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│
一
条
家
伝
来
本
、
大
内
政
弘
送
付
本
、
お
よ
び
混
態
本
の
位
置
付
け
│
│

岩

坪

健

は

じ

め

に

『
花
鳥
余
情
』
と
は
源
氏
物
語
の
注
釈
書
で
、
著
者
は
十
五
世
紀
に
活
躍
し
た
、
碩
学
の
誉
れ
高
い
一
条
兼
良
で
あ
る
。
数
多
く
編
ま

れ
た
源
氏
古
注
釈
の
中
で
も
、
本
書
は
南
北
朝
時
代
に
作
成
さ
れ
た
『
河
海
抄
』
と
共
に
、「
両
抄
は
必
ず
見
で
は
、
か
な
は
ぬ
も
の
な

り
。」
と
、
本
居
宣
長
も
『
紫
文
要
領
』
に
お
い
て
称
賛
し
た
ほ
ど
、
後
世
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

『
花
鳥
余
情
』
の
伝
本
は
約
六
十
本
あ
り
、
先
学
の
研
究
に
よ
り
三
系
統
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
が
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
第
四
の
系
統
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
存
在
に
よ
り
今
ま
で
未
解
決
で
あ
っ
た
次
の
二
点
を
解
明
す
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

○
従
来
の
三
系
統
の
本
文
を
混
合
し
た
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
混
態
本
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
の
正
体
が
明
白
に
な
る
。

○
奥
書
に
よ
る
と
、
一
条
家
に
伝
来
し
た
本
と
、
大
内
政
弘
に
送
付
し
た
本
が
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
の
具
体
的
な
本
文
異

同
は
今
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
明
確
に
な
る
。

―５３―
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一
、
従
来
の
系
統
分
類

本
書
は
今
ま
で
兼
良
の
奥
書
に
よ
り
、
次
の
三
系
統
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。

１
、
初
稿
本
。
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）、
兼
良
が
七
十
一
歳
の
年
に
完
成
し
た
も
の
。

２
、
再
稿
本
。
文
明
八
年
に
、
大
内
政
弘
の
所
望
に
よ
り
兼
良
が
送
付
し
た
も
の
。

３
、
献
上
本
。
文
明
十
年
に
、
後
土
御
門
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
兼
良
が
奉
じ
た
も
の
。

初
稿
本
と
献
上
本
に
関
し
て
は
、
善
本
が
実
在
す
る
。
ま
ず
献
上
本
は
第
一
冊
が
兼
良
自
筆
、
以
下
は
寄
合
書
き
で
あ
る
が
、
全
冊
に
わ

た
り
兼
良
が
校
合
し
て
お
り
、
原
本
と
言
え
る
も
の
が
、
龍
門
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
盧
。
次
に
初
稿
本
は
兼
良
が
脱
稿
し
た
後
、
紹

永
法
眼
が
整
理
し
て
浄
書
し
た
も
の
を
、
文
明
九
年
か
ら
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
に
か
け
て
四
条
隆
量
が
書
写
し
た
の
が
現
存
し
、
所

蔵
者
の
名
字
に
ち
な
み
松
永
本
と
呼
ば
れ
て
い
る
盪
。
そ
れ
ら
に
比
べ
、
再
稿
本
は
定
本
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
が
な
く
、
本
文
が
良
好

な
中
野
幸
一
氏
蔵
本
（
以
下
、
中
野
本
と
称
す
）
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
蘯
。

再
稿
本
に
原
本
か
そ
れ
に
近
い
伝
本
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
諸
本
の
中
に
実
は
第
四
系
統
の
伝
本
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と

を
、
次
節
で
指
摘
す
る
。
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二
、
系
統
間
の
本
文
異
同

三
系
統
に
大
別
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
著
し
い
本
文
異
同
は
全
巻
を
通
し
て
僅
か
し
か
な
く
、
伝
本
間
の
相
違
が
大
き
い
箇
所
と
し
て

夙
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

お
と
ど

○
桐
壺
の
巻
で
、「
内
侍
、
宣
旨
う
け
た
ま
は
り
伝
へ
て
、
大
臣
参
り
た
ま
ふ
べ
き
よ
し
あ
り
」
の
項
目
が
初
稿
本
に
な
く
、
再
稿
本

と
献
上
本
に
あ
る
。

○
次
の
物
語
本
文
に
お
い
て
、
傍
線
爬
の
箇
所
を
注
し
た
項
目
は
初
稿
本
に
の
み
あ
り
、
代
り
に
傍
線
爰
の
項
が
再
稿
本
と
献
上
本
に

の
み
あ
る
。

爬

爰

と
も
か
く
も
違
ふ
べ
き
ふ
し
あ
ら
む
を
、
の
ど
か
に
見
忍
ば
む
よ
り
ほ
か
に
、
ま
す
こ
と
あ
る
ま
じ
か
り
け
り
」
と
言
ひ
て
、
わ

が
妹
の
姫
君
は
、
こ
の
定
め
に
か
な
ひ
た
ま
へ
り
と
思
へ
ば
（
帚
木
の
巻
）盻

一
つ
め
の
例
に
つ
い
て
、
阿
部
秋
生
氏
は
三
系
統
の
本
文
を
挙
げ
て
比
較
検
討
さ
れ
た
眈
。
そ
の
う
ち
問
題
の
再
稿
本
を
引
用
す
る
。
な

お
適
宜
、
私
に
句
読
点
を
付
し
、
見
せ
消
ち
に
さ
れ
た
箇
所
は
﹇

﹈
で
括
る
。

内
侍
せ
ん
し
う
け
た
ま
は
り
つ
た
へ
て
お
と
ゝ
ま
い
り
給
へ
き
よ
し
あ
り

こ
の
下
の
こ
と
葉
に
、
御
さ
か
つ
き
の
つ
い
て
に
御
う
た
な
と
よ
ま
せ
給
へ
る
よ
し
み
え
た
り
。

い
へ
る
こ
と
く

し
か
ら
は
『
西
宮
抄
』
に
�
御
遊
盃
酒
﹇
ハ
殿
上
に
て
あ
り
て
引
入
大
臣
を
は
さ
ら
に
御
前
に
め
さ
れ
て
御
さ
か
月
を
給
へ
る
な
る
へ
し

あ
り
と
み
え
た
る
は
盃
酒
は
御
殿
に
て
あ
る
へ
し
。
此
物
語
ニ
い
へ
る
に
相
違
な
き

也
。﹈

―５５―
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追
案
、『
西
宮
抄
』（
下
略
）

末
尾
の
「
追
案
」
以
下
は
下
部
の
余
白
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
第
六
節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
阿
部
氏
は
伝
本
の
出
典
を
示
さ

れ
て
い
な
い
が
、
冬
良
の
書
入
れ
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
（
注
眞
参
照
）、
前
掲
本
文
は
尊
経
閣
文
庫
本
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、﹇

﹈
内
の
抹
消
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。「
盃
酒
は
御
殿
に
て
あ
る
べ
し
」
を
消
し
て
、「
盃
酒
は
殿
上
に
て
あ
り
て
」

と
直
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
盃
酒
」（
酒
宴
）
の
場
所
が
、「
御
殿
」
か
ら
「
殿
上
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
再
稿
本
の
諸
本
を
調
べ
る

と
、
多
く
は
改
訂
後
の
本
文
の
み
で
あ
る
が
、
一
部
の
写
本
は
改
訂
前
の
本
文
し
か
な
い
。
こ
れ
は
二
種
類
の
本
文
を
、
書
写
者
が
任
意

に
選
択
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
相
違
は
前
掲
の
帚
木
の
巻
の
異
同
（
傍
線
爬
・
爰
項

の
有
無
）
と
深
く
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

仮
に
改
訂
前
の
本
文
を
持
つ
写
本
を
再
稿
本
第
一
類
、
改
訂
後
の
を
再
稿
本
第
二
類
と
名
付
け
る
と
、
前
者
は
「
と
も
か
く
も
」
項

（
傍
線
爬
）、
後
者
は
「
わ
が
妹
」
項
（
傍
線
爰
）
し
か
な
い
と
分
け
ら
れ
る
眇
。
こ
れ
に
初
稿
本
と
献
上
本
も
加
え
て
整
理
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

○
「
と
も
か
く
も
」
項
は
、
初
稿
本
・
再
稿
本
第
一
類
に
あ
り
、
再
稿
本
第
二
類
・
献
上
本
に
な
い
。

○
「
わ
が
妹
」
項
は
、
初
稿
本
・
再
稿
本
第
一
類
に
な
く
、
再
稿
本
第
二
類
・
献
上
本
に
あ
る
。

こ
の
二
項
を
比
較
す
る
と
、
本
文
は
異
な
る
が
主
旨
も
結
論
も
同
じ
で
、「
わ
が
妹
」
項
は
物
語
本
文
の
引
用
を
増
や
し
て
、「
と
も
か
く

も
」
項
の
見
解
を
補
強
し
た
と
考
え
ら
れ
る
眄
。
そ
れ
に
対
し
て
桐
壺
の
巻
の
異
同
は
、
兼
良
が
本
文
の
解
釈
を
改
め
た
結
果
、
生
じ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
条
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三
、
現
代
の
解
釈

『
花
鳥
余
情
』
の
注
釈
を
検
討
す
る
前
に
、
現
代
の
解
釈
を
物
語
本
文
に
沿
っ
て
押
さ
え
て
お
く
。
光
源
氏
の
元
服
の
儀
式
が
催
さ
れ

で
ん

た
の
は
、「
お
は
し
ま
す
殿
の
東
の
廂
」（
帝
が
常
に
お
住
ま
い
の
清
涼
殿
の
東
廂
。
図
版
の
Ａ
）
で
あ
っ
た
。
加
冠
の
儀
が
済
ん
だ
後
、

源
氏
は
一
旦
「
御
休
み
所
」（
殿
上
の
間
の
南
向
か
い
に
あ
る
下
侍
。
図
版
の
Ｂ
）
に
退
出
し
て
、
成
人
の
衣
装
に
着
替
え
、
清
涼
殿
の

東
庭
（
図
版
の
Ｃ
）
に
降
り
て
拝
舞
し
た
。
そ
の
あ
と
、お

ほ
み
き

み

こ

（
源
氏
は
）
さ
ぶ
ら
ひ
に
ま
か
で
た
ま
ひ
て
、
人
々
大
御
酒
な
ど
参
る
ほ
ど
、
親
王
た
ち
の
御
座
の
末
に
、
源
氏
着
き
た
ま
へ
り
。

と
あ
り
、
酒
宴
が
開
か
れ
た
の
は
「
さ
ぶ
ら
ひ
」
で
、
そ
の
場
所
は
源
氏
が

着
替
え
た
「
御
休
み
所
」
と
同
じ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
や
が
て
左
大
臣

は
、
帝
か
ら
召
さ
れ
て
参
上
す
る
。

お
ま
へ

お
と
ど

御
前
よ
り
、
内
侍
、
宣
旨
う
け
た
ま
は
り
伝
へ
て
、
大
臣
参
り
た
ま
ふ

べ
き
召
し
あ
れ
ば
、
参
り
た
ま
ふ
。（
中
略
）
御
さ
か
づ
き
の
つ
い
で

に
、（
以
下
、
贈
答
歌
あ
り
）
と
奏
し
て
、
長
橋
よ
り
お
り
て
舞
踏
し

た
ま
ふ
。

大
臣
は
「
長
橋
」（
清
涼
殿
か
ら
紫
宸
殿
に
通
じ
る
廊
下
。
図
版
の
Ｄ
）
か

ら
東
庭
に
降
り
て
拝
舞
し
た
の
で
、
帝
か
ら
盃
を
賜
り
和
歌
を
詠
み
合
っ
た

図版 A 東廂 B 下侍 C 東庭
D 長橋 E 殿上

―５７―
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の
は
、
元
服
が
執
り
行
わ
れ
た
東
廂
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
帝
は
、
加
冠
の
儀
が
終
っ
た
後
も
東
廂
に
残
り
、
宴
会
は
下
侍
で
行
わ

れ
、
左
大
臣
の
み
帝
の
お
召
し
に
よ
り
、
下
侍
か
ら
東
廂
へ
移
動
し
た
こ
と
に
な
る
。

四
、『
花
鳥
余
情
』
に
お
け
る
解
釈
の
変
化

『
花
鳥
余
情
』
に
よ
る
物
語
本
文
の
解
釈
は
系
統
に
よ
り
異
な
り
、
こ
れ
は
兼
良
の
考
え
が
推
移
し
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、

系
統
別
に
本
文
を
列
挙
す
る
。

○
初
稿
本
（
松
永
本
）

さ
ふ
ら
ひ
に
ま
か
て
給
て

侍
は
殿
上
の
事
也
。
こ
れ
に
よ
て
殿
上
人
を
は
「
み
さ
ふ
ら
ひ
」
と
歌
な
と
に
も
よ
め
り
。
又
、
侍
臣
と
も
い
ふ
也
。
源
氏
元
服
の

時
、
主
上
さ
ふ
ら
ひ
所
の
御
倚
子
に
つ
き
給
て
御
遊
盃
酒
な
と
あ
り
と
『
西
宮
抄
』
に
み
え
た
り
。
其
時
、
冠
者
は
親
王
の
座
の
次

に
着
す
る
也
。
此
物
語
の
お
も
て
は
内
侍
せ
ん
し
う
け
給
り
つ
た
へ
て
、
お
と
ゝ
ま
い
り
給
ふ
へ
き
よ
し
あ
り
。
其
下
の
詞
に
御
さ

か
つ
き
の
つ
い
て
に
御
歌
な
と
よ
ま
せ
給
へ
る
よ
し
み
え
た
り
。
し
か
ら
は
盃
酒
の
事
も
御
殿
に
て
あ
る
へ
き
に
や
。

○
再
稿
本
（
尊
経
閣
文
庫
本
）
﹇

﹈
内
は
見
せ
消
ち
に
さ
れ
た
本
文

さ
ふ
ら
ひ
に
ま
か
て
給
て

侍
は
殿
上
の
事
也
。
こ
れ
に
よ
﹇
り
﹈
て
殿
上
人
を
は
「
御
さ
ふ
ら
ひ
」
と
、
う
た
な
と
に
も
よ
め
り
。
又
、
侍
臣
と
も
い
ふ
。

内
侍
せ
ん
し
う
け
た
ま
は
り
つ
た
へ
て
お
と
ゝ
ま
い
り
給
へ
き
よ
し
あ
り
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こ
の
下
の
こ
と
葉
に
、
御
さ
か
つ
き
の
つ
い
て
に
御
う
た
な
と
、
よ
ま
せ
給
へ
る
よ
し
み
え
た
り
。

い
へ
る
こ
と
く

し
か
ら
は
『
西
宮
抄
』
に
�
御
遊
盃
酒
﹇
ハ
殿
上
に
て
あ
り
て
引
入
大
臣
を
は
さ
ら
に
御
前
に
め
さ
れ
て
御
さ
か
月
を
給
へ
る
な
る
へ
し

あ
り
と
み
え
た
る
は
盃
酒
は
御
殿
に
て
あ
る
へ
し
。
此
物
語
ニ
い
へ
る
に
相
違
な
き

也
。﹈追

案
、『
西
宮
抄
』（
下
略
）

○
献
上
本
（
龍
門
文
庫
本
）

さ
ふ
ら
ひ
に
ま
か
て
給
て

侍
は
殿
上
の
事
也
。
こ
れ
に
よ
て
殿
上
人
を
は
「
御
さ
ふ
ら
ひ
」
と
、
う
た
な
と
に
も
よ
め
り
。
又
、
侍
臣
と
も
い
ふ
。

内
侍
せ
ん
し
う
け
た
ま
は
り
つ
た
へ
て
お
と
ゝ
ま
い
り
給
へ
き
よ
し
あ
り

こ
の
下
の
こ
と
葉
に
、
御
さ
か
つ
き
の
つ
い
て
に
御
う
た
な
と
、
よ
ま
せ
給
へ
る
よ
し
み
え
た
り
。
し
か
ら
は
『
西
宮
抄
』
に
い
へ

る
こ
と
く
御
遊
盃
酒
は
殿
上
に
て
あ
り
て
、
引
入
大
臣
を
は
さ
ら
に
御
前
に
め
さ
れ
て
御
さ
か
月
を
給
へ
る
な
る
へ
し
。

追
案
、『
西
宮
抄
』（
下
略
）

い
ず
れ
の
系
統
も
第
一
文
は
「
侍
は
殿
上
の
事
也
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
物
語
本
文
の
「
さ
ぶ
ら
ひ
（
侍
）」
は
「
殿
上
」（
殿
上
の

間
。
図
版
の
Ｅ
）
を
指
し
、
下
侍
（
図
版
の
Ｂ
）
と
す
る
現
代
の
解
釈
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
系
統
間
の
最
大
の
相
違
は
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
元
服
後
の
酒
宴
の
場
所
が
「
殿
上
」（
Ｅ
の
殿
上
の
間
）
か
「
御
殿
」（
Ａ
の
東
廂
）
か
で
あ
り
、
初
稿
本
と
再
稿
本

第
一
類
は
「
御
殿
」、
再
稿
本
第
二
類
と
献
上
本
は
「
殿
上
」
で
あ
る
。
再
稿
本
第
二
類
と
献
上
本
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

初
稿
本
と
再
稿
本
第
一
類
は
主
旨
は
同
じ
で
も
断
定
の
度
合
い
が
異
な
る
。
初
稿
本
の
末
尾
は
「
盃
酒
の
事
も
御
殿
に
て
あ
る
へ
き
に

や
」
と
軽
い
疑
問
で
、
判
断
を
控
え
て
い
る
の
に
反
し
て
、
再
稿
本
第
一
類
は
「
盃
酒
は
御
殿
に
て
あ
る
へ
し
」
と
断
言
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
違
う
の
は
、『
西
宮
抄
』
の
読
み
方
が
替
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
初
稿
本
で
は
「
主
上
さ
ふ
ら
ひ
所
の
御
倚
子
に
つ
き
給

て
御
遊
盃
酒
な
と
あ
り
と
『
西
宮
抄
』
に
み
え
た
り
」
と
し
て
、「
盃
酒
」
は
「
さ
ふ
ら
ひ
所
」、
す
な
わ
ち
「
殿
上
」
で
な
さ
れ
た
と
解

し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
論
を
「
御
殿
」
に
改
め
た
の
は
、
物
語
に
合
わ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
左
大
臣
は
帝
に
召
さ
れ
、「
長
橋
よ
り

お
り
て
舞
踏
し
た
ま
ふ
」
と
物
語
に
あ
り
、「
長
橋
」
の
解
釈
は
現
代
と
同
じ
で
、「
長
橋
と
い
ふ
は
御
殿
よ
り
南
殿
へ
か
よ
ふ
廊
也
」
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
帝
は
「
御
殿
」
に
い
る
わ
け
で
、
帝
は
「
さ
ふ
ら
ひ
所
」（
殿
上
の
間
）
に
い
る
と
記
す
『
西
宮
抄
』
の
注
解
と

齟
齬
す
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
物
語
の
内
容
に
合
う
方
を
結
論
に
採
用
し
た
が
、「
御
殿
に
て
あ
る
へ
き
に
や
」
と
弱
い
口
調
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
再
稿
本
第
一
類
で
は
、「
西
宮
抄
に
御
遊
盃
酒
あ
り
と
み
え
た
る
は
、
盃
酒
は
御
殿
に
て
あ
る
へ
し
」
と
な
り
、『
西
宮
抄
』

の
解
釈
が
変
化
し
て
い
る
。『
西
宮
抄
』
に
記
さ
れ
た
「
御
遊
盃
酒
」
の
場
を
、
初
稿
本
は
「
殿
上
」
と
し
た
の
に
、
再
稿
本
第
一
類
で

ノ

は
「
御
殿
」
と
改
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
転
換
し
た
の
は
、
左
記
の
項
目
に
引
か
れ
た
『
西
宮
抄
』
の
一
節
「
天
皇
御
二

侍
倚
子
一

」

（
天
皇
、
侍
の
倚
子
に
お
は
し
ま
す
）
の
読
解
を
変
更
し
た
か
ら
で
あ
る
。

お
は
し
ま
す
殿
の
ひ
ん
か
し
の
ひ
さ
し
に
ひ
ん
か
し
む
き
に
御
い
し
た
て
ゝ
く
わ
ん
さ
の
御
座
引
入
の
大
臣
の
御
さ
御
前
に
あ
り

『
西
宮
抄
』
一
世
源
氏
元
服
御
装
束
同
二

親
王
儀
一

（
中
略
）
天
皇
御
二

侍
倚
子
一
王
鑄
已
下
候
有
御
遊
盃
酒（
中
略
）

今
案
、
親
王
の
元
服
の
時
は
昼
御
座
を
撤
し
て
大
床
子
二
脚
を
た
て
ゝ
出
御
あ
り
。
源
氏
の
元
服
に
は
殿
上
の
御
倚
子
を
う
つ
さ

る
ゝ
な
り
。（
中
略
）
＊
但
、『
西
宮
抄
』
の
こ
と
く
は
「
御
装
束
同
親
王
儀
」
と
あ
れ
は
、
な
を
大
床
子
所
た
つ
へ
き
に
や
。
其

下
に
「
天
皇
御
侍
倚
子
」
と
あ
り
。
殿
上
の
御
倚
子
は
も
と
の
ま
ゝ
に
て
あ
り
と
み
え
た
り
。

（
本
文
は
初
稿
本
系
統
の
松
永
本
に
よ
る
）
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末
尾
の
二
文
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
殿
上
の
御
倚
子
は
動
か
さ
な
い
と
あ
る
の
で
、
元
服
の
儀
式
が
御
殿
で
行
わ
れ
た
の
ち
帝

が
殿
上
に
赴
き
、
そ
こ
で
御
遊
盃
酒
が
開
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
帝
は
御
殿
に
い
て
、
左
大
臣
を
召
し
た
と
い
う
物
語
の
内

容
と
食
い
違
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
、
初
稿
本
の
最
後
の
部
分
（
＊
以
下
）
を
、
再
稿
本
第
一
類
は
次
の
よ
う
に
変

更
し
た
。

ニ

コ

イ

シ

『
西
宮
抄
』
ニ
「
天
皇
御
二

侍
倚
子
一

」
ト
ア
リ
。
殿
上
ノ
御
倚
子
ヲ
ウ
ツ
サ
ル
ヽ
ト
見
エ
タ
リ
。
此
物
語
ノ
心
ト
相
違
ナ
キ
ニ
ヤ
。

（
本
文
は
注
眇
の
本
居
文
庫
本
に
よ
る
。
再
稿
本
第
二
類
・
献
上
本
も
同
文
。
な
お
末
尾
本
文
を
「
物
語
の
心
と
相
違
に
や
」
と
す

る
伝
本
が
、
再
稿
本
第
一
類
の
中
に
あ
る
）

ノ

『
西
宮
抄
』
の
「
天
皇
御
二

侍
倚
子
一

」
を
、
初
稿
本
は
「
殿
上
の
御
倚
子
は
も
と
の
ま
ゝ
に
て
あ
り
」（
帝
が
座
る
倚
子
は
殿
上
か
ら
動
か

さ
な
い
）
と
解
し
た
が
、
再
稿
本
第
一
類
は
「
殿
上
の
御
倚
子
を
う
つ
さ
る
ゝ
」（
殿
上
の
倚
子
を
動
か
す
）
と
捉
え
直
し
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
侍
」
に
い
つ
も
置
か
れ
て
い
る
倚
子
を
、
帝
が
い
る
「
御
殿
」
に
移
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
帝
が
御

殿
で
左
大
臣
に
賜
杯
し
た
と
い
う
物
語
の
記
述
に
合
う
の
で
、
こ
の
項
で
は
「
此
物
語
の
心
と
相
違
な
き
に
や
」、
前
掲
の
項
で
は
「
此

物
語
ニ
い
へ
る
に
相
違
な
き
也
」
と
断
定
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
再
稿
本
第
一
類
で
は
「
盃
酒
は
御
殿
に
て
あ
る
へ
し
」
と
断
言
し
た
の
に
、
再
稿
本
第
二
類
で
は
「
御
遊
盃
酒
は
殿
上
に

て
あ
り
て
」
と
、「
盃
酒
」
の
場
を
変
え
て
い
る
。
こ
れ
は
第
二
類
で
は
、「
御
遊
盃
酒
は
殿
上
に
て
あ
り
て
、
引
入
大
臣
を
は
さ
ら
に
御

前
に
め
さ
れ
て
、
御
さ
か
月
を
給
へ
る
な
る
へ
し
」
と
し
て
、
現
代
の
解
釈
の
よ
う
に
宴
会
は
殿
上
、
賜
杯
は
御
殿
と
分
け
た
の
に
対
し

て
、
第
一
類
で
は
宴
会
も
賜
杯
も
御
殿
と
捉
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
今
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

な
お
、
い
ず
れ
の
場
合
も
元
服
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
の
は
、
物
語
に
「
お
は
し
ま
す
殿
の
東
の
廂
」
と
あ
り
清
涼
殿
の
東
廂
、
賜
杯
も
物
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語
に
「
長
橋
よ
り
お
り
て
舞
踏
し
た
ま
ふ
」
と
あ
る
の
で
清
涼
殿
の
東
廂
と
見
な
し
、
そ
れ
は
現
代
の
解
釈
と
同
じ
で
あ
る
。

ノ

○
初
稿
本
‥
宴
会
も
賜
杯
も
同
じ
場
所
と
見
る
。『
西
宮
抄
』
の
「
天
皇
御
二

侍
倚
子
一

。（
中
略
）
有
御
遊
盃
酒
」
を
、
天
皇
が
侍
（
殿
上

の
間
）
へ
出
向
き
、
そ
こ
で
宴
が
開
か
れ
た
と
解
く
た
め
、
賜
杯
は
御
殿
で
と
記
す
物
語
と
一
致
し
な
い
。
そ
こ
で
『
西
宮
抄
』
の
記

事
よ
り
も
物
語
を
優
先
し
て
、
宴
会
も
賜
杯
も
御
殿
で
行
わ
れ
た
か
と
す
る
。

○
再
稿
本
第
一
類
‥
宴
会
も
賜
杯
も
同
じ
場
所
と
見
る
。『
西
宮
抄
』
の
一
節
を
、
普
段
は
殿
上
に
置
か
れ
て
い
る
倚
子
を
御
殿
に
移
し

て
、
す
べ
て
の
行
事
が
御
殿
で
催
さ
れ
た
と
す
る
。

○
再
稿
本
第
二
類
‥
殿
上
の
倚
子
を
御
殿
に
移
し
て
、
元
服
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
帝
は
御
殿
に
留
ま
り
、
人
々
は
殿
上
に
移

り
宴
が
開
か
れ
た
。
左
大
臣
だ
け
が
帝
に
呼
び
出
さ
れ
、
御
殿
で
盃
を
賜
っ
た
。

○
献
上
本
‥
再
稿
本
第
二
類
と
同
じ
解
釈
。

『
西
宮
抄
』
の
読
み
方
は
、
初
稿
本
の
み
異
な
る
。
ま
た
宴
会
と
賜
杯
の
場
を
、
初
稿
本
と
再
稿
本
第
一
類
は
同
じ
所
、
再
稿
本
第
二
類

と
献
上
本
は
違
う
所
と
す
る
。
現
代
の
注
釈
書
は
、
再
稿
本
第
二
類
に
似
る
が
、「
さ
ぶ
ら
ひ
」
の
解
釈
は
異
な
る
。
宴
会
場
所
の
「
さ

ぶ
ら
ひ
」
も
源
氏
が
着
替
え
た
「
御
休
み
所
」
も
、
現
在
は
同
じ
所
と
見
て
下
侍
と
す
る
の
に
対
し
て
、『
花
鳥
余
情
』
で
は
「
御
休
み

所
」
は
下
侍
眩
、「
さ
ぶ
ら
ひ
」
は
殿
上
の
間
と
分
け
て
い
る
。

五
、
一
条
家
伝
来
本
と
大
内
政
弘
送
付
本
の
本
文
異
同

再
稿
本
系
統
に
属
す
る
尊
経
閣
文
庫
本
に
は
、
一
冊
め
の
巻
末
に
次
の
識
語
が
あ
る
。
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右
首
書
小
注
者
、『
河
海
抄
』
等
之
説
也
。
後
日
愚
叟
、
少
々
書
加
之
畢
。
此
内
又
、
故
禅
閤
御
説
等
、
相
交
之
。
書
写
并
披
見
之

輩
、
御
抄
与
首
書
不
可
混
乱
者
也
。

明
応
六
年
仲
春
吉
日

一
条
冬
良
公
花
押
（
付
箋
）

前
博
陸
侯
（
花
押
）

こ
れ
は
兼
良
が
没
し
て
十
六
年
後
の
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
に
、
兼
良
の
子
息
で
あ
る
冬
良
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て

伊
井
春
樹
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

こ
こ
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
本
文
の
行
間
等
に
細
字
の
書
入
れ
（
河
海
抄
等
）
が
な
さ
れ
る
が
、
第
一
冊
に
は
と
く
に
そ
れ
が
多

い
。
冬
良
は
故
禅
閤
（
兼
良
）
の
説
も
混
じ
っ
て
い
る
の
で
、
後
世
の
書
写
者
は
注
意
す
る
よ
う
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
本
は

文
明
八
年
に
大
内
政
弘
に
与
え
た
の
と
は
異
な
り
、
一
条
家
に
留
め
ら
れ
た
再
稿
本
な
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
再
稿
本
に
は
、
一
条

家
伝
来
本
と
、
政
弘
送
付
本
の
二
種
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
す
こ
し
の
異
な
り
な
ど
を
見
せ
て
い
た
に
違

い
な
い
。（
注
盪
の
著
書
、
三
九
一
頁
）

こ
の
よ
う
に
兼
良
が
大
内
家
に
送
っ
た
後
も
加
筆
し
た
た
め
、
一
条
家
伝
来
本
は
政
弘
送
付
本
と
本
文
を
異
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
。

と
は
い
え
両
者
の
本
文
異
同
は
、
未
だ
具
体
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
前
節
で
ま
と
め
た
系
統
別
の
本
文
が
当
て
は
ま
る
か

ど
う
か
調
べ
て
み
る
と
、
再
稿
本
第
一
類
は
再
稿
本
第
二
類
と
異
な
り
、
再
稿
本
第
二
類
は
献
上
本
と
一
致
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
大
内

家
に
送
っ
た
の
は
再
稿
本
第
一
類
で
、
そ
れ
と
同
じ
も
の
が
一
条
家
に
も
あ
っ
た
が
兼
良
が
改
訂
し
た
結
果
、
再
稿
本
第
二
類
が
成
立

し
、
そ
の
家
本
を
元
に
献
上
本
が
作
成
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
す
る
と
政
弘
送
付
本
は
再
稿
本
第
一
類
、
一
条
家
伝
来
本
は
再
稿
本
第
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二
類
に
な
る
。
そ
し
て
尊
経
閣
本
は
前
掲
の
識
語
に
よ
る
と
、
一
条
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
再
稿
本
第
二
類
の
原
本
と
認

め
ら
れ
る
。
当
写
本
に
お
い
て
、
系
統
分
類
の
基
準
に
さ
れ
て
き
た
帚
木
の
巻
の
箇
所
を
見
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
初
稿
本
と
再
稿

本
第
一
類
に
あ
る
「
と
も
か
く
も
」
項
が
な
く
、
代
り
に
再
稿
本
第
二
類
と
献
上
本
に
あ
る
「
わ
が
妹
」
項
を
有
す
る
（
第
二
節
、
参

照
）。そ

の
一
つ
前
の
項
目
に
は
、

�

�

さ
し
あ
た
り
て
を
か
し
と
も
あ
は
れ
と
も

第
七
段
、
中
将
の

�

�
右
馬
頭
か
詞
也
。

と
あ
り
、「
さ
し
あ
た
り
て
」
か
ら
始
ま
る
会
話
の
主
を
、
右
馬
頭
か
ら
頭
中
将
に
変
更
し
て
い
る
。
右
馬
頭
と
す
る
説
は
初
稿
本
と
再

稿
本
第
一
類
、
頭
中
将
説
は
再
稿
本
第
二
類
と
献
上
本
で
あ
る
眤
。
尊
経
閣
本
に
両
説
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
兼
良
が
再
稿
本
第
二

類
を
作
成
し
た
と
き
は
ま
だ
旧
説
の
ま
ま
で
あ
り
、
後
に
新
説
に
改
め
た
と
推
測
さ
れ
る
。
同
様
に
、
第
四
節
の
冒
頭
で
系
統
別
に
列
挙

し
た
項
目
に
お
い
て
も
、
尊
経
閣
本
は
再
稿
本
第
一
類
の
本
文
を
見
せ
消
ち
に
し
て
第
二
類
に
書
き
改
め
て
い
る
。
ゆ
え
に
尊
経
閣
本
か

ら
、
再
稿
本
第
二
類
を
執
筆
し
た
当
初
の
注
解
と
、
そ
れ
を
改
訂
し
た
過
程
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
当
諸
本
は
、
再
稿

本
第
二
類
の
原
形
と
現
形
を
留
め
る
貴
重
な
資
料
と
言
え
よ
う
。

六
、
追
加
さ
れ
た
注
釈
本
文

今
ま
で
問
題
に
し
た
桐
壺
の
巻
の
項
目
で
、
尊
経
閣
文
庫
本
に
は
最
終
行
の
下
部
の
余
白
に
、
細
字
で
本
文
と
は
別
筆
で
眞
、
次
の
注

釈
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
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追
案
、『
西
宮
抄
』「
御
装
束
同
親
王
儀
」
と
い
へ
る
は
、
猶
、
大
床
子
の
御
座
た
る
へ
し
。「
天
皇
御
侍
倚
子
」
は
元
服
の
儀
は

ヘ
キ

て
ゝ
主
上
、
殿
上
に
出
御
あ
り
て
御
倚
子
に
着
し
給
ふ
て
御
遊
の
事
あ
る
�
に
や
。
是
は
物
語
の
心
に
相
違
す
へ
し
。

『
西
宮
抄
』
の
一
節
で
あ
る
「
天
皇
御
侍
倚
子
」
を
、
帝
が
殿
上
に
行
き
、
そ
こ
の
倚
子
に
座
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
説
に
よ
る

と
、
帝
が
御
殿
に
左
大
臣
を
召
し
た
と
記
す
物
語
と
一
致
せ
ず
、
そ
の
た
め
末
尾
で
「
是
は
物
語
の
心
に
相
違
す
へ
し
」
と
判
断
し
て
い

る
。
こ
れ
は
初
稿
本
の
考
え
方
と
お
な
じ
で
、
再
稿
本
第
一
類
の
注
解
（
普
段
は
殿
上
に
置
か
れ
て
い
る
倚
子
を
御
殿
に
運
び
、
帝
が
座

る
）
と
は
異
な
る
。
さ
ら
に
再
稿
本
第
二
類
で
は
第
一
類
の
見
方
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
ま
で
同
じ
所
と
見
な
し
て
い
た
宴
会
と
賜

杯
の
場
を
分
け
、
献
上
本
は
第
二
類
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
初
稿
本
か
ら
献
上
本
に
到
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
論

が
発
展
し
て
展
開
し
て
い
る
の
に
、
こ
の
「
追
案
」
は
そ
の
流
れ
に
逆
行
し
て
い
る
。

す
る
と
、
そ
の
案
は
兼
良
の
考
え
を
理
解
し
て
い
な
い
人
が
書
き
加
え
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
献
上
本
系
統
の
龍
門
文
庫

本
（
注
盧
参
照
）
に
は
、
兼
良
自
筆
で
「
追
案
」
以
下
が
記
さ
れ
、
前
掲
の
本
文
と
同
文
で
あ
る
。
ま
た
尊
経
閣
文
庫
本
は
余
白
に
小
字

で
書
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
龍
門
文
庫
本
は
「
追
案
」
以
下
を
改
行
し
て
、
前
行
の
文
字
と
同
じ
大
き
さ
で
記
し
て
い
る
。「
追
案
」

の
内
容
は
再
稿
本
第
一
類
に
は
な
い
の
で
、
大
内
政
弘
に
送
付
し
て
か
ら
献
上
本
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
考
え
出
さ
れ
、
献
上
本
に
採

用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
天
皇
御
侍
倚
子
」
を
読
み
直
す
と
、
再
稿
本
第
一
類
の
解
釈
に
は
無
理
が
あ
り
、
初
稿
本
の
方
が
自

然
で
あ
る
と
評
価
し
直
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
『
西
宮
抄
』
に
よ
る
と
、
元
服
の
儀
の
最
中
、
帝
は
大
床
子
に
座
る
の
で
（
第

四
節
に
引
用
し
た
「
お
は
し
ま
す
殿
」
項
、
参
照
）、
殿
上
か
ら
倚
子
を
運
ぶ
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
説
に
従
う
と

物
語
の
内
容
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
の
で
、「
追
案
」
の
末
尾
で
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
兼
良
の
飽
く
な
き
探
究
心
が
窺
え
る
一
文
で
あ

る
眥
。
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「
追
案
」
以
下
の
文
章
は
初
稿
本
・
再
稿
本
第
一
類
に
は
な
く
、
再
稿
本
第
二
類
・
献
上
本
に
見
ら
れ
る
。
再
稿
本
第
一
類
に
属
す
る

中
野
本
に
は
、
再
稿
本
第
二
類
の
本
文
も
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
末
尾
に
「
後
々
被
改
置
分
別
注
之
」
と
い
う
注
記
が
あ
り
眦
、
そ
れ
に

よ
り
「
追
案
」
説
は
本
来
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
種
の
注
記
事
項
は
、
他
の
項
目
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
源
氏
が
北
山
の

僧
都
と
話
を
し
た
場
面
に
お
い
て
、
二
首
の
和
歌
が
詠
ま
れ
た
（
若
紫
の
巻
、
第
２６
項
）。
再
稿
本
第
二
類
以
外
は
贈
答
歌
と
見
る
の
に

対
し
て
、
再
稿
本
第
二
類
は
他
系
統
と
同
じ
本
文
を
挙
げ
た
あ
と
、「
又
案
に
、
二
首
な
か
ら
源
氏
の
君
の
御
歌
な
る
へ
し
。（
下
略
）」

と
し
て
、
二
首
と
も
源
氏
の
作
と
す
る
異
見
を
立
て
て
い
る
。
こ
の
「
又
案
」
以
下
の
異
説
に
但
し
書
き
を
付
け
た
写
本
が
あ
り
、
中
野

本
は
冒
頭
に
「
付
紙
に
あ
り
」、
書
陵
部
本
（
五
〇
〇
―
六
〇
）
も
冒
頭
に
「
此
詞
ハ
後
ニ
あ
そ
は
し
入
歟
」、
国
会
図
書
館
本
（
別
三
―

二
七
）
は
末
尾
に
「
後
日
置
改
分
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
中
野
本
に
は
「
後
日
示
注
也
」「
後
日
注
也
」
と
い
う
付
記
が
数
例
あ
り
眛
、
そ
の
注
釈
の
多
く
は
松
永
本
（
初
稿

本
系
統
）
や
尊
経
閣
本
（
再
稿
本
第
二
類
の
原
本
）
に
は
余
白
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
龍
門
文
庫
本
（
献
上
本
の
原
本
）
に
は
殆
ど

見
ら
れ
な
い
。
同
様
に
「
後
日
注
也
」
の
類
の
注
記
が
な
い
勘
物
で
、
松
永
本
と
尊
経
閣
本
に
は
追
加
さ
れ
、
龍
門
文
庫
本
に
は
無
い
も

の
も
多
い
眷
。
そ
の
理
由
を
推
測
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
注
解
は
献
上
本
が
帝
に
奉
じ
ら
れ
た
後
に
成
立
し
た
か
、
献
上
本
を
編
集
す
る
と

き
に
取
捨
選
択
さ
れ
、
大
部
分
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
眸
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
当
の
注
釈
が
再
稿
本
第
二
類
の
諸
本
に
は
あ
ま
り
見

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
推
理
す
る
と
、
当
初
は
『
花
鳥
余
情
』
に
は
追
記
さ
れ
ず
別
に
保
管
さ
れ
て
い
た
た
め
、
一
部
の
伝
本
に
し
か
伝
わ

ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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七
、
混
態
本
の
正
体

混
態
本
と
は
、
従
来
の
三
系
統
の
分
類
に
は
当
て
は
ま
ら
ず
、
複
数
の
系
統
の
本
文
を
持
つ
た
め
、
そ
の
よ
う
に
名
付
け
ら
れ
た
系
統

で
、
伝
本
は
三
件
あ
り
、
実
践
女
子
大
学
・
鶴
舞
中
央
図
書
館
・
松
浦
史
料
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
伊
井

春
樹
氏
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
た
。

桐
壺
巻
の
「
さ
ぶ
ら
ひ
に
ま
か
で
給
て
」「
内
侍
せ
ん
じ
う
け
給
り
つ
た
へ
て
云
々
」
は
再
稿
本
な
の
だ
が
、
帚
木
巻
で
は
「
と
も

か
く
も
た
が
ふ
べ
き
ふ
し
あ
ら
ん
を
の
ど
か
に
見
し
の
ば
ん
」
の
初
稿
本
の
注
記
を
継
承
す
る
。
た
だ
、
献
上
本
の
静
嘉
堂
文
庫
本

で
は
、
右
の
注
記
に
続
い
て
、
再
稿
本
の
特
色
と
さ
れ
る
「
わ
が
い
も
う
と
の
姫
君
は
こ
の
さ
だ
め
に
か
な
ひ
給
へ
り
」
の
両
方
を

持
っ
て
い
る
。
内
容
的
に
は
重
な
る
注
記
な
の
で
、
こ
う
い
っ
た
伝
本
か
ら
一
項
目
削
除
し
て
で
き
あ
が
っ
た
系
統
な
の
で
あ
ろ
う

か
。（
注
盪
の
著
書
、
三
九
七
頁
）

献
上
本
の
静
嘉
堂
文
庫
本
の
ほ
か
中
野
本
の
よ
う
に
、
他
系
統
の
本
文
を
追
加
し
た
伝
本
は
珍
し
く
な
い
の
で
、
こ
の
推
論
は
十
分
成
り

立
つ
が
、
本
稿
で
立
て
た
新
し
い
系
統
分
類
に
当
て
は
め
る
と
、
右
記
に
示
さ
れ
た
二
例
の
う
ち
、
帚
木
の
巻
で
「
と
も
か
く
も
」
項
が

あ
る
の
は
初
稿
本
と
再
稿
本
第
一
類
の
み
で
あ
る
。
も
う
一
例
の
桐
壺
の
巻
に
つ
い
て
、
鶴
舞
中
央
図
書
館
本
の
本
文
を
引
用
す
る
。

さ
む
ら
ひ
に
ま
か
て
給
て

侍
は
殿
上
の
事
也
。
是
に
よ
り
て
殿
上
人
を
は

御
さ
む
ら
ひ
と
歌
な
と
に
も
よ
め
り
。
又
、
侍
臣
と
も
云
。

内
侍
せ
ん
し
う
け
給
り
つ
た
へ
て
お
と
ゝ
ま
い
り
給
へ
き
よ
し
あ
り
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此
下
の
詞
に
御
さ
か
つ
き
の
つ
ゐ
て
に

然
は
西
宮
抄
に
御
遊
盃
酒
あ
り
と
見
え
た
る
は

有
へ
し
此
物
語
に
い
へ
る
相
違
な
き
也

翻
刻
す
る
に
あ
た
り
、
改
行
も
写
本
の
通
り
に
揃
え
た
。
第
二
項
の
本
文
は
所
々
抜
け
て
い
る
が
、
実
践
女
子
大
学
本
も
同
文
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
文
意
が
通
じ
な
い
の
で
、
書
写
す
る
際
に
故
意
に
省
略
し
た
の
で
は
な
く
、
虫
損
な
ど
に
よ
る
破
損
で
あ
ろ
う
。
残
さ
れ
た
箇

所
を
見
る
と
、
末
尾
は
明
ら
か
に
再
稿
本
第
一
類
の
独
自
本
文
で
あ
る
。

混
態
本
と
見
な
さ
れ
た
三
本
の
う
ち
、
二
本
（
実
践
・
鶴
舞
本
と
略
称
す
）
は
再
稿
本
第
一
類
で
あ
る
が
、
残
り
の
一
本
（
松
浦
本
と

略
称
す
）
は
違
う
。
ま
ず
帚
木
の
巻
を
見
る
と
、
伊
井
氏
も
当
本
の
解
説
（
注
盪
の
著
書
、
三
九
八
頁
）
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、「
と
も

か
く
も
」
項
も
「
わ
が
妹
」
項
も
あ
り
、
こ
の
箇
所
か
ら
系
統
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
桐
壺
の
巻
に
お
い
て
、「
さ
ふ
ら

ひ
に
ま
か
て
給
て
」
項
の
本
文
は
前
掲
の
鶴
舞
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
次
の
「
内
侍
宣
旨
う
け
給
つ
た
へ
て
」
項
は
鶴
舞
本
と
異
な

り
、
再
稿
本
第
二
類
か
献
上
本
で
あ
る
。
そ
こ
で
系
統
を
確
定
す
る
た
め
、
再
稿
本
第
二
類
が
他
系
統
と
注
釈
を
異
に
す
る
項
目
、
具
体

的
に
は
夕
顔
の
第
１４
項
（
注
眸
参
照
）
と
若
紫
２６
項
（
前
節
、
参
照
）
を
調
べ
る
と
、
松
浦
本
は
再
稿
本
第
二
類
に
属
す
る
。
ち
な
み
に

実
践
・
鶴
舞
本
は
、
そ
の
二
項
に
お
い
て
も
松
浦
本
と
本
文
が
異
な
る
。
よ
っ
て
混
態
本
と
さ
れ
た
三
本
の
う
ち
、
実
践
・
鶴
舞
本
は
再

稿
本
第
一
類
、
松
浦
本
は
再
稿
本
第
二
類
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

実
践
・
鶴
舞
本
と
松
浦
本
を
比
較
す
る
と
、
本
文
が
大
き
く
異
な
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
、
前
者
は
初
稿
本
、
後
者
は
献
上
本
と
一
致
す

る
睇
。
こ
れ
は
初
稿
本
の
本
文
を
再
稿
本
第
一
類
は
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
が
、
再
稿
本
第
二
類
で
は
加
筆
し
て
本
文
を
改
め
、
献
上
本
は

改
訂
さ
れ
た
方
を
選
択
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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八
、
抄
出
本
『
花
鳥
余
情
』
の
系
統

次
に
引
く
奥
書
に
よ
る
と
、
宗
鐵
は
五
十
余
歳
の
と
き
に
作
成
し
た
『
河
海
抄
』
と
『
花
鳥
余
情
』
の
抄
出
本
を
、
八
十
歳
に
な
っ
た

明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
に
門
弟
の
宗
碩
に
譲
与
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

此
四
帖
者
、
予
五
十
有
余
之
比
、『
河
海
』『
花
鳥
』
之
中
、
令
抄
出
者
也
。
今
八
旬
之
末
、
門
弟
有
宗
碩
云
、
道
之
志
依
異
他
、
両

部
之
抄
出
所
譲
置
也
。

明
応
九
年
六
月
九
日

宗
鐵
在
判
睚

『
花
鳥
余
情
』
が
成
立
し
た
と
き
の
宗
鐵
の
年
齢
を
調
べ
る
と
、
初
稿
本
は
文
明
四
年
で
五
二
歳
、
再
稿
本
第
一
類
は
同
八
年
で
五
六

歳
、
献
上
本
は
同
十
年
で
五
八
歳
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
五
十
代
の
と
き
で
あ
る
。
宗
鐵
抄
出
本
の
系
統
を
探
る
た
め
、
注
睇
に
列
挙
し
た

項
目
に
当
た
る
と
、
五
項
が
採
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
四
項
は
初
稿
本
・
再
稿
本
第
一
類
と
、
他
の
一
項
は
再
稿
本
第
二
類
・
献
上

本
と
一
致
す
る
睨
。
同
様
に
初
稿
本
の
み
が
他
の
系
統
と
本
文
を
異
に
す
る
場
合
、
抄
出
本
は
初
稿
本
と
同
じ
も
の
（
た
と
え
ば
空
蝉

２
）
も
あ
れ
ば
、
他
の
系
統
と
同
じ
も
の
（
夕
顔
６
）
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
抄
出
本
の
親
本
の
系
統
が
確
定
で
き
な
い
理
由
は
、
二
通
り
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
巻
に
よ
り
系
統
が
異
な
る
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
ば
書
陵
部
本
（
五
〇
三
―
二
〇
七
）
は
、
全
十
五
冊
の
う
ち
第
二
冊
が
欠
け
て
い
た
た
め
、
冬
良
筆
本
を
書
写
し
て
補
っ
た

と
識
語
に
あ
る
と
お
り
、
当
本
は
献
上
本
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
冊
は
再
稿
本
第
二
類
で
あ
る
。
二
つ
め
の
理
由
は
、
他
系
統
の

本
文
を
書
き
加
え
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
抄
出
本
に
お
い
て
桐
壺
の
巻
の
第
２６
項
「
お
は
し
ま
す
殿
の
ひ
ん
か
し
の
ひ
さ
し
に
」

―６９―
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と
、
２９
「
さ
ふ
ら
ひ
に
ま
か
て
給
て
」・
３０
「
内
侍
せ
ん
し
う
け
給
つ
た
へ
て
お
と
ゝ
ま
い
り
給
へ
き
よ
し
」
を
見
る
と
、
第
一
・
二
項

は
初
稿
本
、
第
三
項
は
再
稿
本
第
二
類
か
献
上
本
で
あ
る
。
こ
れ
は
親
本
が
初
稿
本
で
、
そ
れ
に
無
い
項
目
を
他
系
統
か
ら
追
加
し
た
と

想
定
さ
れ
る
。

兼
良
の
奥
書
に
よ
る
と
、
初
稿
本
が
完
成
し
た
の
は
文
明
四
年
十
二
月
、
献
上
本
は
同
十
年
春
の
こ
と
で
あ
り
、
わ
ず
か
五
年
余
り
の

間
に
次
々
と
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
宗
鐵
は
ま
ず
初
稿
本
を
入
手
し
て
、
そ
れ
と
異
な
る
他
系
統
の
本
文
を
書
き
入
れ
て
い
た
も
の
か
ら
、

抜
粋
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宗
鐵
が
兼
良
の
新
釈
を
熱
心
に
取
り
入
れ
た
結
果
、
抄
出
本
に
は
複
数
の
系
統
本
文
が
混
在
す
る
と
推

測
さ
れ
る
。

九
、
系
統
分
類
の
新
基
準

『
花
鳥
余
情
』
の
系
統
は
、
今
ま
で
は
初
稿
本
・
再
稿
本
・
献
上
本
に
大
別
さ
れ
て
い
た
が
（
第
一
節
）、
再
稿
本
は
更
に
第
一
類
と
第

二
類
に
分
類
さ
れ
る
。
第
一
類
は
大
内
政
弘
に
送
付
さ
れ
た
本
、
第
二
類
は
第
一
類
を
改
訂
し
た
一
条
家
伝
来
本
で
、
尊
経
閣
本
が
原
本

と
認
め
ら
れ
る
。
奥
書
に
よ
る
と
第
一
類
は
文
明
八
年
七
月
、
献
上
本
は
文
明
十
年
春
に
完
成
し
た
の
で
、
第
二
類
は
そ
の
間
に
成
立
し

た
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
献
上
本
が
清
書
さ
れ
た
後
も
、
兼
良
は
注
釈
作
業
を
続
行
し
た
よ
う
で
あ
る
（
第
六
節
末
）。

今
後
、
新
た
に
『
花
鳥
余
情
』
の
写
本
が
現
れ
た
場
合
、
そ
の
系
統
を
判
別
す
る
方
法
を
整
理
し
て
お
く
。
従
来
の
基
準
は
桐
壺
・
帚

木
の
巻
に
一
件
ず
つ
あ
り
、
帚
木
で
は
初
稿
本
・
再
稿
本
第
一
類
か
、
再
稿
本
第
二
類
・
献
上
本
か
に
分
か
れ
る
（
第
二
節
）。
桐
壺
で

は
初
稿
本
・
再
稿
本
第
一
類
・
第
二
類
で
そ
れ
ぞ
れ
本
文
が
異
な
り
、
献
上
本
は
第
二
類
と
同
じ
で
あ
る
（
第
四
節
）。
今
ま
で
の
方
法
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で
は
再
稿
本
第
二
類
と
献
上
本
を
区
別
で
き
な
い
の
で
、
再
稿
本
第
二
類
が
他
系
統
と
異
な
る
項
目
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
二
首
の
詠
者
（
若
紫
の
巻
。
第
六
節
）
と
、
夕
顔
の
宿
の
向
き
（
注
眸
参
照
）
で
あ
る
。

古
人
が
所
持
本
の
『
花
鳥
余
情
』
に
な
い
注
釈
を
別
の
伝
本
か
ら
見
つ
け
て
、
そ
れ
を
手
択
本
に
書
き
込
む
と
、
系
統
間
の
相
違
が
曖

昧
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
宗
鐵
が
作
成
し
た
抄
出
本
に
複
数
の
系
統
が
混
在
す
る
の
も
、
親
本
の
段
階
で
他
系
統
の
本
文
を
加

え
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
翻
刻
さ
れ
て
い
る
中
野
本
は
再
稿
本
第
一
類
で
あ
る
が
、
再
稿
本
第
二
類
の
注
釈
が
追
加
さ
れ
て

い
る
の
で
、
取
り
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
（
第
六
節
末
と
注
眤
・
睇
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
本
文
が
純
粋
な
伝
本
は
稀
で
あ
る
が
、
幸
い
な
こ
と
に
本
書
に
は
原
本
が
二
件
―
再
稿
本
第
二
類
の
尊
経
閣
文
庫
本
、
献

上
本
系
統
の
龍
門
文
庫
本
―
も
あ
り
、
ま
た
初
稿
本
に
は
兼
良
が
在
世
中
に
書
写
さ
れ
た
松
永
本
が
現
存
す
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
用
い
て

今
後
は
本
文
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
睫
。

注盧

第
一
冊
の
複
製
は
龍
門
文
庫
覆
製
叢
刊
１３
（
同
文
庫
、
昭
和
五
二
年
）、
全
冊
の
影
印
は
龍
門
文
庫
善
本
叢
刊
・
別
篇
２
（
勉
誠
社
、
昭
和
六
一

年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

盪

伊
井
春
樹
氏
編
『
花
鳥
余
情
』（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
１
、
桜
楓
社
、
昭
和
五
三
年
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

蘯

当
本
は
江
戸
初
期
写
で
僧
正
慈
海
旧
蔵
本
、
中
野
幸
一
氏
編
『
花
鳥
余
情
』（『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
２
、
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
三
年
）
に

翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
な
お
『
国
文
註
釈
全
書
』
の
底
本
に
選
ば
れ
た
内
閣
文
庫
蔵
本
も
再
稿
本
系
統
で
あ
る
が
、
緒
言
に
「
帝
国
図
書
館
本
、
三

木
五
百
枝
氏
所
蔵
本
、
其
ノ
他
数
種
ノ
異
本
ヲ
以
テ
対
照
校
合
セ
リ
」
と
あ
り
、
他
系
統
の
本
文
が
混
在
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
用
い
な

い
。

盻

源
氏
物
語
の
本
文
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
る
。
以
下
、
同
じ
。
ま
た
本
稿
に
転
載
し
た
図
版
も
、
同
書
に
よ
る
。
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眈

阿
部
秋
生
氏
「
天
理
本

伝
一
条
兼
良
等
筆
『
花
鳥
余
情
』
に
つ
い
て
」、「
ビ
ブ
リ
ア
」
１１
、
昭
和
三
三
年
七
月
。

眇

今
ま
で
再
稿
本
に
分
類
さ
れ
て
い
た
諸
本
は
、
大
部
分
が
第
二
類
に
属
す
る
。
第
一
類
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
今
治
市
河
野
記
念
文
化
館
、
東
京

大
学
本
居
文
庫
、
新
潟
大
学
佐
野
文
庫
（
以
上
の
三
件
は
国
文
学
研
究
資
料
館
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
あ
り
）
と
、
中
野
本
（
注
蘯
参
照
）、
東

北
大
学
本
な
ど
で
あ
る
。
東
北
大
学
本
に
関
し
て
は
、「
初
度
本
系
統
と
再
度
本
系
統
（
岩
坪
注
「
初
稿
本
系
統
と
再
稿
本
系
統
」
に
同
じ
）
の

中
間
に
位
置
す
る
一
本
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
呉
羽
長
氏
「
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
花
鳥
余
情
』
に
つ
い
て
」、「
日
本
文
芸
論

稿
」
１１
、
昭
和
五
六
年
一
一
月
）。

眄

参
考
ま
で
に
以
下
、
本
文
を
引
用
す
る
。
初
稿
本
は
注
盪
の
松
永
本
、
献
上
本
は
注
盧
の
龍
門
文
庫
本
に
よ
る
。
物
語
本
文
を
引
用
し
た
箇
所
に

は
「

」
を
付
し
、
二
項
で
共
通
す
る
箇
所
に
は
傍
線
を
引
く
。

と
も
か
く
も
た
か
ふ
へ
き
ふ
し
あ
ら
ん
を
の
と
か
に
み
し
の
は
ん

こ
れ
は
女
の
お
と
こ
の
た
か
ひ
た
る
事
あ
る
を
、
は
ら
た
ち
ゑ
ん
せ
す
し
て
、
み
し
の
ふ
を
い
ふ
な
り
。
葵
の
上
の
心
む
け
、
こ
れ
に
か
な

ひ
侍
れ
は
、
中
将
の
君
、「
わ
か
い
も
う
と
の
姫
君
は
此
さ
た
に
か
な
ひ
給
へ
り
」
と
思
へ
る
也
。
紫
上
は
「
ゑ
ん
す
へ
き
事
を
は
見
し
れ

る
さ
ま
に
」「
に
く
か
ら
す
か
す
め
な
す
」。
を
と
こ
の
心
ま
て
も
、
お
さ
ま
る
や
う
な
り
。
こ
れ
を
女
の
本
様
に
す
へ
し
。
そ
の
つ
き
は
た

か
ふ
ふ
し
あ
れ
と
、
の
と
や
か
に
み
し
の
ひ
て
、
か
る
�
�
し
く
は
ら
た
ち
、
ゑ
ん
し
な
と
も
せ
ぬ
な
り
。
こ
れ
は
上
ら
う
の
ま
こ
と
し
き

た
め
し
に
す
へ
し
。
紫
上
と
あ
ふ
ひ
の
う
へ
と
を
女
の
本
様
に
し
て
、
ほ
め
た
る
心
な
り
。

我
い
も
う
と
の
ひ
め
君
は
こ
の
さ
た
め
に
か
な
ひ
給
へ
り

上
の
こ
と
葉
に
「
た
ゝ
ひ
と
へ
に
物
ま
め
や
か
に
し
つ
か
な
る
心
の
お
も
む
き
な
ら
ん
よ
る
へ
を
そ
、
つ
ゐ
の
た
の
み
所
に
は
思
を
く
へ
か

り
け
り
」
と
あ
り
。
又
「
う
し
ろ
や
す
く
の
と
け
き
所
た
に
つ
よ
く
は
、
う
は
へ
の
な
さ
け
は
、
を
の
つ
か
ら
も
て
つ
け
つ
へ
き
わ
さ
を

や
」
と
あ
り
。
こ
れ
ら
は
葵
の
う
へ
の
心
む
け
に
か
な
へ
る
ゆ
へ
に
、
中
将
「
わ
か
い
も
う
と
の
姫
君
は
、
こ
の
さ
た
め
に
か
な
ひ
給
へ

（
マ
マ
）

り
」
と
思
へ
り
。
又
「
ゑ
ん
す
へ
き
事
を
は
、
み
し
れ
る
さ
ま
に
ほ
の
め
か
し
、
う
ら
む
へ
か
ら
ん
事
を
は
、
に
く
か
ら
す
か
す
か
す
め
な

さ
は
、
そ
れ
に
つ
け
て
」「
わ
か
心
も
お
さ
ま
り
も
す
へ
し
」
と
い
へ
る
は
、
む
ら
さ
き
の
上
の
心
さ
ま
、
こ
れ
に
か
な
へ
り
。
か
る
か
ゆ

へ
に
、
あ
ふ
ひ
の
上
と
紫
の
う
へ
の
事
を
女
の
本
様
に
し
て
い
へ
る
巻
の
心
な
る
へ
し
。

眩
「
か
う
ふ
り
し
給
て
御
や
す
み
所
に
ま
か
て
給
て
御
そ
た
て
ま
つ
り
か
へ
て
」
の
項
に
、「
御
や
す
み
所
は
冠
者
の
休
所
也
。
康
保
二
年
八
月
御
記

ノ

云
、
下
侍
東
第
一
間
（
中
略
）
今
案
、
一
世
源
氏
元
服
に
も
下
侍
を
も
て
休
所
と
す
。
西
宮
抄
に
み
え
た
り
。（
下
略
）」
と
あ
る
。
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眤

た
だ
し
注
蘯
の
中
野
本
は
「
中
将
」
で
あ
る
が
、
他
の
再
稿
本
第
一
類
の
諸
本
は
「
右
馬
頭
」
で
あ
る
。

眞
「
細
字
で
、
本
文
と
は
別
筆
（
し
か
も
書
入
の
冬
良
の
字
と
も
違
う
よ
う
だ
）」
と
、
阿
部
秋
生
氏
は
判
断
さ
れ
た
（
注
眈
の
論
文
）。

眥
『
西
宮
抄
』
の
「
天
皇
御
二
侍
倚
子
一
王
鑄
已
下
候
有
御
遊
盃
酒
」
と
物
語
が
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
清
涼
殿
の
東

廂
で
元
服
の
儀
式
が
終
っ
た
後
、
帝
も
人
々
と
同
じ
く
「
さ
ぶ
ら
ひ
（
侍
）」
に
出
向
き
、
そ
こ
で
宴
会
が
開
か
れ
た
。
宴
の
途
中
で
帝
の
み
東

廂
に
戻
り
、
左
大
臣
を
呼
び
寄
せ
た
。
こ
の
場
合
、
帝
の
中
座
が
物
語
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

眦
「
後
々
」
の
箇
所
が
、
国
会
図
書
館
本
（
別
三
―
二
七
）
に
は
「
後
日
」
と
あ
る
。

眛

該
当
す
る
項
目
を
巻
名
と
、
巻
ご
と
の
通
し
番
号
（
注
盪
の
翻
刻
に
付
け
ら
れ
た
番
号
）
で
示
す
と
、
真
木
柱
６
、
同
１３
、
同
２２
、
若
菜
上
１３７
で

あ
る
。

眷

該
当
す
る
項
目
は
、
真
木
柱
３４
、
同
６１
、
梅
枝
４７
、
若
菜
上
１３９
で
あ
る
（
示
し
方
は
注
眛
と
同
じ
）。

眸

た
と
え
ば
再
稿
本
第
二
類
の
み
が
、
他
の
系
統
と
本
文
解
釈
を
異
に
す
る
場
合
、
献
上
本
は
再
稿
本
第
一
類
と
第
二
類
の
両
説
を
比
較
検
討
し

て
、
第
一
類
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
を
示
す
と
、
夕
顔
の
宿
に
夕
日
が
射
し
込
ん
で
い
る
と
い
う
一
節
に
基
づ
き
、
そ
の
家
の

向
き
が
問
題
に
さ
れ
た
（
夕
顔
の
巻
、
第
１４
項
）。
尊
経
閣
文
庫
本
に
は
、「
昨
日
ゆ
う
ひ
の
ゝ
こ
り
な
く

夕
か
ほ
の
や
と
は
南�西
む
き
の
家

西
か
け
た
る

�

�
な
る
へ
し
」
と
あ
り
、
西
向
き
説
を
西
に
も
面
し
た
南
向
き
説
に
直
し
て
い
る
。
新
説
は
再
稿
本
第
二
類
に
し
か
な
く
、
他
系
統
は
す
べ
て
旧
説

で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
類
を
作
成
し
た
当
初
は
ま
だ
第
一
類
と
同
じ
解
釈
で
あ
っ
た
が
、
後
に
改
訂
さ
れ
、
第
二
類
の
諸
本
に
は
新
釈
だ
け
が
伝

わ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

睇

該
当
す
る
項
目
を
注
眛
の
示
し
方
で
列
挙
す
る
と
、
明
石
９７
、
松
風
４７
、
朝
顔
５４
、
野
分
５
、
若
菜
上
６
、
同
６３
、
同
１０５
、
若
菜
下
６４
、
同
８４
、

宿
木
６
で
あ
る
。
な
お
以
上
の
項
目
に
お
い
て
、
再
稿
本
第
一
類
に
属
す
る
中
野
本
は
、
第
二
類
と
同
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
野
本
が
、
第
二
類

の
本
文
を
取
り
入
れ
て
改
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

睚

本
文
は
鶴
見
大
学
図
書
館
蔵
『
花
鳥
余
情
抄
出
』
に
よ
る
。
そ
の
翻
刻
は
池
田
利
夫
・
高
田
信
敬
氏
に
よ
り
、
紫
式
部
学
会
編
『
源
氏
物
語
と
歌

物
語

研
究
と
資
料
』（『
古
代
文
学
論
叢
』
９
、
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
九
年
）
に
収
め
ら
れ
た
。
以
下
に
引
用
す
る
本
文
も
、
こ
の
翻
刻
に
よ
る
。

睨

そ
の
四
項
は
明
石
３０
（
通
し
番
号
は
注
睚
の
翻
刻
に
付
け
ら
れ
た
も
の
に
よ
る
）、
松
風
８
、
若
菜
下
２７
、
同
３０
、
他
の
一
項
は
宿
木
２
で
あ
る
。

睫

た
と
え
ば
初
稿
本
・
再
稿
本
・
献
上
本
の
本
文
を
対
照
し
た
一
覧
表
が
、
注
盪
と
注
眈
の
論
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
注
盪
に
引
か
れ
た
再
稿

本
と
注
眈
の
献
上
本
は
転
写
の
過
程
で
誤
脱
が
生
じ
た
せ
い
か
、
い
ず
れ
も
原
本
の
本
文
と
は
大
き
く
異
な
る
。

―７３―

一
条
兼
良
著
『
花
鳥
余
情
』
の
系
統
に
関
す
る
再
考


