
』
よ
り
む

し
ろ
『
胸
つ
ぶ
る
』
の
語
で
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）『
く
ら
き
』

を
陰
翳
を
お
び
た
状
態
と
解
し
、
上
等
な
鏡
へ
の
心
と
き
め
き
と
と
る
こ
と
も

で
き
る
よ
う
に
思
う
」（『
大
系
』
補
注
）
と
説
か
れ
る
が
、
前
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
れ
は
「
心
と
き
め
き
す
る
」
と
「
胸
つ
ぶ
る
」
と
、
あ
ま
り
に
対
照

的
に
見
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
舶
来

の
た
い
せ
つ
な
鏡
が
曇
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
は
っ
と
し
た
瞬
間
の
気
持
を

い
っ
た
も
の
と
、
す
な
お
に
解
し
て
お
く
ほ
う
が
よ
い
（
13
）。

田
中
重
太
郎
は
、
池
田
亀
鑑
の
解
釈
に
は
「
陰
翳
を
お
び
た
状
態
」
で
、「
上
等

な
鏡
へ
の
心
と
き
め
き
」
す
る
こ
と
と
「
胸
つ
ぶ
る
」
こ
と
と
の
区
別
す
る
こ
と
は
、

「
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
」
と
反
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
田
中
重
太
郎
は
、
す

な
お
に
考
え
て
、「
た
い
せ
つ
な
鏡
が
曇
っ
て
い
る
」
状
態
で
、
つ
ま
り
、「
不
安
」

の
通
説
の
ま
ま
が
よ
い
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
田
中
重
太
郎
の
解
説
と
類
似
す
る
解
釈
は
、
萩
谷
朴
の
解
説
で
あ
る
。

萩
谷
朴
は
『
枕
草
子
解
環
』
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

高
価
な
舶
来
の
鏡
、
こ
れ
に
曇
り
が
出
は
じ
め
た
。
や
が
て
ひ
ど
く
錆
び
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
、
未
来
は
絶
望
に
も
つ
な
が
っ
て
、
胸
も
つ
ぶ
れ
る
思

い
が
す
る
（
14
）。

萩
谷
朴
の
解
釈
は
、
田
中
重
太
郎
の
解
説
よ
り
、
具
体
的
に
「
曇
り
」
を
「
錆
び
」

と
指
摘
し
、「
未
来
は
絶
望
」
と
い
う
よ
う
な
解
釈
を
記
し
た
。

し
か
し
、
萩
谷
朴
の
解
説
を
必
ず
し
も
踏
襲
と
は
言
え
ず
、
同
じ
三
巻
本
底
本
で

あ
る
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
枕
草
子
』
頭
注
で
、
渡
辺
実
は
次
の
よ
う
に
記
述
し

て
い
る
。

「
唐
鏡
」
は
中
国
製
の
鏡
。「
鏡
」
を
「
見
る
」
と
言
え
ば
、
顔
を
映
す
こ
と
だ

か
ら
、
こ
れ
は
、
舶
来
の
鏡
ち
ょ
っ
と
曇
っ
た
の
に
顔
を
映
し
た
時
の
気
持
で
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あ
る
。
自
分
が
高
貴
な
美
女
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
現
実
よ
り
良
い
方
向

に
か
け
は
な
れ
た
例
。「
少
し
く
ら
き
」
は
夜
目
遠
目
の
類
で
、
共
感
を
呼
ん

だ
で
あ
ろ
う
（
15
）。

萩
谷
朴
の
解
釈
と
全
く
違
う
方
向
で
、
渡
辺
実
は
、「
曇
っ
た
」
鏡
を
見
る
時
に
、

「
未
来
は
絶
望
」
で
は
な
く
、「
高
貴
な
美
女
」
に
な
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
、「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
見

た
る
」
に
対
し
て
、
代
表
的
な
池
田
亀
鑑
、
田
中
重
太
郎
、
萩
谷
朴
、
渡
辺
実
の
解

釈
を
見
て
き
た
。
四
人
の
解
釈
は
、
二
組
に
分
け
ら
れ
る
。
一
組
は
、
池
田
亀
鑑
と

渡
辺
実
の
解
釈
に
よ
り
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、
良
い
こ
と
に
惹
か
れ
る
心
情
を
表
す

も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
組
は
、
田
中
重
太
郎
と
萩
谷
朴
の
解
釈
で
、
良
い
こ
と
で

は
な
く
、
大
切
な
鏡
が
曇
り
錆
び
に
な
っ
て
、
不
安
な
心
配
す
る
気
持
ち
の
表
現
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
四
人
の
二
組
の
解
釈
は
、近
世
の
盤
斎
と
季
吟
の
説
に
類
似
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
盤
斎
の
「
う
れ
し
い
」（
池
田
亀
鑑
、
渡
辺
実
）
気
持
ち
で
あ
り
、
季
吟

の
「
哀
れ
」（
田
中
重
太
郎
、
萩
谷
朴
）
な
心
情
で
あ
ろ
う
。
よ
う
す
る
に
、「
唐
鏡
」

に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
近
世
か
ら
い
ま
ま
で
「
二
説
」
の
状
態
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
説
は
ど
ち
ら
が
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
三
巻
本
、
能
因
本
、

前
田
家
本
の
本
文
に
よ
る
「
く
ら
き
み
た
る
」
と
堺
本
本
文
に
よ
る
「
く
も
り
た
る

み
た
る
」
と
い
う
表
現
は
、
ど
ち
ら
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
如
く
、堺
本
本
文
に
よ
る
「
く
も
り
た
る
」
異
文
に
は
、断
定
助
動
詞
「
た

る
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、七
つ
の
場
面
の
う
ち
、断
定
さ
れ
た
事
実
が
見
え
る
描
写
は
、

前
後
文
脈
か
ら
見
る
と
、
相
応
し
く
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
周
知
の
よ
う
に
、
堺

本
系
統
本
文
の
信
憑
性
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
（
16
）。
と
す
る
と
、三
巻
本
、能
因
本
、前
田
家
本
の
本
文
に
よ
る
「
く

ら
き
み
た
る
」
に
従
っ
て
解
釈
す
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
唐
鏡
の
少
し
暗
き
、
見
た
る
」
と
い
う
描
写
は
、
短
く

詩
句
の
よ
う
な
特
徴
が
見
え
、
何
か
唐
の
鏡
に
関
わ
る
「
暗
き
」
の
典
拠
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
「
唐
鏡
」
に
関
す
る
発
想
は
、
唐
の
文
学

と
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、「
唐
鏡
」
と
漢
籍
の
関
係

に
つ
い
て
展
開
し
て
み
た
い
。

四
．
平
安
文
学
に
お
け
る
「
唐
鏡
」
及
び
「
鏡
」
と
漢
籍
の
影
響

唐
鏡
は
、
元
来
漢
鏡
と
並
ん
で
中
国
で
特
殊
な
発
展
を
遂
げ
た
金
属
鏡
の
主
要
な

も
の
で
、宋
代
の
『
博
古
図
録
』
以
来
、古
鏡
と
名
称
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
時
代
に
は
、

大
量
の
唐
鏡
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
、
各
地
で
出
土
す
る
が
、
多
種
多
様
の
唐
鏡
の
優

作
が
伝
世
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
正
倉
院
に
伝
世
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
鏡
は
も
ち
ろ
ん

の
事
、
奈
良
県
高
松
塚
古
墳
出
土
の
海
獣
葡
萄
鏡
は
中
国
本
土
で
は
い
ま
だ
例
を
見

な
い
も
の
で
あ
る
。
七
世
紀
後
半
か
ら
平
安
中
期
ま
で
、
唐
鏡
に
模
倣
し
て
作
ら
れ

た
鏡
は
、「
唐
式
鏡
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
（
17
）。

該
当
段
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
に
お
い
て
「
唐
鏡
」
は
、輸
入
さ
れ
た
「
唐
鏡
」

で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
日
本
で
唐
の
様
式
に
作
ら
れ
た
唐
式
鏡
で
あ
ろ
う
か
。
容

易
に
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
唐
鏡
」
は
、

唐
と
の
間
に
何
か
関
係
が
あ
る
こ
と
は
察
せ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
鏡
は
、
唐
の

文
学
に
お
け
る
鏡
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
古
典
文
学
に
お
け

る
鏡
の
表
現
は
、
中
国
の
文
学
と
の
関
係
が
深
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

確
認
し
て
み
た
い
。

最
初
に
、『
風
土
記
』「
常
陸
国
風
土
記
」「
久
慈
の
郡
」
の
記
事
を
取
り
上
げ
た
い
。

東
山
石
鏡

昔
在
魑
魅

萃
集
翫
見
鏡

則
自
去

俗
云
疾
鬼

面
鏡
自
滅

東
の
山
に
石
の
鏡
あ
り
。
昔
、
魑
魅
あ
り
。
萃
集
り
て
鏡
を
翫
び
見
て
、
す
な

わ
ち
自
ら
去
る
。
俗
、
疾
き
鬼
は
鏡
に
面
へ
ば
自
ら
滅
ぶ
と
い
ふ
（
18
）。

漢
字
で
書
か
れ
た
「
魑
魅
」
に
つ
い
て
は
、
本
書
頭
注
で
、「
人
面
獣
身
、
四
足
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に
し
て
好
く
人
を
惑
は
す
」（
史
記
注
）
と
い
う
怪
物
の
称
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
「
怪
物
」
が
、
鏡
を
見
て
逃
げ
る
と
い
う
描
写
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
故
事
が
、
漢
籍
『
抱
朴
子
』
に
も
見
ら
れ
る
。

是
以
古
之
入
山
道
士

皆
以
明
鏡
径
九
寸
已
上

懸
於
背
後

則
老
魅
不
敢
近

人
或
有
来
試
人
者

則
当
顧
視
鏡
中

其
是
仙
人

及
山
中
好
神
者

顧
鏡
中

故
如
人
形

若
是
鳥
獣
邪
魅

則
其
形
貌

皆
見
鏡
中
矣
（
19
）

昔
、
山
に
入
る
道
士
た
ち
は
皆
な
、
直
径
九
寸
以
上
の
鏡
を
背
後
に
吊
し
て
い

た
、
こ
う
す
れ
ば
劫
を
経
た
魅
も
ひ
と
に
近
づ
け
な
い
。
胆
を
試
そ
う
と
し
て

や
っ
て
来
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
ふ
り
返
っ
て
鏡
の
中
を
見
よ
。
相
手
が
仙
人
あ

る
い
は
山
中
の
良
い
神
な
ら
、
鏡
の
中
を
見
る
と
人
間
の
姿
の
ま
ま
映
る
。
も

し
そ
れ
が
鳥
や
獣
の
悪
い
魅
だ
っ
た
ら
、
そ
の
顔
か
た
ち
す
べ
て
が
鏡
の
中
に

映
る
（
20
）。

右
の
描
写
を
比
べ
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
悪
い
「
魅
」
と
い
う
も
の
が
、
鏡
に
近

づ
か
な
い
で
、
見
て
去
る
と
い
う
類
似
す
る
表
現
は
、
漢
籍
の
影
響
が
あ
る
こ
と
と

考
え
る
。

次
に
、
平
安
初
期
勅
撰
三
集
の
う
ち
、『
文
華
秀
麗
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）

に
収
録
さ
れ
た
嵯
峨
天
皇
の
（
滋
野
貞
主
の
「
秋
月
歌
」）
に
唱
和
し
た
御
製
「
和

内
史
貞
主
秋
月
歌
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
鏡
に
関
わ
る
詩
句
が
あ
る
（
現
代
漢
語
で

表
記
）。雲

暗
空
中
清
輝
少

雲
暗
く
空
中
に
清
輝
少
く

風
来
吹
拂
看
更
皎

風
来
り
て
吹
き
拂
ひ
看
更
に
皎
ら
か
な
り

形
如
秦
鏡
出
山
頭

形
は
秦
鏡
の
如
く
山
頭
を
出
で

色
似
楚
練
疑
天
曉

色
は
楚
練
に
似
て
天
の
曉
く
る
か
と
疑
ふ

（
三
〇
六
〜
三
〇
七
頁
）

右
の
詩
句
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
秦
鏡
」
と
い
う
も
の
は
、空
海
の
『
三
教
指
帰
』

（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
も
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
（
現
代
漢
語
で
表
記
）。

吾
当
為
汝
等

略
述
綱
目

宜
鑒
秦
王
顯
偽
之
鏡

早
改
葉
公
懼
真
此
迷

倶

醒
触
象
之
酔

並
学
師
吼
之
道

吾
当
に
汝
等
が
為
に
略
綱
目
を
述
べ
む
。
宜
し
く
秦
王
を
偽
を
顯
は
す
鏡
を
鑒

み
て
、
早
く
葉
公
が
真
を
懼
づ
る
迷
を
改
め
、
倶
に
触
象
の
酔
を
醒
し
て
並
び

に
師
吼
の
道
を
学
ぶ
べ
し
。

（
一
二
六
〜
一
二
七
頁
）

上
の
文
に
は
、
い
く
つ
か
の
中
国
の
故
事
を
引
用
し
て
い
る
。
文
字
の
よ
う
に
、

秦
王
の
鏡
は
、
秦
の
朝
廷
の
鏡
に
関
わ
る
故
事
で
あ
る
。「
葉
公
」
と
い
う
人
が
、

竜
が
好
き
で
、
本
物
の
竜
を
見
て
失
神
気
絶
し
た
と
い
う
故
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

「
秦
鏡
」
と
「
葉
公
」
を
、
空
海
は
『
性
霊
集
』「
巻
第
一
」
の
「
遊
山
慕
仙
詩
」
に

も
用
ら
れ
て
い
る
。

葉
公
珍
假
借

葉
公
假
借
を
珍
と
し

秦
鏡
照
真
相

秦
鏡
真
相
を
照
ら
す

（
一
五
八
〜
一
五
九
頁
）

右
に
示
し
た
よ
う
に
、「
葉
公
」
と
い
う
故
事
は
、
元
来
漢
の
『
劉
向
新
序
』
に

よ
る
説
話
で
あ
る
。「
秦
鏡
」
は
、秦
の
始
皇
帝
に
関
す
る
鏡
で
あ
る
。
こ
の
「
秦
鏡
」

は
、
横
が
四
尺
、
高
さ
が
五
尺
九
寸
、
い
ず
れ
も
表
と
裏
が
見
ら
れ
る
。
手
を
心
の

上
に
置
い
て
見
る
と
、
腸
や
胃
や
肺
な
ど
が
見
え
る
。
病
気
に
な
っ
た
時
、
心
を
押

し
て
み
る
と
、
そ
の
病
因
が
分
る
と
い
う
（
21
）。

次
に
、
菅
原
道
真
『
菅
家
後
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）「
秋
夜
九
月
十
五
日
」

の
詠
作
に
は
、
次
の
よ
う
な
鏡
に
関
わ
る
詩
句
が
見
え
る
（
現
代
漢
語
で
表
記
）。
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昔
被
栄
花
簪
組
縛

昔
は
栄
花
簪
組
に
縛
が
れ
き

今
為
眨
謫
草
莱
囚

今
は
眨
謫
草
莱
の
囚
た
り

月
光
似
鏡
無
明
罪

月
の
光
は
鏡
に
似
た
れ
ど
も

罪
を
明
む
る
こ
と
な
し

風
気
如
刀
不
破
愁

風
の
気
は
刀
の
如
く
な
れ
ど
も

愁
へ
を
破
る
こ
と
あ

ら
ず

（
四
九
九
〜
五
〇
〇
頁
）

こ
れ
ら
の
詩
句
に
は
興
味
深
い
こ
と
は
、
月
光
の
よ
う
な
鏡
に
は
「
罪
」
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
菅
家
後
集
』
頭
注
に
「
我
が
無
実
を
訴
え
た
い
と
い
う
は

げ
し
い
願
望
が
こ
も
る
」
と
注
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
鏡
に
「
罪
」
が
な
い
の
か

と
い
う
こ
と
は
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
菅
原
道
真
は
漢
籍
の
典
拠
を

援
用
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
明
鏡
に
罪
が
な
い
故
事
は
、『
韓

非
子
』「
觀
行
第
二
十
四
」
に
見
え
る
。

古
之
人

目
短
於
自
見

故
以
鏡
觀
面

智
短
於
自
知

故
以
道
正
己

故
鏡

無
見
疵
之
罪

道
無
明
過
之
怨

目
失
鏡

則
無
以
正
鬚
眉

身
失
道

則
無

以
知
迷
惑
（
22
）

昔
の
人
は
、
目
に
は
自
分
の
顔
を
見
る
の
が
難
し
い
か
ら
と
て
、
鏡
を
用
い
て
顔

を
み
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
知
る
力
も
自
分
の
こ
と
を
知
る
に
は
十
分
で
な
い
か
ら

と
て
、
道
を
定
め
、
こ
れ
を
用
い
て
己
れ
を
正
し
く
保
つ
こ
と
に
し
た
。
故
に
鏡
が

物
の
欠
点
を
照
ら
し
出
す
こ
と
は
罪
で
な
く
、
道
に
由
る
こ
と
な
し
に
は
、
正
し
い

判
断
が
で
き
ず
迷
う
の
で
あ
る
。

上
の
よ
う
に
、「
明
鏡
」
は
罪
が
な
い
と
い
う
故
事
を
、
菅
原
道
真
は
享
受
さ
れ

て
い
る
だ
ろ
う
。

漢
詩
句
だ
け
で
は
な
く
、
真
名
で
書
か
れ
た
仏
典
及
び
説
話
に
お
け
る
鏡
の
表
現

に
つ
い
て
、
漢
籍
の
故
事
と
の
繋
が
り
が
見
え
る
。
例
え
ば
、『
大
日
本
国
法
華
経

験
記
』
に
は
、
源
信
僧
都
の
修
行
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

夢
見

堂
中
有
藏

其
中
有
種
々
鏡

或
大
或
小

或
明
或
暗

爰
有
一
僧

取
一
暗
鏡
與
之

小
兒
陳
云

此
小
暗
鏡
中
何
用
乎

欲
得
彼
大
明
鏡

僧
答

云

彼
非
汝
分

々
々
是
也

持
至
橫
河

加
磨
云
々

夢
覺
（
23
）

右
文
は
、『
今
昔
物
語
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

夢
ニ
見
ル
、「
堂
ノ
中
ニ
蔵
有
リ
。
其
ノ
蔵
ノ
中
ニ
樣
樣
ノ
鏡
共
有
リ
。
或
ハ

大
キ
也
、
或
ハ
小
サ
シ
。
或
ハ
明
ラ
カ
也
、
或
ハ
暗
タ
リ
。
其
ノ
時
ニ
、
一
人

ノ
僧
出
来
テ
、暗
タ
ル
鏡
ヲ
取
テ
、源
信
ニ
与
フ
。
源
信
、僧
ニ
語
テ
云
ク
、『
此

ノ
鏡
小
ク
シ
テ
暗
タ
リ
。
我
レ
何
ニ
カ
セ
ム
』。
彼
ノ
大
キ
ニ
テ
明
ラ
カ
ナ
ル

鏡
ヲ
取
テ
、
源
信
ニ
与
フ
、『
彼
ノ
大
キ
ナ
ル
明
キ
鏡
ハ
汝
ガ
分
ニ
ハ
非
ズ
。

汝
ガ
分
ハ
此
レ
也
。
速
ニ
比
叡
ノ
山
ノ
横
川
ニ
持
行
テ
、可
磨
瑩
キ
也
』ト
云
テ
、

与
フ
」
ト
見
テ
、
夢
覺
ヌ
（
24
）。

右
に
あ
げ
た
よ
う
に
、「
暗
鏡
」
を
「
加
磨
」
と
い
う
比
喩
に
つ
い
て
、『
北
堂
書
鈔
』

「
鏡
」
項
目
に
は
「
磨
鏡
取
資
」
と
い
う
故
事
が
見
え
る
。
こ
の
故
事
は
、
徐
孺
子

と
い
う
人
が
、
貧
乏
で
、
鏡
磨
き
で
賃
を
稼
ぎ
、
後
に
成
功
し
た
と
い
う
。
こ
の
故

事
の
寓
意
を
示
唆
す
る
た
め
、
源
信
に
「
暗
鏡
」
を
渡
さ
れ
、
自
分
で
努
力
す
る
こ

と
を
暗
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
暗
鏡
」
に
対
し
て
、「
明
鏡
」
と
い
う
表
現
は
、
漢
籍
に
は
常
に
見
え
る

描
写
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
淮
南
子
』「
巻
二
俶
真
訓
」
に
は
、次
の
よ
う
に
見
え
る
。

人
莫
鑑
於
流
沫

而
鑑
於
止
水
者

以
其
静
也

莫
窺
形
於
生
鐡

而
窺
於
明

鏡
者

以
其
易
也

人
が
流
水
を
鏡
と
せ
ず
、
止
水
を
鏡
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
静
か
だ
か
ら
で
あ

る
。
粗
鉄
に
姿
を
う
つ
す
こ
と
な
く
、
明
鏡
に
う
つ
す
の
は
、
そ
れ
が
平
ら
だ

か
ら
で
あ
る
（
25
）。
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右
に
示
し
た
よ
う
に
、
流
れ
る
水
は
鏡
に
な
ら
な
い
、
粗
末
な
鉄
に
姿
を
映
す
こ

と
も
で
き
な
い
。
人
が
本
性
に
戻
る
方
法
は
、
止
ま
れ
る
水
が
「
明
鏡
」
に
な
る
と

同
じ
よ
う
に
、
人
の
身
を
修
め
る
方
法
は
「
静
」
で
あ
る
。

文
字
の
通
り
、「
明
鏡
」
は
優
れ
る
特
性
が
あ
る
ゆ
え
、
詩
語
と
し
て
、
人
間
の

美
徳
を
比
喩
す
る
表
現
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
和
漢
朗
詠
集
』（
日
本
古
典
文
学

大
系
）
に
収
録
さ
れ
た
野
相
公
の
詩
句
は
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

明
鏡
乍
開
随
境
照

明
鏡
乍
ち
に
開
け
て
境
を
随
ひ
て
照
す

白
雲
不
著
下
山
来

白
雲
は
著
か
ず
山
よ
り
下
り
て
来
る

（
二
〇
五
頁
）

以
上
の
よ
う
に
、
文
学
作
品
に
お
け
る
鏡
の
意
味
は
、
日
常
の
顔
を
映
す
だ
け
道

具
で
は
な
く
、
人
間
の
優
れ
る
知
恵
、
美
徳
な
ど
の
性
格
を
比
喩
す
る
表
現
で
あ
る
。

ま
た
、
平
安
時
代
に
お
け
る
史
書
の
名
称
に
よ
る
「
鏡
」
に
つ
い
て
も
、
注
意
し
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
大
鏡
』
と
い
う
名
称
に
お
け
る
中
国
文
化
か
ら
の

影
響
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
様
々
な
論
考
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ

で
は
、
二
例
の
漢
籍
の
歴
史
の
鏡
に
関
す
る
例
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
『
孔

子
家
語
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
名
句
が
み
え
る
。

夫
明
鏡
所
以
察
形

往
古
所
以
知
今

明
鏡
は
形
を
は
っ
き
り
と
写
し
出
す
も
の
で
、
往
古
は
、
現
在
を
理
解
す
る
手

段
で
あ
る
（
26
）。

次
に
、『
旧
唐
書
』
に
は
、
唐
太
宗
（
五
九
九
〜
六
四
九
）
に
関
わ
る
「
三
鏡
」

と
い
う
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

夫
以
銅
為
鏡

可
以
正
衣
冠

以
古
為
鏡

可
以
知
興
替

以
人
為
鏡

可
以

明
得
失

朕
常
保
此
三
鏡

以
防
己
過

今
魏
徴
殂
逝

遂
亡
一
鏡
矣
（
27
）

唐
太
宗
は
、
常
に
三
つ
の
鏡
を
ご
用
意
に
な
る
。
一
つ
は
朝
服
を
整
理
す
る
銅
鏡

で
あ
り
、
二
つ
は
時
代
を
変
え
る
興
衰
を
知
る
た
め
の
歴
史
の
鏡
で
あ
り
、
三
つ
は

自
ら
の
過
失
を
知
る
た
め
の
人
の
鏡
で
あ
る
。
こ
の
「
人
の
鏡
」
は
魏
徴
で
あ
る
。

魏
徴
が
急
に
逝
去
し
た
。「
三
鏡
」
の
う
ち
、
一
つ
の
鏡
は
亡
く
な
っ
た
と
唐
太
宗

皇
帝
は
悲
嘆
し
て
い
る
。

右
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、『
貞
観
政
要
』「
巻
二
任
賢
第
三
」
に
も
見
え
る
。
唐
太
宗

と
し
て
は
、
鏡
の
効
用
は
三
つ
で
あ
る
。
衣
服
を
調
整
す
る
鏡
、
時
代
を
知
る
歴
史

の
鏡
、
自
ら
の
欠
点
を
知
る
人
の
鏡
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
白
楽
天
の
「
百
錬
鏡
」
と
い
う
詩
作
は
、
唐
玄
宗
皇
帝
に
関
す

る
鏡
の
故
事
を
援
用
し
て
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
「
百
錬
鏡
」
詩
が
、『
白

氏
文
集
』「
巻
四
」「
新
楽
府
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

「
百
錬
鏡
」
と
い
う
由
来
に
つ
い
て
、
唐
玄
宗
の
時
、
楊
州
の
銅
を
も
ち
、
船
の

中
に
鋳
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
唐
玄
宗
は
「
百
錬
鏡
」
を
珍
視
し
、
祖
の
唐
太
宗
の

よ
う
な
英
明
に
天
下
治
ま
り
と
い
う
。
全
詩
は
長
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
唐
太
宗
に

関
す
る
典
拠
の
部
分
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

太
宗
常
以
人
為
鏡

太
宗
常
に
人
を
以
て
鏡
と
為
た
ま
ふ

鑒
古
鑒
今
不
鑒
容

古
を
鑒
み
、
今
を
鑒
み
て
容
を
鑒
み
た
ま
は
ず

こ
の
詩
は
、
平
安
貴
族
は
熟
知
し
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
右
に
挙

げ
た
二
句
の
後
に
続
け
た
詩
句
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）「
下
巻
」

「
帝
王
」
篇
に
収
載
し
て
い
る
（
現
代
漢
語
で
表
記
）。

四
海
安
危
照
掌
内

四
海
の
安
危
は
掌
の
内
に
照
し

百
王
理
乱
懸
心
中

百
王
の
理
乱
は
心
の
中
に
懸
け
た
り

（
二
一
八
頁
）
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漢
詩
文
の
み
な
ら
ず
、
仮
名
文
学
に
お
け
る
鏡
の
表
現
に
も
、
漢
籍
と
の
関
係
が

見
え
る
。
例
え
ば
、『
源
氏
物
語
』「
賢
木
」
巻
、
源
氏
は
、
次
の
よ
う
な
「
鏡
」
の

和
歌
を
詠
ま
れ
て
い
る
。

さ
え
わ
た
る
池
の
鏡
の
さ
や
け
き
に
見
な
れ
し
か
げ
を
見
ぬ
ぞ
か
な
し
き
（
28
）

厳
冬
に
凍
っ
て
い
る
池
の
水
面
は
鏡
の
よ
う
で
あ
る
。
お
み
な
れ
申
し
た
院
の
面

影
を
拝
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
悲
し
い
と
い
う
心
情
を
表
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
池
の
鏡
の
和
歌
は
、『
大
和
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
第
七
十
二
段
に

も
見
え
る
。「
池
は
猶
む
か
し
な
が
ら
の
鏡
に
て
か
げ
み
し
君
が
な
き
ぞ
か
な
し
き
」。

池
の
面
は
、
昔
の
ま
ま
に
、
鏡
の
よ
う
だ
が
、
そ
こ
に
姿
を
映
さ
れ
て
い
た
宮
様
が

も
は
や
お
い
で
な
さ
れ
な
い
の
は
悲
し
い
こ
と
だ
（
二
六
五
頁
）。

こ
の
「
池
の
鏡
」
と
い
う
表
現
は
、
唐
詩
で
は
、
池
を
鏡
に
比
喩
す
る
詩
作
が
見

え
る
。
例
え
ば
、
白
楽
天
が
大
和
四
年
（
八
三
〇
）
五
九
歳
に
書
か
れ
た
「
看
採
菱
」

（『
白
氏
文
集
』
第
二
八
巻
律
詩
）
の
冒
頭
詩
句
に
、「
菱
池
如
鏡
浄
無
波

白
点
花

稀
青
角
多
」
が
あ
り
、
ま
た
張
説
「
奉
和
聖
製
同
玉
真
公
主
遊
大
哥
山
池
題
石
壁
」

に
は
、「
池
如
明
鏡
月
華
開

山
学
香
爐
雲
気
来
（
池
は
明
鏡
の
如
く
、月
華
を
開
く
。

山
は
香
爐
の
よ
う
に
、
雲
氣
を
来
る
）
が
見
ら
れ
る
。

『
枕
草
子
』
に
お
け
る
「
鏡
」
の
用
例
は
六
箇
所
。
本
章
段
以
外
の
四
例
は
、
日

常
用
の
道
具
で
あ
る
が
、「
鳥
は
」
章
段
の
一
例
は
漢
籍
と
の
関
係
が
あ
る
こ
と
が
、

す
で
に
先
行
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
念
の
た
め
、
本
文
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

山
鳥
、
友
を
恋
ひ
て
、
鏡
を
見
す
れ
ば
、
な
ぐ
さ
む
ら
む
、
心
わ
か
う
、
い
と

あ
は
れ
な
り
。

（
九
五
頁
）

こ
の
山
鳥
が
、
鏡
を
見
て
自
分
で
踊
る
と
い
う
説
話
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
研
究

に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
世
の
歌
学
書
類
に
種
々
見
え
る
。
例
え
ば
、「
山
鳥
は

め
を
と
こ
一
つ
所
に
は
寝
ず
、
山
の
尾
を
隔
て
て
ぬ
る
に
、
暁
に
を
鳥
の
は
つ
尾
に

め
鳥
の
影
の
映
る
を
見
て
鳴
け
ば
、
そ
れ
を
は
つ
を
に
鏡
か
く
と
は
云
な
り
」（
袖

中
抄
十
二
）
が
あ
る
。
山
鳥
と
鏡
の
話
は
、
大
江
朝
綱
「
為
清
慎
公
辞
右
大
臣
、
第

三
表
」に
も「
山
鶏
ノ
円
鏡
二
対
フ
ニ
類
ス
。
舞
ヒ
テ
何
ニ
カ
為
ン
」（
本
朝
文
粋
、五
）

と
見
え
る
。
た
だ
し
、『
袖
中
抄
』
に
い
う
二
種
の
用
法
は
い
ず
れ
も
漢
籍
を
典
拠

と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
『
芸
文
類
聚
』
鳥
部
の
「
山
鶏
」
に
引
く
諸
話
な

ど
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
同
じ
く
「
鸞
」
の
話
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る

と
増
田
繁
夫
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
29
）。

『
芸
文
類
聚
』「
第
九
十
一
巻
」「
鳥
部
中
」「
山
鶏
」
項
目
に
は
、
次
の
よ
う
な
故

事
が
あ
る
。『
異
苑
』
に
よ
る
と
、
あ
る
山
鶏
は
自
ら
の
毛
が
好
き
で
、
水
に
映
し

て
そ
れ
か
ら
踊
る
。
後
に
、
魏
武
の
時
、
鶏
を
皇
帝
に
献
上
し
た
。
公
子
蒼
舒
は
人

に
大
き
な
鏡
を
鶏
の
前
に
置
い
た
。
そ
し
て
、
鶏
が
鏡
を
見
な
が
ら
、
踊
り
は
止
ま

ら
ず
、
疲
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。

以
上
、い
く
つ
か
の
鏡
に
関
す
る
漢
籍
と
の
関
係
が
あ
る
表
現
を
提
示
し
て
き
た
。

文
学
に
お
け
る
鏡
の
意
味
は
日
常
用
の
道
具
よ
り
真
実
を
言
う
、
偽
装
を
識
別
、
歴

史
を
見
る
な
ど
の
寓
意
に
注
目
し
た
い
。
大
谷
雅
夫
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
国
の
文
学
に
お
け
る
鏡
は
、
化
粧
道
具
と
し
て
の
鏡
そ
の
も
の
を
言
う
か
、

静
か
な
水
面
の
譬
喩
か
、
ま
た
は
、
虚
心
ゆ
え
に
万
事
に
融
通
無
碍
に
応
え
、

自
ら
は
損
わ
れ
な
い
と
い
う
聖
人
の
心
を
譬
え
る
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

鏡
を
生
活
に
実
用
し
た
上
に
、
そ
れ
を
自
然
描
写
に
も
、
思
想
の
表
現
に
も
応

用
し
た
、
い
わ
ば
文
明
人
と
し
て
の
鏡
の
見
方
な
の
で
あ
っ
た
（
30
）。

こ
の
よ
う
に
、本
章
段
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
に
よ
る
「
唐
鏡
の
少
し
暗
き
、

見
た
る
」
に
お
い
て
「
唐
鏡
」
の
解
釈
は
、
唐
の
文
学
に
お
け
る
鏡
の
典
拠
に
つ
い

て
考
え
た
い
。
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五
．
唐
代
伝
奇
小
説
『
古
鏡
記
』
に
よ
る
「
暗
い
鏡
」
―
―
「
宝
鏡
」

周
知
の
よ
う
に
、
唐
代
文
学
と
言
う
と
、
多
く
の
作
品
は
、
い
わ
ゆ
る
「
唐
詩
」

で
あ
る
。
唐
詩
に
お
け
る
「
鏡
」
に
つ
い
て
は
、前
述
し
た
如
く
、鏡
に
関
わ
る
故
事
、

典
拠
な
ど
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
唐
詩
に
お
け
る

「
鏡
」
で
は
な
く
、
唐
代
伝
奇
小
説
に
書
か
れ
た
「
鏡
」
で
あ
る
。
見
出
し
に
示
し

た
よ
う
に
、『
古
鏡
記
』
と
い
う
伝
奇
小
説
に
は
、「
宝
鏡
」
と
い
う
鏡
が
あ
る
。
興

味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
「
宝
鏡
」
に
「
暗
い
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
こ
の
鏡
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
よ

う
。『

古
鏡
記
』
作
者
の
王
度
は
、
隋
と
唐
の
両
朝
代
に
関
わ
る
人
物
で
あ
る
。『
古
鏡

記
』
に
よ
る
と
、
最
後
の
年
次
は
、
大
業
十
三
年
（
六
一
七
）、
隋
朝
滅
亡
の
直
前

で
あ
り
、翌
年
（
六
一
八
）
は
、李
氏
父
子
（
李
渊
「
高
祖
」
と
李
世
民
「
太
宗
」）
が
、

唐
を
建
国
し
た
年
で
あ
る
。『
古
鏡
記
』
は
最
初
に
唐
の
末
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
異

文
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
唐
の
顧
况
が
『
戴
氏
広
異
記
序
』
に
、
唐
の
「
国
書
」

一
種
「
王
度
古
鏡
記
」
と
記
し
て
い
る
（
31
）。

作
者
王
度
は
、
隋
の
汾
陰
の
侯
先
生
か
ら
、
一
つ
の
古
い
鏡
を
貰
っ
た
。
こ
の
鏡

は
、
人
間
を
侵
害
す
る
妖
怪
を
識
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
「
宝
鏡
」
と
い
う
。

大
業
七
年
（
六
一
一
）
か
ら
大
業
一
三
年
（
六
一
七
）
ま
で
、
様
々
な
場
面
で
、
こ

の
鏡
の
神
奇
的
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
鸚
鵡
」
と
い
う
婢
は
、

宝
鏡
で
照
ら
し
て
、
こ
の
人
間
の
姿
と
し
て
婢
が
、
実
に
華
山
の
松
の
下
の
「
千
歳

老
狸
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
夜
の
暗
い
部
屋
に
、
宝
鏡
を
置
く
と
、
昼
の
よ
う
に
光
が

輝
く
。
ま
た
、
宝
鏡
は
太
陽
の
光
を
取
っ
て
壁
の
裏
ま
で
射
す
こ
と
が
で
き
、
照
ら

し
た
と
こ
ろ
、
芮
城
の
庁
の
前
の
何
百
年
、
棗
木
の
下
の
妖
怪
、
白
い
角
、
頭
が
緑

の
大
蛇
を
殺
す
こ
と
も
で
き
た
。
さ
ら
に
、
同
年
の
冬
、
病
疫
が
甚
だ
流
行
な
の
で
、

し
か
し
、
宝
鏡
を
感
染
し
た
病
人
に
照
ら
す
と
、
す
べ
て
の
病
気
を
治
す
こ
と
が
で

き
た
。

こ
の
よ
う
に
、こ
の
「
宝
鏡
」
は
不
思
議
な
鏡
で
あ
っ
た
。
留
意
し
た
い
こ
と
は
、

こ
の
不
思
議
な
宝
鏡
は
、
特
有
な
「
個
性
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
暗
く
」
な
る
特
性

で
あ
る
。
こ
の
「
暗
さ
」
に
つ
い
て
は
、
原
文
で
確
認
し
て
み
よ
う
。

大
業
八
年
四
月
一
日

太
陽
虧

度
時
在
臺
直

晝
臥
廳
閣

覺
日
漸
昏

諸

吏
告
度
以
日
蝕
甚

整
衣
時

引
鏡
出

自
覺
鏡
也
昏
昧

無
復
光
色

度
以

寶
鏡
之
作

合
於
陰
陽
光
景
之
妙

不
然

豈
合
以
太
陽
失
曜

而
寶
鏡
也
無

光
乎

嘆
怪
未
已

俄
而
光
彩
出

日
亦
漸
明

比
及
日
復

鏡
亦
精
朗
如
故

自
此
之
後

毎
日
月
薄
蝕

鏡
亦
昏
昧

大
業
八
年
の
四
月
一
日
に
は
、
日
蝕
が
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
時
、
御
史
台
の
当

直
で
あ
っ
た
。
昼
間
役
所
の
部
屋
に
寝
こ
ろ
ん
で
い
て
、
太
陽
が
次
第
次
第
に

暗
く
な
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
役
人
た
ち
が
ひ
ど
い
日
蝕
だ
と
い
っ
て
私
に
知

ら
せ
に
き
た
。
起
き
あ
が
り
着
物
を
き
ち
ん
と
着
よ
う
と
し
て
、
鏡
を
引
き
出

し
た
と
こ
ろ
、
鏡
も
や
は
り
暗
く
な
っ
て
、
以
前
の
よ
う
な
光
の
な
い
の
に
気

が
つ
い
た
。
私
は
思
っ
た
、
宝
鏡
の
作
り
方
は
、
日
月
の
光
の
霊
妙
な
は
た
ら

き
と
合
致
さ
せ
て
あ
る
の
だ
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
太
陽
が
光
を
失

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
宝
鏡
も
光
が
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
、
と
。
こ

の
不
思
議
に
感
嘆
し
て
い
る
う
ち
に
、
ほ
ど
な
く
う
る
わ
し
い
光
が
出
だ
す
と
、

太
陽
も
次
第
に
明
る
く
な
っ
て
き
た
。
太
陽
が
も
と
に
も
ど
っ
た
時
に
は
、
鏡

も
も
と
の
よ
う
に
光
り
か
が
や
い
た
。
こ
れ
か
ら
の
ち
、
日
蝕
・
月
食
が
近
づ

く
た
び
に
、
鏡
も
暗
く
な
る
の
で
あ
っ
た
（
32
）。

右
文
の
傍
線
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
宝
鏡
は
「
暗
い
」
と
い
う
特
性
が
あ
る
こ

と
は
明
か
で
あ
る
。
こ
の
「
宝
鏡
」
の
特
性
は
、
本
章
段
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」

に
は
、「
唐
鏡
の
少
し
暗
き
、
見
た
る
」
と
い
う
特
徴
に
類
従
す
る
蓋
然
性
は
注
目

す
る
価
値
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

前
に
分
析
し
た
如
く
、
本
章
段
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
七
場
面
で
は
、
未
実

現
で
、希
望
や
期
待
す
る
心
情
を
表
す
章
段
で
あ
る
。
作
者
清
少
納
言
は
、こ
の
「
唐
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鏡
」
の
少
し
暗
い
こ
と
を
発
見
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
唐
鏡
」
は
、
唐
代
伝
奇
小

説
に
書
か
れ
た
よ
う
な
「
宝
鏡
」
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
、
そ
の
瞬
間
の
心
が
ど
き
ど

き
す
る
心
情
を
表
現
で
あ
ろ
う
。

よ
う
す
る
に
、「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
に
お
い
て
「
唐
鏡
の
少
し
暗
き
、
見

た
る
」
と
い
う
意
味
も
、
希
望
や
期
待
の
通
り
心
情
を
表
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
盤
斎
の
解
釈
に
よ
る
「
う
れ
し
い
」
気
持
ち
で
あ
り
、
渡
辺
実
の
「
高

貴
な
美
女
」
の
よ
う
に
、
悪
い
こ
と
で
は
な
く
良
い
も
の
に
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能

に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
新
た
な
問
題
を
克
復
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
者
清
少
納
言
は
『
古
鏡
記
』
と
い
う
唐
代
伝
奇
小
説
を
読

ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
年
か
ら
考
証
さ
れ
て
き
た
平
安
文
学
と
唐
代
伝
奇
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
が
、
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
池
田
亀
鑑
の
『
源
氏

物
語
大
成
』「
宿
木
」（
中
央
公
論
社

一
九
五
八
）
巻
に
は
、『
長
恨
歌
伝
』
の
引

用
を
指
摘
す
る
こ
と
が
見
え
、
藤
井
貞
和
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
箒
木
三
帖
」
の

物
語
の
い
き
さ
つ
な
ど
を
、
唐
代
伝
奇
の
影
響
で
あ
る
と
論
じ
し
て
い
る
（『
平
安

物
語
叙
述
論
』
東
京
大
学
出
版
会

二
〇
〇
一
）。
ま
た
田
中
隆
昭
は
、「『
源
氏
物
語
』

と
『
長
恨
歌
伝
』
な
ど
唐
代
伝
奇
の
方
法

―
短
編
か
ら
長
編
へ

―
」
論
文
に
、『
長

恨
歌
』『
伝
』
の
影
響
の
な
か
か
ら
長
編
へ
の
要
素

―
楊
貴
妃
の
霊
魂
と
更
衣
の

生
れ
変
り
の
光
源
氏
・
藤
壺

―
が
生
ま
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
（『
交
流
す
る

平
安
朝
文
学
』
勉
誠
出
版

二
〇
〇
四
）。
陣
野
英
則
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

伝
承
過
程
で
の
〈
書
く
〉
こ
と
、
特
に
書
写
行
為
の
仮
構
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
唐

代
伝
奇
の
対
極
に
あ
る
方
法
だ
と
論
証
し
て
い
る
（『
交
錯
す
る
古
代
』（
勉
誠
出
版

二
〇
〇
四
）。
さ
ら
に
新
間
一
美
は
、『
源
氏
物
語
』
登
場
人
物
、
特
に
女
性
の
描
写

す
る
方
法
視
点
か
ら
、
唐
代
伝
奇
小
説
に
見
え
る
楊
貴
妃
、
崔
鶯
鶯
、
任
氏
等
の
女

性
達
の
個
性
的
享
受
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
源
氏
物
語
』
と
白
居
易
の
文
学
）
和

泉
書
院

二
〇
〇
三
）。

以
上
の
よ
う
に
、
唐
代
伝
奇
小
説
は
『
源
氏
物
語
』
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の

論
考
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
唐
代
伝
奇
小
説
と
『
枕
草
子
』
と
の
関
係
、

さ
ら
に
は
、『
古
鏡
記
』
と
の
関
係
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
が
、
こ
の
臆

測
の
確
度
を
十
分
な
も
の
に
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
は
重
々
承
知
の
上
で
あ

る
。
し
か
し
、「
鏡
」
が
「
暗
い
」
状
態
が
、『
枕
草
子
』
に
し
か
扱
わ
れ
な
い
こ
と
、

そ
れ
に
対
し
て
、「
心
と
き
め
き
」
す
る
こ
と
が
、
漢
籍
に
由
来
す
る
フ
ィ
ル
タ
ー

を
通
じ
て
、
新
た
な
解
釈
を
産
む
こ
と
の
可
能
性
は
、
否
定
し
得
な
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

六
．
お
わ
り
に

以
上
、『
枕
草
子
』「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
の
章
段
の
「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、

見
た
る
」
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
。

本
章
段
の
四
系
統
『
枕
草
子
』
の
三
巻
本
、
能
因
本
、
前
田
家
本
及
び
堺
本
の
該

当
す
る
本
文
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
、
四
系
統
本
文
の
異
文
、
盤
斎
と
季
吟
の
依
拠

し
た
本
文
を
検
討
し
た
。

先
行
の
研
究
で
は
、「
唐
鏡
の
少
し
暗
き
、
見
た
る
」
に
関
す
る
解
釈
史
の
流
れ

を
整
理
し
た
。
盤
斎
の
「
う
れ
し
き
心
」、季
吟
の
「
哀
れ
な
こ
こ
ろ
」
に
お
け
る
「
二

説
」
の
解
釈
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
存
在
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
盤
斎
の
独
自
の

異
文
「
く
ら
き
見
い
で
た
る
」
と
季
吟
の
堺
本
系
統
異
文
に
よ
る
「
く
も
り
た
る
み

た
る
」
の
解
釈
の
適
切
さ
を
考
証
し
た
。
そ
の
結
果
、「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」

の
主
旨
に
相
応
し
い
解
釈
と
し
て
は
、
季
吟
の
「
哀
れ
な
こ
こ
ろ
」
の
解
釈
よ
り
、

盤
斎
の
「
う
れ
し
き
心
」
の
解
釈
が
適
切
と
判
断
し
た
。

ま
た
、日
本
古
典
文
学
に
お
け
る「
鏡
」と
漢
籍
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
。『
枕

草
子
』「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
の
章
段
に
お
け
る
「
唐
鏡
」
に
関
す
る
表
現
の
、

漢
籍
と
の
影
響
に
つ
い
て
、唐
の
伝
奇
小
説
『
古
鏡
記
』
に
は
「
宝
鏡
」
と
あ
り
、「
暗

き
」
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
検
討
し
た
。

あ
く
ま
で
、
可
能
性
と
し
て
の
提
示
に
と
ど
ま
る
が
、「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
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見
た
る
」
と
い
う
意
図
の
真
相
に
は
、
唐
代
伝
奇
小
説
『
古
鏡
記
』
に
よ
る
「
宝
鏡
」

を
典
拠
に
想
定
す
る
と
、「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
、
見
た
る
」
の
解
釈
は
、「
心
配
」

で
は
な
く
、
理
想
的
な
「
宝
鏡
」
と
思
い
期
待
す
る
「
心
と
き
め
き
す
る
」
心
情
と

読
み
取
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
結
果
、
唐
代
伝
奇
小
説
は
『
枕
草
子
』
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、

新
た
な
視
点
に
注
目
す
れ
ば
、
解
釈
す
る
価
値
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
枕
草
子
』

に
お
け
る
難
解
な
部
分
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
漢
文
学
か
ら
の
影
響
が
不
可
欠
な

方
法
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

注（
1
）
本
章
段
に
関
す
る
注
釈
に
よ
っ
て
、
取
り
あ
げ
た
解
釈
文
は
、
次
の
よ
う
な
諸

本
に
拠
る
。

池
田
亀
鑑
『
枕
草
子
』
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店

一
九
七
一
）

田
中
重
太
郎
『
枕
冊
子
全
注
釈
』
一
日
本
古
典
評
釈
・
全
注
釈
叢
書
（
角
川
書

店

一
九
七
二
）

石
田
穣
二
『
新
版

枕
草
子
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫

二
〇
〇
六
）

渡
辺
実
『
枕
草
子
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店

一
九
九
九
）

萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』
一
（
同
朋
舎

一
九
八
一
）

松
尾
聰
・
長
井
和
子
『
枕
草
子
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館

二
〇
〇
四
）

（
2
）
三
巻
本
底
本
は
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
『
枕
草
子
』
日
本
古
典
刊
行
会
複
製
本
に

拠
る
。
能
因
本
底
本
は
学
習
院
大
学
蔵
『
枕
草
子
』
笠
間
文
庫
複
製
版
に
拠
る
。

前
田
家
本
底
本
は
尊
経
閣
文
庫
蔵
の
写
本
の
複
製
本
に
拠
る
。
堺
本
底
本
は
、

高
野
辰
之
旧
蔵
慶
長
頃
古
写
本
『
堺
本
枕
草
子
』、
古
典
文
庫
影
印
本
に
拠
る
。

ま
た
田
中
重
太
郎
『
校
本
枕
冊
子
』（
古
典
文
庫

一
九
七
四
）
及
び
林
和
比

古
『
堺
本
枕
草
子
本
文
集
成
』（
日
本
書
房

一
九
八
八
）
に
参
照
し
た
。

（
3
）
加
藤
盤
斎
『
清
少
納
言
枕
双
紙
抄
』（
誠
進
社

一
九
七
八
）
一
四
一
頁
。

（
4
）
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
〔
扛
園
抄
〕』（
誠
進
社

一
九
七
八
）
一
〇
一
頁
。

（
5
）
中
西
健
治
「
伝
能
因
所
持
本
」『
枕
草
子
大
事
典
』（
勉
誠
社

二
〇
〇
一
）

七
五
頁
。

（
6
）
こ
の
「
も
」
に
つ
い
て
は
、
堺
本
諸
本
に
よ
る
異
な
る
部
分
が
あ
る
。
例
え
ば
、

山
井
本
『
清
少
納
言
枕
さ
う
し
』（
桃
園
文
庫
旧
蔵
）
二
冊
に
よ
る
盤
斎
の
「
奥

書
」
に
は
「
大
原
に
こ
も
り
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
龍
門
本
『
清
少
納
言
枕

草
紙
』（
龍
門
文
庫
蔵
）
上
下
二
冊
に
も
見
え
る
が
、
無
窮
会
本
『
異
本
枕
草

紙

完
』
に
は
、「
大
原
に
こ
り
」
の
中
に
は
「
も
」
が
脱
落
し
て
い
る
。
本

稿
の
引
用
文
は
、『
清
少
納
言
枕
さ
う
し
』
に
よ
り
、
林
和
比
古
『
堺
本
枕
草

子
本
文
集
成
』
を
参
照
し
た
。

（
7
）
林
和
比
古
『
堺
本
枕
草
子
本
文
集
成
』
下
（
日
本
書
房

一
九
八
八
）

一
九
五
二
〜
一
九
五
三
頁
。

（
8
）
川
瀬
一
馬
『
枕
草
子
』「
序
」（
講
談
社

一
九
八
七
）
三
〜
四
頁
。

（
9
）
池
田
亀
鑑
・
岸
上
慎
二
『
枕
草
子
』（
岩
波
書
店

一
九
七
一
）
三
三
六
〜

三
三
七
頁
。

（
10
）
池
田
亀
鑑
・
岸
上
慎
二
『
枕
草
子
』（
岩
波
書
店

一
九
七
一
）
七
二
頁
。

（
11
）
池
田
亀
鑑
・
岸
上
慎
二
『
枕
草
子
』（
岩
波
書
店

一
九
七
一
）
三
三
六
〜

三
三
七
頁
。

（
12
）
田
中
重
太
郎
『
枕
冊
子
全
注
釈
』
一
（
角
川
書
店

一
九
七
二
）
二
六
三
頁
。

（
13
）
田
中
重
太
郎
『
枕
冊
子
全
注
釈
』
一
（
角
川
書
店

一
九
七
二
）
二
六
三
〜

二
六
四
頁
。

（
14
）
萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』
一
（
同
朋
舎

一
九
八
一
）
二
七
五
頁
。

（
15
）
渡
辺
実
『
枕
草
子
』（
岩
波
書
店

一
九
九
九
）
三
七
頁
。

（
16
）
堺
本
系
統
本
文
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
四
人
自
身
の
観
点
を
取
り
上

げ
て
み
よ
う
。（
張
：
表
記
形
式
は
変
え
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
傍
線
も
施
し
た
。）

①
池
田
亀
鑑
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

枕
草
子
』（
有
精
堂

一
九
九
一
）

但
し
堺
本
に
は
、
著
し
い
後
人
の
補
筆
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
現

存
の
形
を
以
っ
て
直
ち
に
古
い
形
の
ま
ま
で
あ
る
と
断
言
し
難
い
事
は
勿

論
で
あ
る
（「
枕
草
子
の
形
態
に
関
す
る
一
研
究
」
七
四
頁
）。

②
田
中
重
太
郎
『
陽
明
叢
書

枕
草
子

徒
然
草
』（
思
文
閣

一
九
七
五
）

い
う
ま
で
も
な
く
、
清
少
納
言
枕
冊
子
の
現
存
諸
本
は
、
池
田
亀
鑑
博
士

の
分
類
せ
ら
れ
た
よ
う
に

一

伝
能
因
所
持
本
系
統

二

三
巻
本
（
安
貞
二
年
奥
書
本
）
系
統

三

前
田
家
本

四

堺
本
系
統
（
宸
翰
本
を
含
む
）

の
四
つ
の
系
列
に
わ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
四
系
統
本
の
う
ち
、
三
は
書
写
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年
時
は
現
存
本
中
最
古
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
後
人
の
改
編
編
纂
に
よ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
四
も
現
存
本
は
作
者
の
日
記
自
伝
的
章
段
を
意

識
的
に
省
い
た
略
本
で
あ
る
か
ら
、
一
と
二
と
が
清
少
納
言
枕
冊
子
の
主

流
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
（「
枕
草
子
解
説
」
一
三
頁
）。

③
萩
谷
朴
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

枕
草
子
』（
新
潮
社

二
〇
〇
〇
）

現
存
堺
本
は
、
こ
の
古
堺
本
の
本
文
系
譜
の
末
流
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
古
堺
本
が
類
纂
本
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
、古
堺
本
が
雑
纂
本
で
あ
っ
た
な
ら
（
中
略
）、雑
纂
形
態
で
あ
っ

た
と
い
う
伝
承
に
で
も
基
づ
い
て
、
そ
れ
を
復
原
し
よ
う
と
の
意
欲
か
ら

こ
れ
を
再
編
輯
し
、
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
物
名
・
件
名
を
恣
意
的
に
増
補

し
た
り
、
難
解
な
本
文
個
所
を
任
意
に
添
削
し
て
、
大
き
く
改
訂
い
た
不

純
な
伝
本
で
あ
る
と
い
う
の
他
は
な
い
（「
解
説
」
四
一
二
頁
）。

④
渡
辺
実
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

枕
草
子
』（
岩
波
書
店

一
九
九
九
）

「
元
亀
元
年
十
一
月
日
」
の
日
付
け
を
持
つ
「
宮
内
卿
清
原
朝
臣
」
の
奥

書
に
、「
泉
の
堺
」
の
道
巴
と
い
う
人
の
持
っ
て
い
た
本
を
写
し
た
、
と

い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
、
堺
本
と
呼
ば
れ
る
。
回
想
章
段
を

欠
く
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
本
文
の
大
体
は
、
雑
纂
本
の
本
文
に
手
の

加
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
一
方
、
部
分
的
に
雑
纂
本
よ
り
も
古
い
性
格
を
残

す
、と
さ
れ
て
い
て
、今
後
の
研
究
が
期
待
さ
れ
る
（「
解
説
」
三
七
七
頁
）。

（
17
）
梅
原
末
治
『
唐
鏡
大
観
』（
同
朋
社

一
九
八
四
）
及
び
青
木
豊
『
和
鏡
の
文

化
史
』（
刀
水
書
房

一
九
九
二
）
に
参
照
。

（
18
）
秋
本
吉
郎
『
風
土
記
』（
岩
波
書
店

一
九
七
一
）
八
二
〜
八
三
頁
。

（
19
）『
抱
朴
子
』「
諸
子
集
成
」
第
八
冊
（
中
華
書
局

一
九
九
六
）
七
七
頁
。

（
20
）
本
田
濟
『
抱
朴
子
』
内
篇
（
平
凡
社

一
九
九
〇
）
三
五
〇
頁
。

（
21
）『
西
京
雑
記
』
和
刻
本
漢
籍
随
筆
集
﹇
十
三
﹈（
古
典
研
究
会

一
九
七
四
）
に

参
照
。

（
22
）
竹
内
照
夫
『
韓
非
子
』
上
（
明
治
書
院

一
九
七
七
）
三
四
〇
頁
。

（
23
）
藤
井
俊
博
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
下

校
本
・
索
引
と
研
究
（
和
泉
書
院

一
九
九
六
）
八
五
頁
。

（
24
）
山
田
孝
雄
・
山
田
忠
雄
・
山
田
英
雄
・
山
田
俊
雄
『
今
昔
物
語
』
三
（
岩
波
書

店

一
九
六
一
）
一
七
九
頁
。

（
25
）
楠
山
春
樹
『
淮
南
子
』（
明
治
書
院

二
〇
〇
八
）
一
一
七
〜
一
一
八
頁
。

（
26
）
宇
野
精
一
『
孔
子
家
語
』（
明
治
書
院

二
〇
〇
八
）
一
四
六
〜
一
四
七
頁
。

（
27
）『
旧
唐
書
』「
巻
七
十
一
」「
列
傳
第
二
十
一
」「
魏
徴
」（
中
華
書
局

二
〇
〇
二
）
二
五
六
一
頁
。

（
28
）
阿
部
秋
生
・
今
井
源
衛
・
秋
山
虔
・
鈴
木
日
出
男
『
源
氏
物
語
』
②
（
小
学
館

二
〇
〇
六
）
一
〇
〇
頁
。

（
29
）
増
田
繁
夫
『
枕
草
子
』（
和
泉
書
院

二
〇
〇
一
）
四
〇
頁
。

（
30
）
大
谷
雅
夫
『
歌
と
詩
の
あ
い
だ

和
漢
比
較
文
学
論
攷
』（
岩
波
書
店

二
〇
〇
八
）
一
七
七
頁
。

（
31
）『
文
苑
英
華
』「
巻
七
十
七
」（
中
華
書
局

一
九
八
二
）
に
参
照
。

（
32
）
内
田
泉
之
助
・
乾
一
夫
『
唐
代
伝
奇
』（
明
治
書
院

一
九
七
八
）
一
八
〜
二
〇

頁
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
平
成
一
九
年
度
総
研
大
国
文
学
研
究
資
料
館
（
戸
越
旧
館
）
で
、

中
間
報
告
研
究
論
文
発
表
に
基
づ
い
て
、
査
読
に
さ
れ
た
先
生
か
ら
の
ご
教
示

を
賜
り
書
き
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。
和
漢
比
較
文
学
に
関
し
て
は
、
相
田
満

先
生
か
ら
の
ご
教
示
を
頂
き
、
あ
わ
せ
て
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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An Investigation of  the Karakagami

(Tang’s Mirror) in therr Makura no Sōshi

(The Pillow Book) :
Focusing on the Section of  the “Things that Make

Your Heart Beat Fast”

ZHANG, Peihua

The Graduate University for Advanced Studies, 

School of  Cultural and Social Studies, Department of  Japanese Literature

The section of  the “Things that make your heart beat fast” of Makura no Sōshi (i The Pillow Book) exists in the

four versions of the Sankanbon, the Nōinbon, the Maedakebon and the Sakaibon. And it is known that another

text exists which was corrected by Katō Bansai (1621–1674).

I intend to study the interpretation of  the “happy feeling” by Bansai in the Sei Shōnagon Makura no Sōshi 

Shō (May 1674) and the “pathetic feeling” by Kitamura Kigin (1625–1705) in the Makura no Sōshi Shun Sho Shō

(July 1674) regarding “looking into a bit dark Tang’s mirror” which have not been clarifi ed yet within the section.

I endeavor to get to the bottom of  “looking into a bit dark Tang’s mirror” in “Things that Make Your Heart Beat

Fast”.

I focus on expressions that differ between the text corrected by Bansai and the one corrected by Kigin, even

though both of  these texts were corrected according to similar versions of  the text (the Nōinbon). I compare and

inspect the differing expressions with other versions (the Sankanbon, the Maedakebon and the Sakaibon),

highlighting the essence of  “darkness” and “cloud”. Finally, I identify the causes and reasons for the

interpretation of  the “happy feeling” as “looking into darkness” by Bansai and the “pathetic feeling” as “cloud”

by Kigin.

According to the study of  expressions about the mirror in Japanese and Chinese classical literature focusing

on the “dark mirror” that follows the “happy feeling”, it is clear that the “Treasure Mirror” has a dark character

only in the Gujingji in the i Short Stories of  the Tang Dynasty. Therefore, the fact that the “Tang’s mirror” in the

“Things that make your heart beat” refers to the “Treasure Mirror” in the Gujingji accords the original meaningi

of  the “happy feeling” and the “things that make your heart beat fast”.

It is essential to consider the infl uence of  Chinese classical literature, when reading diffi cult passages in the

Makura no Sōshi (i The Pillow Book).

Key words: Makura no Sōshi (The Pillow Book), Karakagami (Tang’s Mirror), Happy feeling, Short Stories of

the Tang Dynasty, Gujingji, Treasure mirror.


