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古
筆
切
拾
塵
抄
・
余
話

│
「
宮
本
切
」
と
い
う
古
筆
切
に
つ
い
て

│
小

島

孝

之

今
回
は
（
い
つ
も
の
こ
と
で
も
あ
る
が
）、
原
稿
の
準
備
に
か
け
ら

れ
る
時
間
が
二
、
三
日
し
か
な
い
と
い
う
切
羽
詰
ま
っ
た
状
況
に
追
い

込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
連
載
の
主
題
を
中
断
し
て
、
一
つ
の
脇
道
の
話

題
を
書
い
て
お
こ
う
と
思
う
。

古
筆
切
と
い
う
断
片
情
報
を
調
べ
て
い
る
と
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
後
か
ら
後
か
ら
積
み
重
な
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
た
と
え
小
さ
な

事
柄
で
あ
っ
て
も
、
何
か
一
つ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
の
喜
び

は
必
ず
し
も
小
さ
く
な
い
の
で
あ
る
。

小
さ
な
こ
と
だ
が
気
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
の
一
つ
に
、「
宮
本

切
」
と
呼
ば
れ
る
古
今
集
の
断
簡
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
名
称
を
初

め
て
目
に
し
た
の
は
、
久
曽
神
昇
博
士
の
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
』
の

記
事
で
あ
っ
た
。

他
方
、
古
今
集
の
古
筆
切
は
数
え
き
れ
な
い
く
ら
い
の
種
類
が
あ
り
、

そ
れ
は
も
う
、
う
ん
ざ
り
す
る
程
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
藤
原

為
家
筆
と
い
う
古
筆
鑑
定
家
の
お
墨
付
き
（
？
）
が
あ
る
古
今
集
の
断

簡
を
筆
跡
の
違
い
で
分
類
し
て
い
く
と
、
小
松
茂
美
博
士
は
『
古
筆
学

大
成
』
で
、「
北
野
切
」「
角
倉
切
」「
野
路
切
」
な
ど
の
固
有
名
を
持

つ
名
物
切
以
外
に
、（
一
）
か
ら
（
十
）
ま
で
十
種
類
の
古
今
集
断
簡

に
分
類
し
て
、
図
版
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
主
な
物
に

限
定
し
た
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
も
、
私
に
知
り

得
た
古
今
集
切
を
分
類
し
て
み
る
と
、
な
ん
と
四
十
種
類
以
上
に
上
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
た
っ
た
一
枚
の
断
簡
の
み
で
、
ツ
レ
と

な
る
同
一
筆
跡
の
断
簡
を
見
い
だ
せ
な
い
も
の
が
多
い
の
は
事
実
で
あ

る
が
、
名
物
切
と
な
る
と
、
さ
す
が
に
一
枚
だ
け
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
滅
多
に
な
い
。
大
概
は
何
枚
か
の
ツ
レ
を
見
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
前
述
し
た
「
宮
本
切
」
と
い
う
の
は
、
固
有
名
を
も
つ
名

物
切
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
に
ツ
レ
ら
し
き
断
簡
を
見
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
か
な
り
稀
な
例
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と

な
ら
、
た
ぶ
ん
私
は
た
い
し
て
気
に
も
留
め
な
い
で
放
置
し
て
い
た
だ

ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
放
置
で
き
な
い
事
情
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
二
十
数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
私
は
立
教
大
学
に
在
職

し
て
い
た
が
、
史
学
科
の
日
本
歴
史
担
当
の
教
員
に
、
中
世
史
の
碩
学

藤
木
久
志
教
授
が
お
ら
れ
た
。
当
時
藤
木
先
生
は
斬
新
な
発
想
と
方
法

で
、
中
世
史
に
鮮
や
か
な
足
跡
を
刻
ん
で
お
ら
れ
た
。
私
は
非
常
に
多

く
の
こ
と
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
鮮
烈
な
印
象
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
あ
る
時
、
藤
木
先
生
か
ら
、「
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
」

と
、
写
真
を
見
せ
ら
れ
、
ご
質
問
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
藤
木

先
生
は
新
潟
の
あ
る
旧
家
の
古
文
書
の
調
査
を
な
さ
っ
て
お
り
、
そ
の

資
料
の
中
か
ら
出
現
し
た
も
の
で
、「
光
厳
院
筆
の
短
冊
」
と
言
わ
れ

て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
形
状
は
短
冊
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、

内
容
を
見
れ
ば
、
古
今
集
の
断
片
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
っ
た
。

古
筆
切
の
断
片
を
そ
の
形
状
か
ら
短
冊
と
誤
解
す
る
例
は
ま
ま
あ
り
が

ち
で
、
そ
の
こ
と
自
体
に
驚
き
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
が
、
そ
の
断
簡

に
付
属
し
て
い
る
「
極
め
」
に
驚
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
筆
了
信

が
明
治
十
一
年
に
書
い
た
極
め
札
が
包
み
紙
に
収
め
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
包
み
紙
の
表
面
に
、「
光
厳
天
皇
宸
翰　

名
葉
宮
本

切
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。『
古
今
和
歌
集
成
立
論
』
以
外
に
初
め
て

「
宮
本
切
」
を
見
た
わ
け
で
、
久
曽
神
博
士
の
「
宮
本
切
」
に
初
め
て

ツ
レ
が
出
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
、「
小
さ
な
」

喜
び
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
ま
た
ま
た
困

っ
た
問
題
が
出
て
来
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
成
立

論
』
の
掲
げ
る
「
宮
本
切
」
と
、
了
信
の
鑑
定
し
た
「
宮
本
切
」
が
、

ツ
レ
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
き
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
、「
宮
本
切
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。
手
許
に
あ
る

名
葉
集
の
類
を
ま
ず
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
。
刊
行
さ
れ
て
間
が
な
か

っ
た
伊
井
春
樹
氏
ら
の
編
に
な
る
『
新
版
古
筆
名
葉
集
』（
昭
和
六
三

年
、
和
泉
書
院
）
は
四
種
の
古
筆
名
葉
集
の
類
を
翻
刻
し
て
く
れ
て
い

て
、
た
い
へ
ん
便
利
で
あ
り
が
た
い
存
在
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
宮

本
切
」
の
名
称
は
登
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
私
の
手
持
ち
の
安
政
五

年
序
『
増
補
古
筆
名
葉
集
』
に
も
「
宮
本
切
」
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

田
中
塊
堂
編
『
昭
和
古
筆
名
葉
集
』（
昭
和
二
二
年
、
鳩
居
堂
）
に
は
、

光
厳
院
の
項
の
二
番
目
に
「
宮
本
切
」
が
立
項
さ
れ
て
い
る
。
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 『
昭
和
古
筆
名
葉
集
』
の
光
厳
院
の
項
を
抜
き
出
す
と
、

　
　

光
厳
院　

貞
治
三
年
七
月
七
日　

寶
算
五
十
三

　
　
　
　

六
條
切

 

四
半
雲
紙
続
古
今
ノ
異
本
二
行
書
歟
未
詳
高
八
寸

一
分

　
　
　
　

宮
本
切　

雲
紙
古
今
哥
一
行
書
高
八
寸
三
分
五
寸
五
分

　
　
　
　

四　

半　

古
今
歌
二
行
書

　
　
　
　

同　
　
　

撰
集
ノ
歌
ヌ
キ
書
二
行
カ
キ

　
　
　
　

色
紙
形　

砂
子
切
箔
凡
四
行
書

　
　
　
　

同　
　
　

雲
紙
真
名
仮
名
凡
四
行
書

と
あ
る
。
同
書
の
序
文
を
見
る
と
、「
こ
の
昭
和
古
筆
名
葉
集
は
即
ち

新
撰
名
葉
集
以
来
、
古
筆
家
、
愛
好
家
に
よ
っ
て
切
ら
れ
た
新
名
物
切

及
び
同
集
に
脱
漏
せ
る
も
の
な
ど
百
余
点
を
加
へ
更
に
古
筆
家
正
統
の

秘
帖
「
翰
墨
林
」
に
記
さ
れ
た
る
名
物
切
を
併
記
し
、
広
く
真
蹟
と
対

照
し
て
誤
れ
る
も
の
、
足
ら
ざ
る
も
の
を
補
注
し
編
者
が
備
忘
に
書
き

留
め
た
も
の
で
あ
る
が
…
」
と
あ
る
の
で
、
新
た
に
切
ら
れ
た
新
名
物

か
と
思
い
た
く
も
な
る
が
、
安
政
五
年
の
『
増
補
古
筆
名
葉
集
』
と
対

照
し
て
み
る
と
、
実
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
て
、
相
違
は
た
だ
二
点
、

単
に
「
四
半
」
と
さ
れ
て
い
た
二
行
目
の
項
を
「
宮
本
切
」
の
名
称
に

書
き
換
え
た
こ
と
と
、「
六
条
切
」「
宮
本
切
」
の
項
に
寸
法
を
書
き
加

え
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。
と
す
る
と
安
政
五
年
の
段
階
で
す
で
に
古
筆

切
と
し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
こ
の
新
た
な
名
称

は
、
序
文
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
古
筆
家
正
統
の
秘
帖
「
翰
墨
林
」
に
記

さ
れ
た
る
名
物
切
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

新
潟
某
家
の
断
簡
に
付
さ
れ
た
古
筆
了
信
の
極
め
札
の
包
み
紙
の
上

書
き
は
、「
宮
本
切
」
な
る
名
称
が
明
治
十
一
年
ご
ろ
ま
で
遡
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
分
る
（
た
だ
し
、
上
書
き
が
、
極
め
札
の
作
成
と
同
じ

時
期
だ
と
い
う
確
証
は
な
い
が
…
）。
以
上
で
、
久
曽
神
博
士
の
「
宮

本
切
」
と
い
う
名
称
が
、
決
し
て
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
何
ら

か
の
根
拠
が
あ
っ
て
付
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
分
っ

た
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
新
潟
某
家
の
断
簡
と
異
筆
で
は
な
い
か
？

と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
。
久
曽
神
博
士
の
根
拠
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
不
審
が
胸
中
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
。

藤
木
先
生
に
は
、
右
の
よ
う
な
事
柄
を
中
心
に
、
判
明
し
た
事
柄
を

ま
と
め
て
お
答
え
し
て
一
応
の
責
を
果
た
し
、
そ
の
ま
ま
小
さ
な
疑
問

と
し
て
、
頭
の
片
隅
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
久
曽
神
博
士
は
御
架
蔵
の
古
筆
切
を
影
印
刊
行
す
る
と

い
う
実
に
有
り
難
い
企
画
を
実
行
さ
れ
、
そ
の
第
一
弾
と
し
て
平
成
七

年
に
、『
古
筆
切
影
印
解
説　

Ⅰ
古
今
集
編
』（
風
間
書
房
）
を
出
版
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ご
所
蔵
の
「
宮
本
切
」
の
大
き
な
写
真
が

初
め
て
公
開
さ
れ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。『
古
今
和
歌
集
成
立
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論
』
の
図
版
は
あ
ま
り
大
き
く
は
な
い
の
で
、
同
筆
か
否
か
を
判
断
す

る
の
に
は
や
や
心
も
と
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
点
は
完
全
に

払
拭
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
私
の
関
心
は
む
し
ろ
、
そ
こ

に
添
え
ら
れ
て
い
る
「
極
め
札
」
の
方
に
あ
っ
た
。「
光
厳
院　

宮
本

切
」
と
記
し
て
あ
る
が
、
古
筆
家
に
よ
る
極
め
札
で
は
な
く
、
誰
が
書

い
た
か
わ
か
ら
ぬ
た
だ
の
紙
片
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
だ
け
だ
と
す
る
と
、

果
た
し
て
確
か
な
根
拠
と
な
し
得
る
の
か
疑
問
は
消
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
刊
行
を
終
え
、
学
界
に
紹
介
す
る

と
い
う
役
割
を
果
た
し
終
え
た
か
ら
と
い
う
御
判
断
で
あ
ろ
う
が
、
博

士
は
役
目
を
終
え
た
古
筆
切
を
処
分
な
さ
り
始
め
た
ら
し
く
、
幾
つ
か

が
古
書
店
の
目
録
な
ど
に
出
回
り
始
め
た
。
そ
う
し
た
中
に
こ
の
「
宮

本
切
」
も
混
じ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
平
成
十
四
年
に
、
そ
れ
を
目
録

で
目
に
し
た
私
は
、
も
し
か
す
る
と
印
刷
公
表
さ
れ
た
以
外
の
情
報
が

付
随
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
早
速
購
入
す
る
こ
と
に
し
た
。

幸
い
な
こ
と
に
入
手
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
が
、
紙
背
に
鉛
筆

で
「
宮
本
切
」
と
書
い
て
あ
る
だ
け
で
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
以
上
の
新

し
い
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

平
成
十
八
年
に
、
私
の
架
蔵
す
る
古
筆
切
だ
け
を
使
っ
て
『
古
筆
切

で
読
む
く
ず
し
字
練
習
帳
』（
新
典
社
）
と
い
う
小
冊
子
を
作
っ
た
。

自
分
の
退
職
記
念
に
お
世
話
に
な
っ
た
方
た
ち
に
差
し
上
げ
よ
う
と
い

う
非
売
品
の
つ
も
り
で
作
っ
た
の
で
あ
る
が
、
出
版
社
の
方
で
教
材
用

に
販
売
し
た
い
と
い
う
の
で
、
そ
の
よ
う
に
し
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、

案
外
好
評
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
少
し
ず
つ
だ
が
売
れ
続
け
て
い
る
ら
し

い
。
そ
れ
は
よ
い
と
し
て
、
こ
の
本
の
表
紙
に
、「
宮
本
切
」
の
写
真

を
掲
載
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
多
少
の
思
惑
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
目
に
つ
く
と
こ
ろ
に
写
真
が
あ
れ
ば
、
誰
か
が
、
そ
れ
な
ら
こ
こ

に
も
似
た
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
よ
と
、
ツ
レ
の
情
報
を
教
え
て
く

れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
虫
の
よ
い
こ
と
を
考
え
た
か
ら
で
あ
っ

た
。ツ

レ
の
情
報
は
ま
だ
な
い
の
で
あ
る
が
、
驚
く
べ
き
幸
い
に
恵
ま
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
久
曽
神
博
士
の
最
晩
年
の
教
え
子
で
あ
る
日
比
野

浩
信
氏
か
ら
私
信
を
い
た
だ
い
た
。
日
比
野
氏
と
久
曽
神
博
士
の
お
孫

さ
ん
に
当
ら
れ
る
鶴
田
大
氏
の
お
二
人
で
、
久
曽
神
博
士
の
遺
品
で
あ

る
古
筆
切
の
整
理
を
な
さ
っ
て
い
る
中
で
こ
の
「
宮
本
切
」
に
関
わ
る

紙
片
が
見
つ
か
っ
た
の
で
、
こ
の
「
宮
本
切
」
の
現
在
の
所
有
者
で
あ

る
私
が
こ
れ
も
一
緒
に
持
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
と
、
鶴
田
氏
の
ご
厚

意
を
得
て
、
御
恵
与
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
。「
光
厳
院　

宮
本
切
」

と
薄
葉
の
小
さ
な
紙
片
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
博
士
の
名
称
同
定
の
一

つ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
お
か
げ
で
、
久
曽
神

博
士
の
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
』
以
来
の
「
宮
本
切
」
名
称
の
由
来
は
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お
お
む
ね
わ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
有
り
難
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
も
う
一
度
、
架
蔵
（
久
曽
神
博
士
旧
蔵
）
断
簡
と
新
潟
某
家

蔵
の
断
簡
の
比
較
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
こ
れ
を
少
し
で
も
解
決
す
る
に

は
ぜ
ひ
と
も
ツ
レ
の
出
現
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
思
っ
て
い
た
ら
、
つ

い
に
新
た
な
「
宮
本
切
」
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
平
成
十
九
年
十
二

月
の
『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録　

２
０
５
号
』
に
「
宮
本
切
本　

光
厳

天
皇
古
今
集
切
」
な
る
も
の
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
雲
紙
を
縦

に
用
い
た
料
紙
で
、
目
録
の
説
明
に
は
、「
紫
雲
入
料
紙
」
と
あ
る
。

架
蔵
の
も
の
は
藍
の
雲
で
あ
る
が
、
筆
跡
は
同
筆
ら
し
く
見
え
る
。
こ

れ
は
！
と
思
っ
て
す
ぐ
さ
ま
注
文
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
度
は
す
で
に

売
却
済
み
で
あ
る
と
の
返
事
、
残
念
な
が
ら
入
手
で
き
な
か
っ
た
。
誰

か
、
研
究
者
が
入
手
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
遠
く
な
い
将
来
紹
介
さ
れ

る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も

ツ
レ
が
市
場
に
出
て
来
る
可
能
性
は
高
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

青
雲
と
紫
雲
が
あ
る
な
ら
ば
、
も
し
や
雲
の
な
い
素
紙
の
部
分
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
？
、
あ
る
い
は
、
新
潟
某
家
の
断
簡
の
よ
う
に
狭
い

数
行
で
切
断
さ
れ
て
い
れ
ば
、
雲
の
部
分
を
含
ま
な
い
も
の
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
と
思
い
直
し
て
、
伝
光
厳
院
筆
の
古
今
集
切
の
写
真
を
丁

寧
に
見
直
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
つ
、
も
し
か
す
る
と
同
筆
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
断
簡
を
見
つ
け
た
。
平
成
五
年
十
一
月
の
東
京
古
典
会
の

目
録
に
50
番
と
し
て
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
数
点
の
古
筆
切
の
中
の

一
枚
が
そ
れ
で
あ
る
。
ツ
レ
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
で
眺
め
て

い
る
と
、
ど
ん
ど
ん
ツ
レ
ら
し
く
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
冷
静
に

な
っ
て
見
直
す
と
、
や
は
り
筆
跡
が
違
う
よ
う
に
見
え
る
。
ど
う
も
そ

ん
な
に
簡
単
に
問
屋
は
卸
さ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
雲
紙
の
美
し
い
料
紙
に
書
か
れ
た
古
筆
切
で
あ
る
。

も
う
少
し
出
回
っ
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
大
部
分
は
冊

子
の
ま
ま
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
か
。
思
文
閣
の
目
録

の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
「
宮
本
切
本
」
と
あ
る
の
が
ひ
っ
か
か
る
。

図１　新潟某家蔵「宮本切」



27　古筆切拾塵抄・余話─「宮本切」という古筆切について─

（
こ
じ
ま
・
た
か
ゆ
き　

成
城
大
学
名
誉
教
授
）

図２　架蔵（久曽神昇博士旧蔵）宮本切」
図３ �思文閣古書資料目録�

205号掲載「宮本切」


