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〈
巻
頭
言
〉

秘
伝
書
の
公
開
化
と
そ
の
受
容
の
仕
方

―
伝
書
の
だ
だ
漏
れ
を
恐
れ
る
な
―

こ
ん
ぱ
る
や
す
あ
き

能
楽
金
春
流
宗
家

金
春
安
明

冒
頭
か
ら
他
の
施
設
の
話
で
失
礼
い
た
し
ま
す
。
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
の
竹
本
幹
夫
教
授
が
整
理
分
類
な
さ
っ
た
、
分
類
番
号

イ

11

―00416

「
金
春
流
仕
舞
付
」
と
い
う
型
附
の
著
者
は
中
村
平
蔵
で
す
。
父
が
「
非
常
持
出
し
」
の
箱
に
入
れ
て
い
た
型
附
『
歌

舞
扇
子
録
』
も
中
村
平
蔵
の
型
附
で
す
。

ま
た
、
あ
る
日
、
櫻
間
金
記
師
か
ら
「
櫻
間
家
に
こ
の
よ
う
な
『
小
書
き
』
の
伝
書
が
あ
る
が
、
今
度
、
こ
れ
で
上
演
し
て
良
い
か
否

か
」
と
、『
融
』
の
小
書
「
遊
曲
」
の
コ
ピ
ー
を
頂
き
ま
し
た
。
良
く
見
る
と
、
そ
れ
は
、
家
蔵
の
江
戸
時
代
末
期
の
金
春
八
左
衛
門
の

三
男
、
錠
次
郎
安
通
所
持
の
小
書
の
伝
書
と
同
文
で
、
し
か
も
、
櫻
間
金
記
師
の
コ
ピ
ー
の
該
当
ペ
ー
ジ
の
前
に
、『
清
経
』
の
小
書

「
恋
ノ
音
取
」
の
末
尾
の
文
章
が
あ
る
事
も
、
家
蔵
の
錠
次
郎
安
通
所
持
の
伝
書
と
同
じ
で
す
。

元
々
同
じ
編
成
の
親
子
本
ま
た
は
兄
弟
本
を
宗
家
で
は
「
非
常
持
出
し
の
秘
伝
」
と
思
い
込
み
、
櫻
間
金
記
師
は
「
櫻
間
家
の
伝
書
」

と
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
し
た
。
こ
れ
な
ら
ば
隠
す
必
要
も
無
い
と
思
い
、
家
蔵
の
錠
次
郎
安
通
の
該
当
ペ
ー
ジ
の
コ
ピ
ー
を
金
記
師
に

渡
し
、「
こ
れ
で
心
置
き
無
く
、
あ
と
は
自
己
責
任
で
上
演
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。

お
も
て
あ
き
ら

故
・
表
章
教
授
の
現
役
の
頃
、
鴻
二
５１
『
万
延
元
年
金
春
錠
次
郎
筆
「
流
外
物
謡
本
」』
の
原
本
を
見
せ
て
頂
き
、
家
蔵
の
錠
次
郎
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の
書
物
や
八
左
衛
門
の
書
物
と
表
紙
の
「
匂
い
」
が
同
じ
だ
と
思
い
ま
し
た
。
内
容
的
に
も
、
鴻
二
５１
と
宗
家
蔵
の
錠
次
郎
の
書
物
は
共

通
点
が
多
い
の
で
す
。

大
酒
呑
み
の
金
春
八
郎
義
広
（
武
三
）
が
生
駒
山
の
宝
山
寺
に
持
出
し
て
酒
に
変
え
て
呑
ん
で
し
ま
っ
た
書
物
が
「
般
若
窟
文
庫
」
と

し
て
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
に
収
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
、
今
回
の
企
画
も
そ
れ
に
関
す
る
展
示
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
し
た
。
但
し
、
金
春

流
の
「
秘
伝
」
の
流
出
は
明
治
の
八
郎
（
武
三
）
に
始
ま
っ
た
訳
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
後
期
の
文
化
文
政
期
に
活
躍
し
た
中
村
平
蔵
は
、

奈
良
の
金
春
屋
敷
、
あ
る
い
は
そ
の
近
く
と
思
わ
れ
る
「
高
天
の
塾
」
で
、
金
春
流
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
型
附
を
彼
方
此
方
の
人
に
写

さ
せ
て
い
た
の
で
し
た
。
肥
後
の
櫻
間
伴
馬＝

左
陣
も
、
そ
の
中
の
一
人
で
し
た
。
櫻
間
伴
馬
が
中
村
平
蔵
の
型
附
を
写
し
た
後
に
、
中

村
平
蔵
は
『
黒
塚
』
の
「
ワ
ク
カ
セ
」
の
巻
き
方
や
「
負
い
柴
」
の
負
い
方
を
朱
筆
で
実
用
的
に
改
訂
し
ま
し
た
。
現
在
、
家
で
は
、
改

訂
後
の
仕
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
櫻
間
家
の
方
が
改
訂
前
と
言
う
べ
き
か
、
古
い
仕
方
で
あ
る
事
は
確
か
で
す
。

ざ
る

江
戸
時
代
後
期
と
言
わ
ず
、
六
百
年
以
来
ず
っ
と
金
春
流
の
「
秘
伝
」
は
流
出
し
て
い
ま
し
た
。「
だ
だ
漏
れ
」
と
言
う
か
、「
笊
」
と

言
う
べ
き
か
、
思
い
の
他
に
金
春
流
の
古
今
の
仕
方
の
伝
書
が
全
国
各
地
で
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
う
な
る
と
、
も
う
「
秘
伝
」
も
何
も

な
り
わ
い

あ
り
ま
せ
ん
。
さ
て
、
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
か
ら
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
？
何
を
な
す
べ
き
か
？
実
演
を
生
業
と
す
る
玄
人
は
、
謡
と
舞

の
基
礎
訓
練
を
重
ね
な
け
れ
ば
舞
台
人
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
研
究
者
は
古
文
書
を
読
解
す
る
能
力
を
更
に
磨
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

契
沖
・
賀
茂
真
淵
・
本
居
宣
長
に
依
っ
て
整
備
さ
れ
た
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
と
、
そ
れ
ら
が
整
備
さ
れ
る
前
の
「
定
家
仮
名
遣
い
」

お
そ
れ

の
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う
で
は
、
室
町
〜
安
土
桃
山
〜
江
戸
初
期
の
文
書
を
読
み
誤
る
虞
が
あ
り
ま
す
。
幸
い
、
訓
読
み
に
「
歴
史
的
仮

名
遣
い
」
と
「
定
家
仮
名
遣
い
」
の
区
別
が
あ
る
事
は
、
少
し
づ
つ
研
究
者
の
間
で
知
ら
れ
始
め
て
来
ま
し
た
が
、
安
明
の
卒
論
（
国
語

学
）
の
主
査
で
あ
り
、「
定
家
仮
名
遣
い
」
の
「
お
」
と
「
を
」
の
区
別
が
定
家
の
時
代
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
基
礎
に
し
て
い
る
事
を
発
見

し
た
故
・
大
野
晋
教
授
が
、
定
家
仮
名
遣
い
の
紹
介
の
際
に
書
い
た
言
葉
が
今
だ
に
無
批
判
に
独
り
歩
き
し
て
、「
定
家
仮
名
遣
い
は
和
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歌
の
世
界
な
ど
の
狭
い
範
囲
で
使
わ
れ
云
々
」
と
い
う
言
い
方
が
通
説
に
成
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
室
町
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
謡
本
の
仮
名
遣
い
も
「
定
家
仮
名
遣
い
」
が
規
範
で
し
た
。
あ
る
い
は
そ
の
規
範
に
追
い
付
け

な
い
か
、
ま
た
は
元
々
「
仮
名
遣
い
」
に
無
頓
着
な
ラ
フ
な
表
記
の
謡
本
も
多
数
有
り
ま
し
た
が
、
と
も
か
く
室
町
時
代
〜
安
土
桃
山
〜

江
戸
初
期
に
は
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
が
未
だ
考
案
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
を
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

桃
山
期
あ
た
り
に
成
る
と
、
文
化
人
の
教
養
と
し
て
謡
が
流
行
り
、
謡
本
も
「
定
家
仮
名
遣
い
」
に
従
っ
て
い
て
、
け
っ
し
て
「
定
家

仮
名
遣
い
は
和
歌
の
狭
い
世
界
」
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
無
頓
着
で
ラ
フ
な
仮
名
遣
い
で
書
い
て
い
る
筆
記
者
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
筆
記
者
は
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か

け
て
の
発
音
の
枠
の
中
で
謡
を
謡
っ
て
謡
本
を
筆
記
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
中
世
日
本
語
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
よ
つ

が
な
」
や
「
開
合
」
は
学
習
を
経
ず
し
て
区
別
出
来
た
の
で
す
。（
少
な
く
と
も
稽
古
の
際
は
区
別
し
て
い
ま
し
た
）。

更
に
研
究
者
は
一
歩
進
み
、「
よ
つ
が
な
」
を
「
zi
、
di
」
と
「
zu
、
du
」
の
区
別
だ
と
ば
か
り
思
い
込
ま
ず
に
、
室
町
時
代
か
ら
江

戸
時
代
初
期
は
む
し
ろ
「
zi
、
dzi
」
と
「
zu
、
dzu
」
の
区
別
だ
っ
た
と
い
う
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。「
発
音
」
と
「
音

韻
の
枠
組
み
」
を
混
同
し
て
は
真
理
が
見
え
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
訓
読
み
に
「
定
家
仮
名
遣
い
」
と
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
が
有
っ
て
も
、
そ
れ
は
口
に
出
し
て
謡
え
ば
『
日
葡
辞
書
』
の
発
音

（
音
韻
？
）
の
区
別
枠
に
収
ま
る
事
も
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

主
に
訓
読
み
の
和
語
に
関
す
る
仮
名
遣
い
が
「
定
家
仮
名
遣
い
」
と
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
だ
と
し
た
ら
、
今
日
、
音
読
み
の
旧
仮
名

遣
い
で
あ
る
「
字
音
仮
名
遣
い
」
に
対
す
る
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
の
字
音
表
示
の
仮
名
に
関
し
て
は
、
名
称
さ
え
有

り
ま
せ
ん
。「
吾
輩
は
室
町
時
代
の
音
読
み
仮
名
遣
い
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い
」
と
い
う
有
様
な
の
で
す
。「
謡
は
謡
っ
て
ナ
ン
ボ
」、

室
町
時
代
の
人
が
耳
で
聴
い
て
聴
き
分
け
る
芸
術
で
あ
る
事
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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か
い
ご
う

漢
字
の
音
読
み
に
関
し
て
は
、「
開
合
」
と
言
う
概
念
だ
け
で
は
不
充
分
で
、
正
確
に
は
、「
開
長
音
と
合
長
音
（
例
え
ば
カ
ウ
と
コ

ウ
）」、「
開
音
と
合
拗
音
（
例
え
ば
カ
と
ク
ヮ
）」
と
言
う
概
念
を
持
た
ね
ば
仮
名
書
き
の
音
読
み
単
語
に
漢
字
を
充
て
る
際
に
間
違
い
が

起
き
ま
す
。
漢
詩
の
「
平
仄
」
や
「
押
韻
」
を
知
っ
て
作
能
し
た
能
作
者
と
「
平
仄
」
や
「
押
韻
」
を
知
ら
ず
に
作
能
し
た
能
作
者
が
居

ま
す
。
私
は
ど
ち
ら
が
良
い
と
か
、
ど
ち
ら
が
悪
い
と
か
は
言
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、「
平
仄
」
や
「
押
韻
」
を
知
ら
な
い
と
作
者
考
定
を

誤
る
虞
が
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、
法
政
大
学
の
範
囲
か
ら
は
外
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
謡
を
西
洋
音
符
に
翻
訳
す
る
際
に
旧
態
依
然
た
る
「
音
階
」
と
言

う
概
念
に
留
ま
っ
て
い
る
事
は
恥
ず
か
し
い
で
す
。「
旋
律
」
ま
た
は
「
旋
法
」
と
言
う
概
念
が
必
要
で
す
。
故
・
横
道
萬
里
雄
教
授
は

生
前
の
早
く
か
ら
、「
上
音
の
欠
け
」
等
々
の
旋
律
に
関
す
る
概
念
を
す
で
に
お
持
ち
で
し
た
が
、
そ
の
後
継
者
た
る
べ
き
研
究
者
が
、

い
ま
だ
に
「
音
階
」
と
言
う
単
語
に
留
ま
っ
て
い
る
事
は
、
謂
わ
ば
「
右
折
禁
止
も
一
方
通
行
も
表
示
し
て
い
な
い
地
形
図
ま
た
は
町
内

会
案
内
図
で
自
動
車
を
運
転
す
る
よ
う
な
覚
束
な
い
事
」
だ
と
思
い
ま
す
。（
勢
い
込
ん
で
、
以
上
の
よ
う
に
書
い
た
後
に
、『
楽
劇
学
』

第
二
三
号
を
得
て
、
高
桑
い
づ
み
氏
の
書
に
対
す
る
高
橋
葉
子
氏
の
書
評
で
、
既
に
、
上
野
の
文
化
財
研
究
所
で
は
「
旋
律
」
と
い
う
単

語
と
概
念
が
行
わ
れ
て
い
る
と
知
り
ま
し
た
。
良
い
傾
向
と
喜
び
ま
す
。
私
が
最
近
サ
ボ
っ
て
い
て
、「
井
の
中
の
蛙
・
浦
島
太
郎
」
状

態
に
な
っ
て
い
た
事
を
反
省
し
、
上
野
の
み
な
ら
ず
、
能
楽
学
会
の
東
西
の
各
位
が
「
旋
律
」
と
い
う
単
語
と
概
念
を
共
有
な
さ
る
事
を

お
薦
め
致
し
ま
す
。）

秘
伝
書
は
ザ
ル
か
ら
だ
だ
漏
れ
状
態
で
す
。
こ
れ
に
溺
れ
ぬ
よ
う
に
、
実
演
す
る
玄
人
も
、
研
究
す
る
学
者
も
、
頭
を
冷
や
し
て
方
法

論
を
考
え
ね
ば
、
せ
っ
か
く
公
開
さ
れ
た
古
文
書
が
泣
き
ま
す
。「
家
元
退
屈
男
」
の
饒
舌
で
し
た
。「
な
に
よ
り
も
体
裁
が
未
整
理
」
で

お
恥
ず
か
し
い
限
り
で
す
。
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