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細
川
幽
斎
詠
「
い
に
し
へ
も
」
歌
の
本
意森　

　
　

正　

人

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　
　

細
川
幽
斎
（
一
五
三
四
〜
一
六
一
〇
年
）
の
歌
集
や
著

述
を
手
に
取
っ
た
こ
と
の
な
い
人
で
も
耳
に
し
た
こ
と
が
あ

る
は
ず
の
、
そ
の
歌
学
と
事
蹟
に
関
す
る
最
も
著
名
な
で
き

ご
と
は
、
い
わ
ゆ
る
関
ヶ
原
の
戦
に
お
け
る
丹
後
田
辺
城
籠

城
と
和
睦
を
勧
め
る
勅
使
を
迎
え
て
の
開
城
の
一
件
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
間
に
詠
ま
れ
た
「
古
も
今
も
変
は
ら
ぬ
」
は

幽
斎
の
歌
の
な
か
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
で
い
て
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
幽
斎
の
詠
も
う
と

し
た
心
が
十
分
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
こ
こ
に
私
見
を
提
示
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
　
　

二　

田
辺
城
籠
城
の
さ
な
か

　

件
の
歌
は
、
後
世
に
幽
斎
の
和
歌
を
収
集
整
理
し
た
衆
妙

集
の
雑
部
下
の
首
に
置
か
れ
る
。
参
考
の
た
め
に
、
続
け
て

配
さ
れ
る
、
こ
の
時
烏
丸
光
広
に
贈
っ
た
歌
も
併
せ
て
引
用

し
て
お
く
。慶

長
五
年
七
月
廿
七
日
丹
後
国
籠
城
せ
し
時
、
古

今
集
証
明
の
状
式
部
卿
智
仁
親
王
へ
奉
る
と
て

古
も
今
も
か
は
ら
ぬ
よ
の
中
に
心
の
た
ね
を
の
こ
す
こ

と
の
葉お

な
じ
と
き
烏
丸
蘭
台
へ
さ
う
し
の
箱
ま
い
ら
せ

し
と
き

も
し
ほ
草
か
き
あ
つ
め
た
る
跡
と
め
て
昔
に
か
へ
せ
和

哥
の
う
ら
浪（

1
）

　

詞
書
に
言
う
と
お
り
、
二
首
は
慶
長
五
年
の
関
ヶ
原
の
戦

の
さ
な
か
田
辺
城
籠
城
中
に
詠
ま
れ
た
。
細
川
忠
興
が
上
杉

討
伐
の
た
め
に
徳
川
家
康
に
従
っ
て
出
陣
し
て
い
る
間
、
石

田
三
成
挙
兵
の
情
報
を
入
手
す
る
や
、
幽
斎
は
丹
後
の
他
の

諸
城
を
自
焼
し
て
、
兵
糧
、
武
器
、
弾
薬
を
集
積
し
、
わ
ず

か
に
残
っ
て
い
た
兵
を
ま
と
め
て
田
辺
城
に
立
て
籠
も
っ
た

の
で
あ
る
。
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資
料
を
博
捜
し
、
細
川
家
の
歴
史
を
記
し
て
最
も
詳
細
な

綿
考
輯
録
巻
五
に
よ
れ
ば
、
七
月
二
十
七
日
、
八
条
宮
智
仁

親
王
の
家
老
大
石
（
一
に
「
大
西
」）
甚
助
な
る
者
が
使
者
と

な
っ
て
田
辺
城
に
入
り
、
和
睦
の
勧
め
が
な
さ
れ
た
。
死
を

覚
悟
し
て
い
た
幽
斎
は
こ
れ
を
謝
絶
し
、
古
今
御
相
伝
の
箱
、

証
明
状
、
歌
一
首
を
託
し
、
禁
裏
に
は
廿
一
代
集
を
献
上
し（

2
）

、

そ
の
折
の
歌
と
し
て
二
首
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
が
奉
ら
れ
る
に
当
た
り
関
与
し
た
人
物
、
経
緯
に
つ

い
て
の
諸
説
を
並
べ
て
い
る
。
な
か
に
、
東
条
紀
伊
守
、
上

田
勘
右
衞
門
、
三
好
助
兵
衛
の
三
名
宛
の
八
月
二
日
付
け
書

状
が
引
用
さ
れ
る
。
綿
考
輯
録
は
続
け
て
、
右
書
状
の
草
案

で
紛
れ
も
な
く
幽
斎
真
筆
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
見
い
だ
し
、

持
ち
主
よ
り
譲
り
受
け
て
御
文
庫
に
納
ま
る
こ
と
と
な
っ
た

と
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
掲
載
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
草

案
は
現
在
も
永
青
文
庫
に
襲
蔵
さ
れ
て
い
る（

3
）

。「
い
に
し
へ
も
」

歌
の
前
後
を
、
句
読
点
を
加
え
て
示
す
。

一
両
日
已
前
、
従
八
条
殿
、
御
使
即
徳
善
院
、
案
内
者

相
添
下
候
刻
、
相
伝
之
箱
、
証
明
状
、
歌
一
首
／
い
に

し
へ
も
今
も
か
は
ら
ぬ
世
中
に
心
の
種
を
の
こ
す
こ
と

の
葉
／
此
短
冊
并
源
氏
抄
箱
一
。
廿
一
代
集
、
禁
裏
様

へ
進
上
候
。
此
外
知
音
衆
へ
草
紙
一
二
帖
上
候
。

　

証
明
状
と
は
幽
斎
が
智
仁
親
王
に
残
ら
ず
古
今
伝
授
を
行

っ
た
こ
と
の
証
明
状
で
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
こ
の
時
点
で

授
受
は
完
了
し
て
い
な
か
っ
た
。
幽
斎
が
こ
こ
田
辺
城
で
戦

死
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
古
今
伝
授
は
断
絶
す
る
こ
と
が
確

実
で
あ
っ
た
か
ら
、
証
明
状
を
発
行
し
て
こ
れ
を
回
避
す
る

こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た（

4
）

。
ま
た
、幽
斎
自
筆
の
目
録
に
「
一
、

文
箱
古
今
證
明
状

歌
一
首
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、「
い
に
し
へ
も
」
歌
が
古
今
伝
授
に
直
接
か
か
わ
っ
て

詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　

三　
「
い
に
し
へ
」「
今
」
に
変
わ
ら
ぬ
も
の

　

こ
の
「
い
に
し
へ
も
」
歌
が
世
上
喧
伝
せ
ら
れ
て
い
る
と

し
て
も
、
し
か
し
、
幽
斎
の
本
意
を
汲
み
取
っ
て
理
解
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
、
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
私
は
、
か
つ
て

舞
鶴
市
が
編
集
刊
行
し
た
『
細
川
幽
斎
と
舞
鶴
』（
二
〇
一
三

年
）
の
「
第
四
章　

細
川
幽
斎
の
芸
能
・
学
芸
と
古
今
伝
授
」

の
う
ち
二
〜
四
を
分
担
し
て
執
筆
し
、
田
辺
城
籠
城
の
で
き

ご
と
を
取
り
上
げ
つ
つ
「
い
に
し
へ
も
」
歌
の
解
釈
に
言
及

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
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こ
の
歌
は
、
古
今
和
歌
集
の
書
名
と
そ
の
仮
名
序
「
や

ま
と
歌
は
人
の
心
を
種
と
し
て
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ

な
れ
り
け
る
」、
さ
ら
に
、
三
条
西
実
隆
が
宗
祇
の
十
三

回
忌
に
詠
ん
だ
「
い
ま
さ
ら
に
し
き
し
の
ぶ
か
な
敷
島

の
道
の
教
へ
に
残
す
言
の
葉
」
と
い
う
歌
を
踏
ま
え
て

い
ま
す
。
古
今
集
の
編
ま
れ
た
醍
醐
天
皇
の
昔
と
変
わ

ら
ず
歌
が
重
ん
じ
ら
れ
る
今
の
世
に
、
和
歌
の
言
葉
の

も
と
と
な
る
心
を
残
す
、
ひ
い
て
は
歌
道
の
真
髄
を
伝

え
る
、
と
解
釈
さ
れ
、
古
今
伝
授
の
智
仁
親
王
へ
の
確

か
な
相
伝
を
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。

　

右
は
、
そ
れ
ま
で
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
解
釈
と
少
し
異

な
る
。
た
と
え
ば
、
井
上
宗
雄
・
武
川
忠
一
編
『
新
編　

和

歌
の
解
釈
と
鑑
賞
事
典
』（
笠
間
書
院　

一
九
九
九
年
）
が
こ

の
一
首
を
取
り
上
げ
（
三
村
晃
功
担
当
）、
歌
意
を
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。

昔
の
ま
ま
に
変
わ
ら
な
い
当
世
に
、
と
り
わ
け
和
歌
の

道
を
残
そ
う
と
思
う
こ
と
だ
。

井
上
宗
雄
『
中
世
和
歌
集
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

小

学
館　

二
〇
〇
〇
年
）
所
収
の
衆
妙
集
（
抄
）
は
、「
か
は
ら

ぬ
世
の
中
」
に
つ
い
て
「
御
代
は
常
に
め
で
た
く
変
わ
ら
ぬ
。

人
間
の
情
は
変
ら
ぬ
、
と
い
う
説
も
あ
る
」
と
説
き
、

古
も
今
も
変
ら
な
い
め
で
た
い
御
代
に
、
こ
の
和
歌
の

道
を
残
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

と
現
代
語
訳
を
示
す
。
加
藤
弓
枝
『
細
川
幽
斎
』（
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
日
本
歌
人
選　

笠
間
書
院　

二
〇
一
二
年
）
も
同
様
で
、

「
か
は
ら
ぬ
世
の
中
」
に
「
常
に
め
で
た
く
変
わ
ら
ぬ
御
代
。

変
わ
ら
な
い
人
間
の
情
と
す
る
説
も
あ
る
」
と
注
を
付
す
。

　

い
ず
れ
も
、
今
と
昔
の
何
が
変
わ
ら
な
い
の
か
、
ど
う
い

う
点
で
変
わ
ら
な
い
と
い
う
の
か
、「
め
で
た
さ
」
と
い
う
一

般
的
な
説
明
以
上
の
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

な
お
、「
か
は
ら
ぬ
」
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
説
と
は
、

次
に
掲
げ
る
川
田
順
『
細
川
幽
斎
』（
甲
文
社　

一
九
四
六
年
）

の
解
釈
で
あ
る
。

古
と
て
も
今
と
て
も
、
人
間
の
情こ
こ
ろ
に
変
り
は
あ
り
ま
せ

ぬ
世
の
中
に
、
只
今
献
上
仕
り
ま
す
る
此
の
古
書
は
、

そ
の
人
間
の
大
切
な
る
心
の
種
を
後
々
ま
で
と
伝
へ
残

す
と
こ
ろ
の
大
和
言
の
葉
の
秘
訣
を
し
る
し
た
宝
典
で

ご
ざ
い
ま
す
、
何
卒
御
手
許
に
お
留
め
お
き
下
さ
れ
て
、

さ
ら
に
後
々
へ
も
伝
は
り
ま
す
や
う
、
御
尊
慮
を
仰
ぎ

奉
り
ま
す
。
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こ
の
歌
の
趣
意
は
、
先
に
見
た
と
お
り
智
仁
親
王
へ
の
古

今
伝
授
に
か
か
わ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
外
す
こ
と
な

く
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
諸
家
は
古
今

和
歌
集
と
の
関
連
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
の
、
伝
授
さ
れ

た
秘
説
に
は
注
意
を
向
け
て
い
な
い
。「
い
に
し
へ
も
今
も
か

は
ら
ぬ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
伝
授
者
と
伝
受
者
だ
け
に

成
り
立
つ
共
通
理
解
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

四　

古
今
和
歌
集
聞
書
か
ら

　

幽
斎
の
智
仁
親
王
へ
の
古
今
伝
授
は
、
慶
長
五
年
三
月

十
九
日
に
開
始
さ
れ
た
。
親
王
の
聞
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

当
座
聞
書
（
横
本
）
三
冊
が
ま
ず
作
ら
れ
、
そ
の
一
部
を
整

理
し
た
初
稿
本
一
冊
、
さ
ら
に
整
え
た
中
書
本
三
冊
を
経
て
、

清
書
本
三
冊
が
完
成
し
、
清
書
本
に
幽
斎
が
証
明
の
奥
書
を

加
え
た
の
は
、
下
っ
て
慶
長
七
（
一
六
〇
二
）
年
十
一
月
二

日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
で
あ
る（

5
）

。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
伝
授
は
書
名
の
「
古
今
」
二
字
の
講
釈

に
始
ま
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
幽
斎
詠
「
い
に
し
へ
も
」

の
上
の
句
は
、
授
受
さ
れ
た
「
古
今
」
の
意
味
に
基
づ
い
て

解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

古
今
和
歌
集
聞
書
（
清
書
本
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

此
集
の
題
号
ハ
、
奈
良
の
御
門
与
當
代
延
喜
御
門
を
古

今
の
二
字
ニ
ア
テ
ヽ
書
也
。
其
心
ハ
、
文
武
天
皇
此
道

を
ス
カ
せ
給
テ
人
丸
を
御
師
と
し
て
道
を
学
給
し
也
。

今
又
延
喜
御
門
貫
之
を
御
師
と
し
て
道
を
オ
コ
シ
給
ニ

ヨ
リ
テ
、
古
今
の
二
字
に
ア
テ
ヽ
書
也
。
序
ニ
先
師
柿

本
大
夫
と
か
け
り
。
奈
良
御
門
と
當
代
と
ハ
十
九
代
へ

だ
ゝ
り
て
、
遙
昔
の
こ
と
を
如
此
書
事
不
審
あ
り
。
さ

れ
ど
も
道
を
つ
ぐ
は
遠
近
に
ハ
よ
ら
ぬ
義
也
。
其
心
ヲ

傳
れ
ば
弟
師
也
。
塔
中
相
承
ノ
理
也
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
古
は
奈
良
の
帝
す
な
わ
ち
文
武
天
皇
、
今

は
延
喜
の
醍
醐
天
皇
を
指
し
、
醍
醐
天
皇
が
昔
の
文
武
天
皇

の
心
を
受
け
継
ぎ
、
今
ま
た
和
歌
を
重
ん
じ
て
貫
之
に
古
今

和
歌
集
を
編
纂
さ
せ
た
と
い
う
意
味
合
い
の
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

　

幽
斎
が
智
仁
親
王
に
伝
授
し
た
「
古
今
」
の
意
味
は
右
の

通
り
で
あ
り
、「
古
も
今
も
か
は
ら
ぬ
」
と
は
、
十
九
代
を
隔

て
て
も
変
わ
ら
ず
天
皇
が
時
の
歌
人
の
第
一
人
者
を
師
と
し

て
、和
歌
を
興
隆
し
、歌
道
を
継
承
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

古
今
和
歌
集
に
お
け
る
「
今
」
は
、
醍
醐
天
皇
―
紀
貫
之
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の
当
時
で
あ
る
が
、
慶
長
五
年
に
お
け
る
詠
者
に
と
っ
て
の

「
今
」
は
、
後
陽
成
天
皇
―
智
仁
親
王
―
細
川
幽
斎
の
現
在
で

あ
る
。
智
仁
は
天
皇
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
今
ま
さ
に
み
ず

か
ら
を
師
と
し
て
歌
学
を
学
ん
で
い
る
。
醍
醐
―
貫
之
の
「
い

に
し
へ
」
と
変
わ
ら
ず
、
当
代
も
ま
た
歌
道
が
重
ん
じ
ら
れ

て
い
る
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
ま
た
天
武
―
人
丸
の
昔
と
も
変

わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。「
か
は
ら
ぬ
」
の
指
し
示
す
の
は
そ
の

よ
う
な
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

幽
斎
の
死
に
よ
っ
て
古
今
伝
授
す
な
わ
ち
歌
道
が
断
絶
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
を
惜
し
み
、
智
仁
親
王
が
和
睦
を
勧
め

る
こ
と
に
謝
意
を
一
方
で
示
し
つ
つ
、
証
明
状
発
行
に
よ
っ

て
伝
授
を
完
了
さ
せ
た
う
え
で
、
こ
の
歌
を
も
っ
て
歌
学
の

確
か
な
継
承
を
宣
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
下
の
句
「
心
の
た
ね
を
の
こ
す
こ
と
の
葉
」
は

ど
の
よ
う
に
解
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
古
今
和
歌
集
序
の
冒
頭

「
や
ま
と
歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
万
の
言
の
葉
と
ぞ
成

れ
り
け
る
」
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ

こ
は
和
歌
の
種
と
な
る
一
般
的
な
「
人
の
心
」「
心
に
思
ふ
こ

と
」（
古
今
和
歌
集
序
）
だ
け
で
は
な
い
。
古
今
和
歌
集
聞
書

に
は
、「
其
心
ヲ
傳
れ
ば
弟
師
也
」
と
の
一
文
が
あ
る
。
伝
え

る
「
其
心
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は

不
明
瞭
だ
が
、
幽
斎
詠
に
い
う
「
心
の
た
ね
を
の
こ
す
」
こ

と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

古
今
和
歌
集
が
三
条
西
実
枝
―
細
川
幽
斎
―
智
仁
親
王
と

授
受
さ
れ
る
過
程
で
、
伝
心
抄（

6
）

と
い
う
講
釈
の
聞
書
が
生
ま

れ
た
。
宮
内
庁
書
陵
部
本
は
伝
受
し
た
幽
斎
の
自
筆
で
、
伝

授
し
た
実
枝
が
天
正
四
（
一
五
七
六
）
年
に
証
明
の
奥
書
を

加
え
た
も
の
で
、
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
に
譲
ら
れ
た
と
見
な

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伝
心
抄
と
は
幽
斎
の
命
名
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
伝
心
抄
の
「
古
今
二
字
事
」
の
項
に
次
の

よ
う
に
記
す
。

貫
之
が
心
は
人
丸
を
師
と
す
と
み
え
た
り
。
時
代
は
る

か
に
へ
だ
た
る
と
い
へ
ど
も
、
此
心
あ
り
、
文
武
と
人

丸
と
の
道
を
模
し
て
、
延
喜
ニ
貫
之
此
集
を
撰
し
め
給

也
。

　

こ
れ
を
参
照
す
れ
ば
、
君
臣
合
体
し
て
「
歌
の
心
」（
古
今

和
歌
集
序
）
す
な
わ
ち
歌
の
「
道
」（
伝
心
抄
）
が
伝
え
ら

れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
古
今
伝
授
（
受
）
と
は
伝
心

す
な
わ
ち
心
を
伝
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う

し
て
幽
斎
が
残
す
と
詠
ん
だ
も
の
は
、「
人
の
心
」
に
加
え
て
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「
歌
の
心
」
で
あ
り
歌
道
で
あ
っ
た
。
幽
斎
は
、
ひ
そ
か
に
人

丸
と
貫
之
を
継
承
す
る
者
と
み
ず
か
ら
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ど
も
は
智
仁
親
王
に
は
正
確
に
理

解
さ
れ
た
と
し
て
も
、
第
三
者
に
は
十
分
汲
み
取
ら
れ
な
か

っ
た
と
し
て
も
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
土
田
将
雄
編
『
衆
妙
集
』（
古
典
文
庫　

一
九
六
九
年
）

に
よ
る
。
凡
例
に
、
底
本
は
「
宇
土
細
川
家
に
伝
来
し
、

現
在
熊
本
大
学
松
本
雅
明
教
授
研
究
室
の
収
蔵
す
る
飛
鳥

井
雅
章
筆
本
」
と
す
る
。
現
在
は
熊
本
県
立
美
術
館
蔵
。

（
２
）
池
邊
義
象
『
細
川
幽
齋
』（
金
港
堂
書
籍　

一
九
〇
三
年
）

第
十
章
に
、
幽
斎
自
筆
の
目
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
綿
考
輯
録
の
記
述
は
分
か
り

に
く
い
。

（
３
）
熊
本
県
立
美
術
館
『
没
後
４
０
０
年
・
古
今
伝
授
の
間

修
復
記
念　

細
川
幽
斎
展
』
に
「
幽
斎
書
状
案
」
と
し
て

写
真
お
よ
び
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
へ
の
古
今
伝
授
に
つ
い
て
は
、
小

高
道
子
「
細
川
幽
斎
の
古
今
伝
受
―
―
智
仁
親
王
へ
の
相

伝
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
七
巻
第

八
号　

一
九
八
〇
年
八
月
）、
田
辺
城
籠
城
か
ら
開
城
ま
で

の
経
緯
に
つ
い
て
は
、同「
関
ケ
原
の
戦
と
古
今
伝
授
」（『
国

語
と
国
文
学
』
第
五
八
巻
第
一
一
号　

一
九
八
一
年
一
一

月
）
な
ど
参
照
。

（
５
）
前
出
『
没
後
４
０
０
年
・
古
今
伝
授
の
間
修
復
記
念　

細
川
幽
斎
展
』
に
一
部
写
真
お
よ
び
翻
刻
と
解
説
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
伝
心
抄
研
究
会
編
『
伝
心
抄
』（
笠
間
書
院　

一
九
九
六

年
）
に
翻
刻
と
解
説
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。


