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一一二━二　いま、なぜ、三条西家本なのか

　
　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

令
和
元
年
秋
、
新
た
な
青
表
紙
原
本
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
、
日
本
国
内
を
駆
け
巡
っ
た
。
青
表
紙
本
と
は
藤
原
定
家
が

書
写
・
校
訂
し
た
源
氏
物
語
の
写
本
の
こ
と
で
、
池
田
亀
鑑
氏
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
原
本
四
帖
が
現
存
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
田

育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
蔵『
花
散
里
』『
柏
木
』・
文
化
庁
保
管『
行
幸
』・
安
藤
積
産
合
資
会
社
蔵『
早
蕨
』が
そ
う
で
、
今
回
、
こ
れ
ら
四
帖

の
ツ
レ
と
み
ら
れ
る『
若
紫
』が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

当
該
本
に
つ
い
て
は
中
古
文
学
会
秋
季
大
会（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
三
日
、
於
関
西
学
院
大
学
）に
お
い
て
、
藤
本
孝
一
氏
が
報
告
さ

れ
た
。
発
表
資
料
に
よ
れ
ば
、
新
出『
若
紫
』が
ツ
レ
で
あ
る
こ
と
の
検
証
と
し
て
、（
一
）定
家
の
奥
入
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と　
（
二
）本

文
料
紙
が
平
安
・
鎌
倉
時
代
の「
溜
め
漉
き
」で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と　
（
三
）表
紙
は『
花
散
里
』『
柏
木
』と
一
致
し
、
題
簽
は

『
花
散
里
』『
柏
木
』『
行
幸
』と
筆
跡
・
料
紙
が
同
一
で
あ
る
こ
と　
（
四
）本
文
の
筆
跡
も
他
の
四
帖
と
同
筆
と
認
め
ら
れ
る
こ
と　

な
ど

調
査
報
告
　
一
一
二
┃
二

い
ま
、
な
ぜ
、
三
条
西
家
本
な
の
か

　
　
─
─
付
紅
梅
文
庫
旧
蔵
本
源
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語
「
空
蝉
」
影
印
─
─上

野
　
英
子
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を
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
来
る
二
〇
二
〇
年
二
月
二
九
日
に
は
、
朝
日
新
聞
社
の
主
催
で
定
家
本
の
歴
史
的
意
義
を
探
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
人
が
つ
な
ぐ

『
源
氏
物
語
』
―
新
発
見「
若
紫
」を
め
ぐ
っ
て
―
」が
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
動
静
を
み
る
と
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
定
家
本
、
そ
の
な
か
で
も
青
表
紙
本
と
呼
ば
れ
て
き
た
定
家
本
に
対
す
る
世

間
の
注
目
度
は
依
然
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
。
無
論
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
も
、
青
表
紙
本
な
る
も
の
は
古
来
か
ら
源
氏

物
語
の
重
要
な
伝
本
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
現
在
に
至
っ
て
は
重
要
な
伝
本
の
一
つ
ど
こ
ろ
か
、
活
字
本
の
大
半
が
青
表
紙

本（
な
か
で
も
現
存
す
る
最
善
の
青
表
紙
本
と
評
価
さ
れ
た
大
島
本
）を
底
本
と
し
て
採
用
す
る
な
ど
、独
壇
場
と
化
し
て
い
る
感
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
稿
者
は
、
こ
う
し
た
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、〈
定
家
本
な
る
も
の
〉を
根
底
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
一
材

料
と
し
て
、
紅
梅
文
庫
旧
蔵
本
や
日
大
本
と
い
っ
た
三
条
西
家
本
も
有
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
（
１
）。
本
稿
で
は
三
条
西
家
の
書
写

態
度
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
有
効
性
を
論
じ
て
み
た
い
の
だ
が
、
ま
ず
は
前
提
と
な
る
事
柄
を
、
稿
者
が
こ
れ
ま
で
の
報
告
書
で
論
じ
て

き
た
こ
と
の
な
か
か
ら
箇
条
書
き
で
ま
と
め
て
お
こ
う
と
思
う
。

（
一�

）現
存
す
る
定
家
本
に
は〈
四
半
本
〉と〈
六
半
本
〉の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
定
家
が
自
身
の
手
沢
本
あ

る
い
は
家
の
証
本
と
し
て
、
書
写
あ
る
い
は
校
訂
・
注
記
を
加
え
て
い
っ
た
揃
本
の
源
氏
物
語
に
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
種
類

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
二�

）こ
の
二
つ
の
定
家
本
の
う
ち
、
池
田
亀
鑑
氏
は〈
四
半
本
〉を
青
表
紙
本
と
認
定
し
た
が
、
ど
ち
ら
の
本
文
の
方
が
よ
り
遅
か
っ
た

の
か
、
換
言
す
る
な
ら
ば
定
家
の
最
終
本
文
が
ど
ち
ら
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
見
解
が
わ

か
れ
て
い
る
こ
と
。
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（
三
）〈
四
半
本
〉〈
六
半
本
〉と
も
に
、
書
写
な
い
し
加
筆
と
い
う
形
で
定
家
の
筆
跡
が
確
認
で
き
る
こ
と
。

（
四�
）（
三
）よ
り
、
後
代
こ
の
両
本
は
そ
れ
ぞ
れ
が
青
表
紙
原
本
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
青
表
紙
諸
本
間
に
お
け
る
本
文
対
立

の
一
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。

（
五�

）青
表
紙
本
に
は
本
来
巻
末
に
奥
入
が
付
い
て
い
た
が
、
阿
仏
尼
が
こ
れ
を
切
り
取
っ
て
二
条
家
に
戻
し
た
と
い
う
の
は
、
三
条
西

実
枝
の
講
釈
で
あ
る（『
岷
江
入
楚
』）。
よ
っ
て
三
条
西
家
の
人
々
は
、
巻
末
の
奥
入
が
切
り
取
ら
れ
た〈
六
半
本
〉の
方
を
青
表
紙

本
と
認
識
し
て
い
た
可
能
性
が
強
い
こ
と
。

（
六�

）大
島
本
は〈
四
半
本
〉の
最
善
本
と
さ
れ
て
い
る
が
、〈
六
半
本
〉と
最
も
親
し
い
の
は
大
島
本
で
は
無
く
、紅
梅
文
庫
旧
蔵
本
で
あ
っ

た
こ
と
。

（
七�

）紅
梅
文
庫
旧
蔵
本
は
三
条
西
実
隆
が
最
初
の
手
沢
本
と
し
て
、
文
明
年
間
に
手
づ
か
ら
全
冊
書
写
し
長
期
に
わ
た
っ
て
愛
用
し
て

き
た
と
こ
ろ
の
写
本（
成
立
年
代
か
ら〈
文
明
本
〉と
仮
称
す
る
が
、
原
本
は
散
逸
し
た
）、
そ
の
転
写
本
の
系
列
で
あ
る
こ
と
。
し

か
も
そ
こ
に
は
連
歌
師
飯
尾
宗
祇
が
持
参
し
た「
青
表
紙
正
本
帚
木
」と
の
異
同
も
記
さ
れ
て
い
た
ろ
う
こ
と
。

　

つ
ま
り
実
隆
が
最
初
に
書
写
し
た
青
表
紙
本
な
る
も
の
は
、
定
家
本
と
し
て
は
な
か
な
か
筋
の
よ
い
も
の
で
、〈
六
半
本
〉に
近
い
も
の

だ
っ
た
可
能
性
が
強
い
、
と
い
う
見
通
し
で
あ
る
。
い
ま
、
定
家
本
の
な
か
の〈
四
半
本
〉に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
青
表
紙
原
本
に
明
融

臨
模
本
、
そ
し
て
大
島
本
が
現
存
し
、
資
料
に
は
比
較
的
恵
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が〈
六
半
本
〉の
方
は
、
原
本
と
い
え
ば

『
定
家
自
筆
本
奥
入
』に
み
ら
れ
る
残
存
本
文
だ
け
で
あ
る
た
め
、
も
う
ひ
と
つ
の
定
家
本
の
姿
を
知
る
た
め
に
三
条
西
家
本
、
就
中
紅
梅

文
庫
旧
蔵
本
は
有
効
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
い
か
に
実
隆
が
筋
の
良
い
底
本
を
得
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
恣
意
的
に
書
写
し
た
り
、
自
身
の
解
釈
で
勝
手
に
校
訂
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し
直
し
た
本
文
を
作
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
三
条
西
家
本
は
定
家
本
な
る
も
の
を
考
え
る
た
め
の
材
料
に
は
な
り
え
な
い
。
た
だ
室
町
時

代
に
行
わ
れ
た
源
氏
物
語
写
本
の
ひ
と
つ
と
位
置
付
け
る
の
み
で
あ
る
。
実
際
こ
れ
ま
で
は
、
彼
ら
の
本
文
中
に
河
内
本
な
ど
他
系
統
の

本
文
が
混
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
家
に
よ
る
恣
意
的
な
校
訂
結
果
か
と
疑
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
果
た
し
て
彼
ら
は
恣
意
的
に
本
文

を
改
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

二
、
青
表
紙
本
支
持
の
理
由

　

三
条
西
家
以
前
の
本
文
状
況
は
と
い
え
ば
、
今
川
了
俊
が
「
青
表
紙
と
申
正
本
、
今
は
世
に
絶
た
る
か
」（『
師
説
自
見
抄
』）
と
歎
き
、

四
辻
善
成
や
一
条
兼
良
と
い
っ
た
碩
学
た
ち
で
さ
え
、「
雖
証
本
皆
有
異
同
、
猶
勘
合
古
本
、
且
可
加
料
簡
者
耶
」（『
河
海
抄
』）「
源
氏

の
本
一
様
な
ら
ず
、
人
の
好
む
所
に
従
ふ
べ
し
」（『
花
鳥
余
情
』）と
手
を
こ
ま
ね
い
た
ほ
ど
、
混
乱
し
た
状
況
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
三
条
西
家
の
人
々
は「
当
流
の
本
」と
し
て
青
表
紙
本
を
選
び
、
一
度
は「
絶
た
る
か
」と
ま
で
い
わ
れ
て
い
た
青

表
紙
本
を
再
び
源
氏
物
語
の
本
文
史
上
に
位
置
づ
け
た
わ
け
で
あ
る
。

　

で
は
彼
ら
は
ど
う
や
っ
て
今
そ
こ
に
あ
る
写
本
を
定
家
本
だ
と
判
定
し
た
の
か
。
三
条
西
家
は
か
つ
て
後
花
園
院
よ
り
秘
蔵
の
定
家
自

筆『
伊
勢
物
語（
天
福
本
）』を
賜
っ
て
い
た（
学
習
院
大
学
蔵
天
福
本
伊
勢
物
語
表
紙
打
書
）。
ま
た『
明
月
記
』に
よ
れ
ば
、
宗
祇
よ
り「
定

家
卿
筆
色
紙
形
」を
贈
ら
れ
た
り（
延
徳
二
年
三
月
二
七
日
条
）、
定
家
筆『
三
代
集
聞
書
』を
書
写
し
て
い
た（
同
年
月
二
九
日
条
）こ
と
も

あ
る
。
定
家
の
真
筆
に
馴
染
ん
で
い
た
た
め
に
、
ま
ず
は
筆
跡
で
見
当
を
つ
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

で
は
彼
ら
は
ど
う
し
て
、
定
家
の
本
文
を
良
し
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
公
条
が
ま
と
め
た
『
明
星
抄
』「
総
論
」
に
、
そ
の
理
由
が
述
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べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

【
引
用
一
】

　

諸
本
の
不
同
勿
論
歟
。
其
故
は
凡
一
切
の
文
章
に
草
書
中
書
清
書
の
三
あ
り
。
又
展
転
書
写
の
誤
り
勝
計
す
べ
か
ら
ず
。
況
大
部

の
物
語
、
書
生
の
失
錯
勿
論
の
義
也〔
青
表
紙
河
内
方
に
は
限
る
べ
か
ら
ず
〕。
又
此
物
語
の
習
、
史
記
の
筆
法
を
な
ず
ら
へ
て
同
詞

を
以
て
書
也
。
然
を
道
知
ら
ざ
る
後
生
の
所
為
に
、
書
生
の
誤
な
る
べ
し
と
称
し
て
今
案
を
加
へ
な
を
し
改
め
来
れ
り
。
さ
る
故
に

正
本
ま
れ
に
の
み
な
り
て
物
語
の
本
意
を
失
へ
り
。
爰
に
定
家
卿
の
青
表
紙
、
正
本
に
し
て
作
者
の
本
意
を
得
た
り
。
尤
可
守
此
旨

者
也
。

　

是
は
内
典
に
も
あ
る
事
な
り
。
天
台
の
本
書
に
書
生
の
誤
り
多
て
無
尽
の
論
義
あ
り
し
を
、
其
後
廬
山
の
竹
中
本
と
云
正
本
出
来

し
て
校
合
せ
し
に
、
年
来
す
ぢ
と
も
な
き
書
あ
や
ま
り
を
無
尽
の
理
を
つ
け
て
、
申
来
れ
る
論
義
お
ほ
か
り
し
か
ば
、
則
其
論
義
悉

破
れ
て
、
数
す
く
な
く
な
れ
り
。
そ
れ
よ
り
し
て
天
台
六
十
巻
の
本
書
正
説
を
得
た
り
と
申
伝
た
り
。

　

此
如
く
、
此
物
語
も
展
転
書
写
の
誤
り
を
そ
だ
て
ヽ
無
尽
の
理
を
つ
け
た
る
事
ど
も
、
諸
抄
に
有
之
。
さ
れ
ば
定
家
卿
も
古
今
の

奥
書
に
、
書
生
の
失
錯
を
以
て
有
職
の
秘
事
と
称
す
、
道
の
魔
障
と
い
ふ
べ
し
と
い
へ
り
。
又
後
人
の
推
量
を
以
て
直
し
改
も
て
来

れ
る
事
ど
も
あ
り
。
尤
可
悲
事
な
り
。
此
青
表
紙
は
誠
に
正
義
に
し
て
竹
中
本
と
も
申
べ
き
な
り
。（
２
）

　

右
は
原
文
を
私
に
改
行
し
て
三
段
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
。
段
毎
に
解
析
し
て
み
る
。

　

第
一
段
で
は
、
源
氏
物
語
に
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
本
文
異
同
が
生
じ
た
原
因
は
三
つ
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
は
物
語
が
誕
生
し
た
時
点
か

ら
草
書
・
中
書
・
清
書
と
三
通
り
の
本
文
が
世
に
出
て
い
っ
た
た
め
。
ひ
と
つ
は
、展
転
書
写
の
間
に
自
然
発
生
的
に
誤
写
が
生
じ
た
た
め
。

そ
し
て
ひ
と
つ
は
、「
道
」（
書
写
時
の
心
得
と
も
、
源
氏
物
語
の
奥
義
と
も
）を
知
ら
な
い
後
代
の
人
間
が「
書
写
者
の
写
し
誤
り
だ
ろ
う
」
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と
独
り
合
点
し
て
物
語
本
文
を
直
し
て
き
た
た
め
で
あ
り
、
か
く
し
て
正
本
は
稀
に
な
り
、
物
語
の
本
意
は
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
嘆
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
そ
の
上
で
、
波
線
部「
爰
に
定
家
卿
の
青
表
紙
、
正
本
に
し
て
作
者
の
本
意
を
得
た
り
。
尤
可
守
此
旨
者
也
」、
す
な
わ
ち
定
家

の
青
表
紙
本
こ
そ
作
者
の
本
意
を
伝
え
る「
正
本
」な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
は
、
定
家
が
尤
も「
此
旨
」を
守
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う「
此
旨
」と
は
、
勝
手
な
解
釈
で
妄
り
に
本
文
を
改
め
な
い
、
と
い
う
意
味
か
と
思
わ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
本
文
異

同
を
招
い
た
三
つ
の
理
由
の
う
ち
、
最
初
の
二
つ
は
最
早
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
が
、
三
つ
め
の
理
由
だ
け
は
、
書
写
者
個
々
人
の

意
識
次
第
で
変
わ
り
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
づ
く
第
二
段
で
は
、
本
文
の
乱
れ
が
注
釈
書
に
更
な
る
混
乱
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
公
条
自
身
、『
細
流
抄
』

『
明
星
抄
』と
長
年
に
わ
た
っ
て
注
釈
書
作
り
を
手
が
け
て
き
た
だ
け
に
、
こ
う
し
た
弊
害
を
熟
知
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
仏
教
界
に
お
い

て
も
同
様
の
事
象
が
見
ら
れ
た
こ
と
、
し
か
し「
廬
山
の
竹
中
本
」の
出
現
に
よ
り
本
文
異
同
か
ら
生
じ
た
無
尽
の
論
議
が
消
え
て
、
天
台

六
〇
巻
の
正
説
が
得
ら
れ
た
と
説
い
て
い
る
。
文
末
に「
申
伝
た
り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
知
見
は
仏
教
書
誌
学
か
ら
の
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　

そ
し
て
第
三
段
、
源
氏
物
語
の
注
釈
世
界
で
も
「
展
転
書
写
の
誤
り
を
そ
だ
て
ヽ
無
尽
の
理
を
つ
け
た
る
事
ど
も
」
が
多
い
と
批
判
し
、

こ
う
し
た
行
為
に
対
し
て
は
定
家
卿
も「
道
の
魔
障
」だ
と
批
判
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
点
線
部
の
定
家
の
言
葉
は
、
定
家
筆
古
今

和
歌
集（
貞
応
本
・
嘉
禄
本
）奥
書
に
み
え
る「
近
代
僻
案
之
好
士
、
以
書
生
之
失
錯
、
称
有
職
之
秘
事
、
可
謂
道
之
魔
障
、
不
可
用
之
」を

指
す
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
公
条
は
、
誤
写
が
招
い
た
本
文
異
同
を
も
と
に
、
と
ん
で
も
な
い
秘
説
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
愚
か
さ
を
指

摘
す
る
と
同
時
に
、
再
び
書
写
の
問
題
に
戻
っ
て
、
傍
線
部「
後
人
の
推
量
を
以
て
直
し
改
も
て
来
れ
る
事
ど
も
あ
り
。
尤
可
悲
事
な
り
」

つ
ま
り
、
後
代
の
人
が
、
自
身
の
推
量
で
物
語
本
文
を
勝
手
に
直
し
て
き
た
の
は
尤
も
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
し
、
こ
の
二
点
を
厳
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し
く
戒
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
第
三
段
に
関
連
し
て
更
に
い
う
な
ら
ば
、
例
え
ば『
貞
応
本
古
今
集
』の
奥
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
引
用
二
】

（
ａ
）此
集
家
々
所
称
、
雖
説
々
多
、
且
任
師
説
、
又
加
了
見
、
為
備
後
学
之
証
本
、
不
顧
老
眼
之
不
堪
、
手
自
書
之
。

近
代
僻
案
之
好
士
、
以
書
生
之
失
錯
、
称
有
職
之
秘
事
、
可
謂
道
之
魔
性
、
不
可
用
之
、
但
加
此
用
捨
、
只
可
随
其
身
之
所
好
、
不

可
存
自
他
之
差
別
、
志
同
者
可
随
之

　
　
　
　

貞
応
二
年（
一
二
二
三
）七
月
廿
二
日〔
癸
亥
〕　　
　
　
　

戸
部
尚
書
藤〔
判
〕

　
　
　
　
　
　

同
廿
八
日
、
令
読
合
訖
、
書
入
落
字
了

　
　
　
　
　
　

伝
于
嫡
孫
、
可
為
将
来
之
証
本

（
ｂ
）以
家
本
不
違
和
漢
文
字
仕
倂
行
分
等
、
連
〻
書
写
校
合
畢
、
但
於

仮
名
序
初
五
枚
者
、
先
人
御
自
筆
也
、
彼
強
行
分
等
、
不
被
守
正
本

之
間
、
雖
随
其
、
自
春
上
不
違
一
字
、
至
行
分
以
下
落
字
等
、
皆

以
如
本
書
之
、
正
本
細
々
披
見
之
条
、
不
可
然
之
間
、
如
此
慇
懃
染

筆
了
、
曽
不
相
違
家
本
者
也

　
　

文
保
二
年（
一
三
一
八
）四
月
十
三
日　

羽
林
中
郎
将
藤〔
判
〕

　

私
に
振
っ
た（
ａ
）（
ｂ
）の
う
ち
、
前
者
が
貞
応
二
年（
一
二
二
三
）の
定
家
の
奥
書
で
あ
る
。
波
線
部
分
が『
明
星
抄
』と
重
な
り
、
内
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容
は
も
っ
ぱ
ら
注
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
近
代
僻
案
の
好
士
ら
が
陥
っ
て
し
ま
っ
た
陥
穽
と
は
、
誤
写
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
本
文
の
一
言
一
句
に
至
る
ま
で
、
何
と
か
完
全
に
理
解
し
よ
う
と
無
理
を
し
す
ぎ
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
理
屈
を
こ
ね
ま

わ
し
た
挙
げ
句
、と
ん
で
も
な
い
秘
説
ま
で
産
み
出
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
秘
説
を「
道
の
魔
障
」と
否
定
し
た
定
家
は
、

本
文
に
対
し
て
は
、
解
ら
な
い
箇
所
は
解
ら
な
い
ま
ま
、
書
写
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
定
家
は
読
み
合
わ
せ
を
行
い
、
脱

字
等
を
補
っ
て
、「
嫡
孫
に
伝
へ
て
、
将
来
の
証
本
と
す
べ
し
」と
結
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

（
ｂ
）は
文
保
二
年（
一
三
一
八
）の
藤
原
為
定（
定
家
の
五
世
孫
）に
よ
る
書
写
奥
書
で
あ
る
。
仮
名
序
以
外
は
家
本（
定
家
本
）を
漢
字
仮
名

表
記
法
・
仮
名
遣
い
・
行
取
り
ま
で
も
一
字
違
わ
ず
に
書
写
し
た
と
あ
る（
３
）。

　

す
る
と
公
条
は
こ
う
し
た
奥
書
を
読
ん
で
、
定
家
の
考
え
方
を
理
解
、
共
鳴
し
、
底
本
に
忠
実
に
書
写
し
て
い
る
と
判
断
し
た
の
だ
ろ

う
。
更
に
家
本
を
一
字
違
わ
ず
書
写
し
て
き
た
と
い
う
子
孫
た
ち
の
あ
り
よ
う
に
も
感
動
し
、
青
表
紙
本
へ
の
信
頼
が
培
わ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
三
条
西
家
が
伝
え
た
古
今
伝
受
に
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。
東
常
縁
か
ら
飯
尾
宗
祇
へ
伝
え
ら
れ
た
古
今
伝
受
は
、
宗
祇
か

ら
実
隆
へ
と
伝
わ
り
、
三
条
西
家
内
部
で
も
大
切
に
守
ら
れ
て
い
っ
た
。
次
に
紹
介
す
る
の
は
、
明
応
九
年（
一
五
〇
〇
）仍
覚（
公
条
）判

の
あ
る『
古
今
集
切
紙
口
伝
』の
な
か
の
一
項
目
で
あ
る
。

【
引
用
三
】

一
あ
を
ん
の
事

　
　

貞
応
の
本
に
あ
を
ん
と
書
た
り
、
あ
そ
ん
と
よ
む
へ
し

　
　

定
家
卿
の
書
あ
や
ま
り
な
り
、
喜
撰
法
師
を
も
撰
喜
と
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か
ヽ
れ
た
る
た
く
ひ
也
、
こ
れ
も
貞
応
の
本
に
あ
り
、
ま

　
　

き
れ
な
き
事
な
れ
は
、
む
か
し
は
物
を
細
か
に
せ
さ
れ
は

　
　

そ
の
ま
ヽ
を
か
れ
け
る
よ
り
、
後
人
う
つ
し
て
秘
事
に

　
　

な
れ
り
、
勝
臣
是
を
か
ち
を
ん
と
い
へ
は
、
臣
の
字
を
を
ん

　
　

と
も
よ
め
と
も
、
只
宗
于
あ
そ
ん
と
読
へ
し（
４
）

　

定
家
筆
貞
応
本
古
今
和
歌
集
に
、源
宗
于
の
敬
称
に
つ
い
て
、本
来
な
ら
ば「
朝
臣
」と
か「
あ
そ
ん
」と
表
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を「
あ
を
ん
」

と
し
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
定
家
の
誤
写
で
あ
る
こ
と
。
そ
う
し
た
類
い
は
他
に
も
あ
る
が
、「
む
か
し
は
物
を
細
か
に
せ
さ
れ
は
」

訂
正
す
る
こ
と
も
無
く
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
こ
と
。
そ
れ
を
後
人
が
あ
れ
こ
れ
理
屈
を
こ
ね
ま
わ
し
て
秘
説
化
し
て
い
っ

た
よ
う
だ
が
、
こ
こ
は「
あ
を
ん
」と
あ
っ
て
も「
宗
于
あ
そ
ん
」の
意
味
だ
と
解
釈
し
て
お
け
ば
良
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実

際
、
逍
遙
院（
実
隆
）書
写
・
同
奥
書
の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
貞
応
本
古
今
和
歌
集
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む
ね
ゆ
き
の
あ
を
む

　
　
　
　
　

忘
草
か
れ
も
や
す
る
と
つ
れ
も
な
き
人
の
心
に
霜
は
を
か
な
ん（
巻
一
五
・
恋
歌
五
）

と
あ
り
、
実
隆
も「
あ
を
む
」を
継
承
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
三
条
西
家
で
は
貞
応
本
古
今
集
の
こ
の
く
だ
り
、
本
文
は「
あ

を
む
」と
し
て
訂
正
す
る
こ
と
無
く
底
本
通
り
に
書
写
し
、
た
だ
し
解
釈
す
る
と
き
に
は
こ
れ
を「
朝
臣
」と
解
釈
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
明
ら
か
な
誤
写
と
解
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
で
も
実
隆
は
本
文
を
変
更
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
無
論
、「
あ
を
ん
」に
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つ
い
て
珍
説
を
展
開
す
る
こ
と
も
無
か
っ
た
。
で
は
、
こ
れ
と
同
様
の
書
写
方
法
が
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
も
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
こ
う
し
た
書
写
方
法
は
歌
書
に
だ
け
適
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

三
、三
条
西
家
の
書
写
態
度

　

三
条
西
家
本
の
底
本
が
散
逸
し
て
い
る
現
在
、
す
べ
て
は
推
測
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
二
つ
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。

　

ま
ず
、
青
表
紙
本
の
本
文
を
紹
介
し
た
先
行
注
を
継
承
し
て
お
き
な
が
ら
、
家
本
（
日
大
本
）
が
そ
れ
と
は
異
な
る
本
文
で
あ
っ
て
も
、

青
表
紙
本
に
合
わ
せ
て
家
本
を
訂
正
し
な
か
っ
た
例
で
あ
る
。
明
石
巻
の「
月
い
れ
た
る
ま
木
の
戸
く
ち
け
し
き
は
か
り
を
し
あ
け
た
り
」

（『
源
氏
物
語
大
成
』四
六
四
頁
八
行
目
）に
つ
い
て
、『
明
星
抄
』で
は
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。

【
引
用
四
】

　
　

月
い
れ
た
る
槇
の
戸
口
ば
か
り

此
詞
殊
勝
と
定
家
も
感
給
け
る
と
云
　々

花
鳥
に
み
え
た
り　

河
内
本「
け
し
き
こ
と
に
」と
云
々

凡
ソ
今
夜
、
源
を
さ
し
て
待
が
ほ
な
ら
ん
も
、
さ
し
過
て
に
く
き
け
あ
る
べ
し　

又
あ
ま
り
に
と
ぢ
こ
も
り
て
も
、
あ
し
か
る

べ
き
を
、「
け
し
き
ば
か
り
」
と
い
へ
る
わ
た
り
、
尤
艶
な
る
也　
朱
此
所
に
て
此
時
源
氏
を
待
む
か
へ
奉
ら
ん
に
、
さ
し
過
た

ら
ん
も
又
心
づ
か
ひ
な
か
ら
ん
も
、
如
何
に
ぞ
あ
る
べ
き
を
、「
気
色
ば
か
り
」と
云
て
尤
艶
な
る
に
や　

能
々
可
思�

　

こ
れ
は
明
石
入
道
の
懇
請
を
う
け
た
源
氏
が
、
八
月
十
三
日
の
月
が
は
な
や
か
に
さ
し
出
た
夜
に
、
明
石
の
君
の
住
む
岡
辺
の
屋
敷
を
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初
め
て
訪
れ
た
く
だ
り
で
あ
る
。『
明
星
抄
』で
は
、
源
氏
を
迎
え
る
屋
敷
の
戸
口
が「
け
し
き
こ
と
に
」（
様
子
も
格
別
に
）開
い
て
い
た
、

と
す
る
の
は
河
内
本
だ
と
す
る
。「
け
し
き
ば
か
り
」（
ほ
ん
の
形
だ
け
）
開
い
て
い
た
、
と
す
る
本
文
に
つ
い
て
は
「
定
家
も
感
給
け
る
」

と
や
や
曖
昧
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
が
、
公
条
と
し
て
は
青
表
紙
本
の
本
文
は「
け
し
き
は
か
り
」だ
っ
た
と
認
識
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、「
花
鳥
に
み
え
た
り
」と
あ
る
そ
の『
花
鳥
余
情
』で
は
、「
定
家
卿
の
青
表
紙
に
は
け
し
き
は
か
り
を
し
あ
け
た
り
と
あ
り
」

「
こ
の
月
入
た
る
ま
き
の
戸
口
は
源
氏
第
一
の
詞
と
定
家
卿
は
申
侍
る
と
か
や
」と
し
て
、「
け
し
き
は
か
り
」と
い
う
本
文
が
、
定
家
本
の

本
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お『
花
鳥
』で
は
、
河
内
本
の
本
文
を
見
出
し
語
と
し
な
が
ら
も
、「
け

し
き
こ
と
に
」「
け
し
き
は
か
り
」、「
両
説
と
も
に
其
謂
な
き
に
あ
ら
す　

人
の
所
好
に
し
た
か
ふ
へ
し
」と
結
論
づ
け
て
い
た
が
、
三
条

西
家
の
人
々
は
定
家
の
本
文
の
方
を
よ
し
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
彼
ら
は
青
表
紙
本
の
本
文
が「
け
し
き
は
か
り
」だ
っ
た
こ
と
は
充
分
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
家
本（
日

大
本
）で
は
こ
の
く
だ
り「
け
し
き
こ
と
に
」と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
を
訂
正
し
た
形
跡
が
無
い
。
こ
れ
は
先
の
古
今
伝
受
の
例
で

見
て
き
た
よ
う
な
、
本
文
と
解
釈
と
を
分
け
て
扱
う
と
い
う
考
え
方
、
換
言
す
る
な
ら
ば
解
釈
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
物
語
本
文
は
底
本

通
り
に
残
し
て
お
く
、
と
い
う
方
針
を
示
唆
し
た
事
例
か
と
思
わ
れ
る
。

　

も
う
一
例
紹
介
し
よ
う
。
三
条
西
家
の
注
釈
書（
本
例
の
場
合
は『
細
流
抄
』『
公
条
自
筆
細
流
抄
』『
明
星
抄
』の
三
書
。
猶『
弄
花
抄
』

で
は
立
項
せ
ず
。『
山
下
水
』
で
は
こ
の
注
を
含
む
澪
標
巻
が
散
逸
）
の
な
か
で
、
公
条
が
一
貫
し
て
注
釈
項
目
の
見
出
し
に
用
い
て
き
た

本
文
が
あ
る
。
三
条
西
家
の
注
釈
書
で
は
、同
一
項
目
で
あ
っ
て
も
注
釈
書
に
よ
っ
て
見
出
し
の
本
文
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
る（
５
）。
よ
っ

て
各
注
釈
書
の
な
か
で
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
公
条
が
見
出
し
と
な
っ
た
そ
の
本
文
を
支
持
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
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れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
家
本（
日
大
本
）の
本
文
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
家
本
の
本
文
に
訂
正
痕
も
み
ら
れ

な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
。
問
題
に
し
た
い
の
は
薄
雲
巻
。

ひ
は
を
わ
り
な
く
せ
め
た
ま
へ
は
、
す
こ
し
か
き
あ
は
せ
た
る
、
い
か
て
か
う
の
み
ひ
き
く
し
け
む
と
お
ほ
さ
る
。
わ
か
君
の
御
こ

と
な
と
、
こ
ま
や
か
に
か
た
り
給
つ
ヽ
お
は
す
。（
６
）

　
「
わ
か
君
」（
幼
い
姫
君
）
を
手
放
し
寂
寥
と
な
っ
た
大
堰
の
屋
敷
に
源
氏
が
訪
れ
た
。
源
氏
の
所
望
で
明
石
の
君
が
つ
ま
弾
い
た
琵
琶

の
音
色
が
す
ば
ら
し
く
、
感
嘆
し
た
源
氏
は
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に「
ひ
き
く
し
け
む
」と
思
い
、
今
は
紫
上
の
許
で
養
育
さ
れ
て
い
る

姫
君
の
様
子
を
詳
し
く
語
り
き
か
せ
た
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
傍
線
部
、『
源
氏
物
語
大
成
』に
よ
れ
ば
、
青
表
紙
本
を
含
む
諸
伝
本
は

「
ひ
き
く
し
け
む
」で
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
お
り
、
例
外
は「
ひ
き
す
く
し
け
ん
」と
し
た
日
大
本
と
、「
ひ
き
け
む
」と
し
た
保
坂
本（
別
本
）の

み
で
あ
る
。
こ
の
く
だ
り
、
公
条
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
猶
、
私
に「　

」印
・
句
読
点
、
清

濁
を
補
っ
た
。

【
引
用
五
】

『
細
流
抄
』ひ
き
く
し
け
む（
六
一
二
⑫
）
…
河
海「
薫
」云
々
。
花
鳥「
具
」と
云
々
。
い
づ
れ
も
お
も
し
ろ
き
か
。

『
公
条
自
筆
細
流
抄
』ひ
き
く
し
け
ん
…
河
海「
薫
」云
々
。
花（
鳥
）説「
具
」也
。
い
づ
れ
も
お
も
し
ろ
き
歟
。
青
表
紙
に「
ひ
き
す
く
し
」ト
ア
リ
。

　
　
　

然
バ「
過
」也
、
超
□
過
ノ
心
歟
。

『
明
星
抄
』ひ
き
く
し
け
ん
…
河
海「
薫
」云
々
。
花
鳥「
具
」也
。
何
も
面
白
き
歟
。
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こ
こ
で
引
用
さ
れ
た
先
行
注
は『
河
海
抄
』と『
花
鳥
余
情
』だ
が
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
見
出
し
が
異
な
っ
て
い
る
。

・『
河
海
抄
』ひ
き
く
ん
じ
け
ん
と
お
ぼ
さ
る
…
薫
歟〔
薫
修
の
心
な
り
〕

・『
花
鳥
余
情
』か
く
し
も
ひ
き
ぐ
し
け
ん
と
お
ぼ
す
…
一
本「
ひ
き
く
ん
じ
け
ん
と
お
ぼ
す
」と
あ
り
。「
ぐ
し
」は
具
也
。

物
の
と
ヽ
の
ほ
り
た
る
心
な
り
。『
河
海
』に
は
薫
の
字
に
釈
す
。
不
審
な
り
。

　
「
ひ
き
く
ん
じ
け
ん
」を
推
す『
河
海
抄
』で
は
、「
く
ん
ず
」は「
薫
修
」（
仏
教
用
語
。
香
気
が
衣
服
に
移
り
し
み
こ
ん
で
、
つ
い
に
は
そ

の
衣
服
自
身
が
香
気
を
出
す
に
至
る
よ
う
に
、
体
や
言
葉
、
心
の
は
た
ら
き
が
心
に
残
す
影
響
作
用
）
の
意
味
と
す
る
。
明
石
の
君
の
心

用
意
が
琵
琶
の
技
倆
と
相
ま
っ
て
薫
り
出
た
こ
と
を
称
え
た
、
と
解
釈
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方「
ひ
き
ぐ
し
け
ん
」を
推
す『
花
鳥

余
情
』で
は
、「
ぐ
す
」を「
具
備
す
る
」と
捉
え
た
。
琵
琶
の
音
色
を
聞
き
な
が
ら
、「
ど
う
や
っ
て
こ
れ
ほ
ど
の
技
倆
を
身
に
つ
け
た
の
だ

ろ
う
」と
感
嘆
し
た
、
と
解
釈
し
、『
河
海
抄
』の
説
に
異
議
を
唱
え
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
う
け
て
、
公
条
は
三
著（『
細
流
抄
』『
公
条
自
筆
細
流
抄
』『
明
星
抄
』）い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
見
出
し
の
本
文
は「
ひ
き
く

し
け
ん
」で
統
一
し
て
い
る
。
し
か
も『
公
条
自
筆
細
流
抄
』、
同
書
は
龍
谷
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
公
条
の
草
稿
本
で
、『
細
流
抄
』か

ら『
明
星
抄
』へ
の
展
開
が
解
る
資
料
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
公
条
自
身
に
よ
る
細
字
書
き
入
れ
で「
青
表
紙
に「
ひ
き
す
く
し
」ト
ア
リ
。

然
バ「
過
」也
、
超
□
過
ノ
心
歟
」（
□
は
墨
消
し
）と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
書
き
入
れ
に
い
う
と
こ
ろ
の「
青
表
紙
」と
は
、
現
行
の
日
大
本
の
こ
と
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
同
書
に
は
同
様
の

細
字
書
き
入
れ
で「
今
本
」「
青
表
紙
」と
称
し
て
そ
の
本
文
を
紹
介
し
て
い
る
の
だ
が（
７
）、
ど
の
紹
介
文
も
現
行
の
日
大
本
と
一
致
す
る

か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
う
し
た
細
字
書
き
入
れ
注
の
な
か
に
は
、
末
尾
に「
天
文
三　

九
月
注
也
」と
の
注
記
が
付
い
た
も
の
ま
で
あ

る（
朝
顔
巻「
き
の
ふ
け
ふ
と
」項
）。
天
文
三
年（
一
五
三
四
）と
い
え
ば
、
当
時
実
隆
は
既
に
八
〇
歳
、
こ
の
三
年
後
に
薨
じ
て
い
る
。
ま
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た『
明
星
抄
』の
成
立
は
天
文
八
～
一
〇
年
頃
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、『
明
星
抄
』完
成
以
前
の
既
に
こ
の
頃
に
、
実
隆
最
後
の
手
沢
本
で
あ

る
と
こ
ろ
の
日
大
本
は
、
公
条
に
譲
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
公
条
自
筆
細
流
抄
』
の
公
条
に
よ
る
細
字
書
き
入
れ
の
な
か
に
、

日
大
本
の
こ
と
を「
今
本
…
と
な
せ
り
。
同
心
歟
」な
ど
と
あ
る
の
は
、「
今
読
ん
で
い
る
本
で
は
」の
意
味
で
あ
り
、
公
条
は
父
に
譲
ら
れ

た
日
大
本
を
参
照
し
な
が
ら
、
本
文
異
同
や
そ
れ
に
基
づ
く
解
釈
の
違
い
な
ど
を
書
き
入
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
公
条
は
、
父
に
譲
ら
れ
た
実
隆
最
後
の
手
沢
本（
そ
れ
は
公
条
に
と
っ
て
は
、
家
本
と
な
っ
た
も
の
だ
ろ
う
が
）の
本

文
が「
ひ
き
す
ぐ
し
け
ん
」で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
本
文
だ
と「
引
き
過
ぐ
」（
時
が
過
ぎ
る
）と
い
う
意
味
だ
か
ら
、

源
氏
は「
ど
う
し
て
こ
ん
な
風
に（
殆
ど
訪
ね
る
こ
と
も
無
く
、こ
れ
ま
で
）過
ご
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
」と
後
悔
し
た
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
の
後
の『
明
星
抄
』に
よ
れ
ば
、「
ひ
き
す
ぐ
す
」の
本
文
も
、
ま
た「
過
ぐ
」と
い
う
解
釈
も
採
用
さ
れ
ず
、
見
出
し
も
注
釈
内
容

も『
細
流
抄
』の
時
と
同
じ
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
公
条
の
解
釈
と
し
て
は
、
や
は
り「
ひ
き
く
し
け
ん
」を
本
文
と
し
、
意
味
は「
薫
」「
具
」

い
ず
れ
も
良
し
、
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
現
行
の
日
大
本
だ
が
、
当
該
箇
所
の
本
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

�　
　
　

イ
無

　

ひ
き
す
く
し
け
ん

「
ひ
き
す
く
し
け
ん
」の「
す
」の
右
に
、「
イ
無
」と
小
書
き
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
異
文
注
記
が
実
隆
、
公
条
、
ど
ち
ら
に
よ
る
も

の
か
は
不
明
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
本
行
は
訂
正
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
異
文
注
記
の
形
で
は
書
き
留
め
て
お
い
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う

で
あ
る
。

　

以
上
、
三
条
西
家
に
お
い
て
底
本
の
本
文
は
忠
実
に
書
写
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
実
隆
か
ら
始

ま
り
（
８
）、
公
条
・
実
枝
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
三
条
西
家
本
に
み
ら
れ
る
河
内
本
と
の
混
成
は
、
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一
体
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
二
通
り
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
つ
は
彼
ら
が
選
ん
だ
底
本
自
体
が
、

既
に
そ
う
し
た
混
成
本
文
だ
っ
た
と
い
う
理
由
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
河
内
本
系
本
文
の
混
入
し
て
い
る
姿
こ
そ
、〈
六
半
本
〉本
来
の

本
文
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

　

な
お
今
回
、
淑
徳
大
学
教
授
齊
藤
鉄
也
先
生
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
計
量
文
献
学
か
ら
み
た
紅
梅
文
庫
旧
蔵
本
の
分
析
を
試
み
た
御
論
文

二
本
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
。
ま
た
大
阪
大
学
名
誉
教
授
の
伊
井
春
樹
先
生
に
は
、
拙
著
に
関
す
る
書
評
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
。
共
に

身
に
余
る
光
栄
と
し
て
、
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

注（
１
）拙
稿「
調
査
報
告
一
〇
五　

ふ
た
つ
の
定
家
本
源
氏
物
語
と
三
条
西
家
本
─
付
、
実
隆
文
明
本
の
転
写
本
と
し
て
の
紅
梅
文
庫
旧
蔵
本
紹
介
─
」

（
平
成
二
九
年
三
月
、
文
芸
資
料
研
究
所『
年
報
』三
六
号
）・
同「
調
査
報
告
一
一
二　

紅
梅
文
庫
旧
蔵
本
源
氏
物
語
に
つ
い
て
─
い
ま
、
な
ぜ
、

紅
梅
文
庫
本
な
の
か
─（
付
、
桐
壺
・
帚
木
影
印
）」（
平
成
三
一
年
三
月
、
文
芸
資
料
研
究
所『
年
報
』三
八
号
）な
ど
。
な
お
こ
れ
ら
は
拙
著『
源

氏
物
語
三
条
西
家
本
の
世
界
─
室
町
時
代
享
受
史
の
一
様
相
』（
二
〇
一
九
年
、
武
蔵
野
書
院
）に
ま
と
め
て
お
い
た
。
本
稿
も
こ
の
著
書
と
重

な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
２
）
引
用
は
実
践
女
子
大
学
黒
川
文
庫
蔵
『
明
星
抄
』（
無
刊
記
本
）
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
私
に
改
行
・
清
濁
・
句
読
点
・
会
話
印
・
傍
線
な
ど
を
施

し
て
い
る
。
ま
た
傍
訓
は
省
い
た
。

（
３
）引
用
は
今
治
市
河
野
美
術
館
蔵『
詁
訓
和
歌
集
』に
よ
る
。

（
４
）引
用
は
実
践
女
子
大
学
山
岸
文
庫
蔵
本（
写
本
）に
よ
る
。

（
５
）因
み
に
、『
弄
花
抄
』『
細
流
抄
』『
明
星
抄
』の
三
書
に
共
通
し
て
立
項
さ
れ
た
注
の
項
目
数
は
六
十
八
例
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
見
出
し
の
本
文

が
三
書
間
で
一
致
し
て
い
る
の
は
十
四
例
、
い
ず
れ
か
に
異
同
が
見
ら
れ
た
の
は
五
十
四
例
で
あ
っ
た
。
ま
た
後
者
の
内
訳
は
、
以
下
の
よ
う

に
な
る
。
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�

・
弄
花
抄
・
細
流
抄
・
明
星
抄
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
場
合
‥
十
三
例

�
・
弄
花
抄
の
み
異
な
っ
て
、
細
流
抄
と
明
星
抄
が
一
致
し
て
い
る
場
合
‥
三
十
五
例

�
・
細
流
抄
の
み
異
な
っ
て
、
弄
花
抄
と
明
星
抄
が
一
致
し
て
い
る
場
合
‥
五
例

�

・
明
星
抄
の
み
異
な
っ
て
、
弄
花
抄
と
細
流
抄
が
一
致
し
て
い
る
場
合
‥
一
例

�

『
弄
花
抄
』と『
細
流
抄
』『
明
星
抄
』の
間
は
大
き
く
離
れ
て
い
る
が
、
類
似
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
後
二
書
の
間
で
も
、
見
出
し
本
文
の
異
同

は
認
め
ら
れ
る
。

（
６
）�

引
用
は『
源
氏
物
語
大
成　

校
異
篇
』六
一
二
頁
⑫
行
目
。
但
し
私
に
句
読
点
等
を
施
し
た
。

（
７
）�

例
え
ば
澪
標
巻
。「（
・
気
ぢ
か
き
物
か
ら
）ひ
ぢ
ゞ
か
に
」項
に「
今
本
ひ
そ
び
か
と
あ
り
‥
」、「
さ
ば
か
り
の
心
が
ま
へ
も
か
た
く
侍
を
」の
項

に「
今
本
か
た
く
を
ま
ね
び
と
な
せ
り
‥
」等
と
あ
る
。

（
８
）�

応
仁
の
乱
で
焼
失
し
た
古
典
籍
を
補
う
べ
く
、
朝
廷
で
は
大
が
か
り
で
、
か
つ
精
緻
な
古
典
籍
復
旧
運
動
が
な
さ
れ
て
い
た
。
井
上
宗
雄
氏
に

よ
れ
ば
「
若
年
の
実
隆
が
、
後
年
貴
族
社
会
に
お
け
る
最
高
の
文
化
人
・
古
典
学
者
と
し
て
君
臨
し
え
た
素
地
は
こ
の
時
期
か
ら
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
」と
指
摘
す
る（
一
九
八
四
年
改
訂
新
版
、
風
間
書
房『
中
世
歌
壇
史
の
研
究　

室
町
前
期
』二
二
一
頁
）。

謝
辞

本
研
究
は�JSPS

科
研
費�JP19K
13063�

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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紅梅文庫旧蔵本「うつせみ」表紙
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― 56 ―

9 ウ



― 57 ―

一一二━二　いま、なぜ、三条西家本なのか

10 オ



― 58 ―

10 ウ



― 59 ―

一一二━二　いま、なぜ、三条西家本なのか

11 オ



― 60 ―

11 ウ



― 61 ―

一一二━二　いま、なぜ、三条西家本なのか

12 オ



― 62 ―

12 ウ



― 63 ―

一一二━二　いま、なぜ、三条西家本なのか

13 オ



― 64 ―

13 ウ



― 65 ―

一一二━二　いま、なぜ、三条西家本なのか

14 オ



― 66 ―

14 ウ



― 67 ―

一一二━二　いま、なぜ、三条西家本なのか

15 オ



― 68 ―

15 ウ



― 69 ―

一一二━二　いま、なぜ、三条西家本なのか

後遊紙　1オ



― 70 ―

後遊紙　1ウ



― 71 ―

一一二━二　いま、なぜ、三条西家本なのか

後遊紙　2オ



― 72 ―

後遊紙　2ウ



― 73 ―

一一二━二　いま、なぜ、三条西家本なのか

後見返（付箋貼付）



― 74 ―

裏表紙


