
某
家
所
蔵
古
筆
切
等
に
つ
い
て
︵
続
︶

小

島

孝

之

一

は
じ
め
に

前
稿
に
某
(注
�
)家
所
蔵
の
古
筆
切
七
点
を
中
心
に
合
計
十
二
点
の
古
筆
切
を
紹
介
し
た
が
︑
そ
の
中
で
某
家
の
二
十
数
点
を
拝
見
し
た

と
記
し
た
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
裏
を
返
せ
ば
ま
だ
他
に
十
数
点
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
残
り
の
古
筆
切
に
つ

い
て
は
な
か
な
か
ツ
レ
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
ず
︑
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
︒
そ
う
は
言
っ
て

も
せ
っ
か
く
貴
重
な
資
料
を
拝
見
し
な
が
ら
放
置
し
て
お
く
の
も
適
切
で
は
な
い
︒
本
稿
の
趣
旨
は
知
り
得
た
情
報
は
可
能
な
限
り

周
知
の
も
の
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
の
思
い
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
残
り
の
断
簡
に
つ
い
て
も
︑
可
能
な
限
り
紹
介

を
し
て
お
こ
う
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
︒

某家所蔵古筆切等について（続）

三
七



料
紙
の
寸
法
を
測
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
状
況
で
︑
た
ま
た
ま
所
持
し
て
い
た
ポ
ケ
ッ
ト
カ
メ
ラ
で
︑
室
内
の
自
然
光
で
撮
し
た

の
で
︑
露
出
不
足
は
も
と
よ
り
ピ
ン
ト
の
ず
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
前
稿
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
︒

栂
尾
切
︑
紙
撚
切
等
の
著
名
な
名
物
切
は
︑
す
で
に
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
に
写
真
が
収
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
あ
ら
た
め
て
紹
介
す

る
必
要
は
な
く
︑
紹
介
す
べ
き
も
の
は
十
点
程
度
に
な
る
︒
ピ
ン
ト
が
ず
れ
て
加
工
し
て
も
読
め
る
状
態
に
な
ら
な
い
も
の
数
点
を

除
外
し
た
残
り
の
十
一
点
を
こ
こ
に
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

二

伝
称
筆
者
判
明
分

�
．
伝
藤
原
家
隆
筆
﹃
古
今
和
歌
集
﹄︵
二
︶
断
簡
︒
巻
十
四
︑
七
三
八
～
七
四
○
番
詞
書
︒
極
礼
な
し
︒

極
札
は
な
い
︒
書
風
か
ら
見
れ
ば
鎌
倉
時
代
中
期
あ
た
り
の
升
型
本
の
断
簡
と
い
っ
た
趣
き
が
あ
る
︒
一
首
三
行
書
き
と
い
う
の

が
形
態
上
の
特
徴
で
あ
る
︒
ま
ず
は
鎌
倉
中
期
前
後
に
書
写
年
代
を
推
定
さ
れ
る
升
型
本
で
一
首
三
行
書
き
の
﹃
古
今
集
﹄
の
古
筆

切
と
照
合
す
る
こ
と
に
な
る
︒
当
該
断
簡
で
は
︑﹁
読
人
不
知
﹂
の
﹁
人
﹂
の
文
字
の
書
き
方
に
特
徴
が
あ
る
ほ
か
︑
一
行
目
の

﹁
ほ
﹂
︑
二
行
目
・
五
行
目
の
﹁
な
む
﹂︑
三
行
目
の
﹁
お
﹂︑
七
行
目
の
﹁
へ
﹂
︑
八
行
目
の
﹁
乃
﹂
な
ど
︑
や
や
癖
の
あ
る
文
字
が

見
ら
れ
︑
そ
の
あ
た
り
を
中
心
に
同
一
筆
者
と
思
わ
れ
る
古
筆
切
を
見
て
行
く
と
︑
比
較
的
容
易
に
︑
表
記
の
﹁
伝
藤
原
家
隆
筆

﹁
古
今
和
歌
集
切
︵
二
︶﹂
に
辿
り
着
く
︒
藤
原
家
隆
を
伝
称
筆
者
と
す
る
﹃
古
今
集
﹄
の
古
筆
切
は
多
く
︑
小
松
茂
美
編
﹃
古
筆
学

大
成
﹄
で
は
︵
一
︶
か
ら
︵
十
︶
ま
で
の
十
種
類
を
掲
げ
て
い
る
︒
そ
の
︵
二
︶
の
ツ
レ
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
︒
同
書
に
は
︑
徳

川
黎
明
会
所
蔵
の
古
筆
手
鑑
﹃
鳳
凰
台
﹄
所
収
の
二
葉
を
初
め
四
葉
︑
そ
れ
と
補
遺
一
葉
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
後
︑
徳
植

三
八



俊
之
氏
が
御
所
蔵
の
一
葉
を
紹
介
さ
れ
て
お
り
(注
�
)︑
当
断
簡
は
七
葉
目
に
な
る
︒
い
ず
れ
も
巻
十
三
か
ら
十
九
ま
で
の
後
半
部
分
の
断

簡
で
あ
り
︑
巻
一
か
ら
巻
十
ま
で
の
前
半
に
相
当
す
る
断
簡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒﹃
古
今
集
﹄
は
巻
十
ま
で
の
上

巻
と
巻
十
一
以
後
の
下
巻
に
分
冊
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
︑
上
巻
は
古
筆
切
と
し
て
切
断
さ
れ
る
以
前
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
こ
に
い
さ
さ
か
問
題
に
な
り
そ
う
な
断
簡
が
一
葉
あ
る
︒
久
曽
神
昇
氏
の
﹃
古
筆
切

影
印
解
説
Ⅰ
古
今
集
篇
﹄
に

と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
断
簡
は
氏
の
﹃
古
今
和
歌
集
成
立
論
﹄
に
も

﹁
伝
藤
原

48

145

家
隆
筆
古
今
和
歌
集
切
﹂
と
し
て
写
真
が
載
っ
て
い
る
が
︑︵
二
︶
の
ツ
レ
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
︒
し
か

某家所蔵古筆切等について（続）

三
九

図� 伝藤原家隆筆「古今集切（二）」



し
︑
子
細
に
比
較
す
る
と
︑
ど
う
も
同
一
筆
跡
と
断
定
す
る
の
は
躊
躇
さ
れ
る
︒
微
妙
に
相
違
す
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
︒

﹃
鳳
凰
台
﹄
所
収
の
断
簡
は
二
葉
と
も
前
述
し
た
特
徴
的
な
字
形
が
一
致
す
る
の
で
ほ
ぼ
確
実
に
ツ
レ
と
判
断
で
き
る
の
だ
が
︑﹁
影

印
解
説
﹂
所
収
切
は
︑﹁
人
﹂﹁
な
﹂
な
ど
似
て
は
い
る
が
微
妙
に
違
う
︒
そ
も
そ
も
﹁
影
印
解
説
﹂
所
収
切
は
文
字
が
震
え
て
い
る
︒

他
の
断
簡
は
暢
達
し
た
運
筆
で
震
え
は
見
ら
れ
な
い
︒
や
は
り
︑﹁
影
印
解
説
﹂
所
収
切
は
ツ
レ
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
︒
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
︑﹁
影
印
解
説
﹂
所
収
の
切
は
模
写
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
上
巻

も
断
簡
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
︑
は
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒

さ
て
︑
ほ
か
に
も
藤
原
家
隆
を
伝
称
筆
者
と
す
る
﹁
古
今
集
切
﹂
が
散
見
さ
れ
︑
ど
う
や
ら
二
十
種
類
以
上
が
存
在
す
る
ら
し
い
︒

こ
の
伝
藤
原
家
隆
筆
﹁
古
今
和
歌
集
切
︵
二
︶﹂
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
︑
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
の
解
説
が
︑﹁
升
型
本
の
好
趣
が
鎌

倉
時
代
の
中
期
の
こ
ろ
に
集
中
す
る
こ
と
︑
ま
た
︑
そ
の
書
風
が
中
期
前
後
を
中
心
と
し
た
後
京
極
流
の
面
影
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
︑
鎌
倉
時
代
︑
十
三
世
紀
半
ば
の
こ
ろ
の
書
写
と
推
定
す
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
後
京
極
流
と
い
う
の
は
︑
お

そ
ら
く
文
字
が
や
や
縦
長
で
腰
高
の
字
形
を
と
る
と
こ
ろ
か
ら
言
う
の
で
あ
ろ
う
︒
時
代
と
し
て
は
概
ね
妥
当
な
判
断
で
は
な
い
か

と
思
う
︒
次
に
翻
刻
を
掲
げ
て
お
く
︒

︿
翻
刻
﹀

た
ま
ほ
こ
の
み
ち
は
つ
ね
に
も

ま
と
は
な
む
ひ
と
を
と
ふ
と
も
わ

れ
か
と
お
も
は
ん

︵
七
三
八
︶

四
〇



読
人
不
知

ま
て
と
い
は
ゝ
ね
て
も
ゆ
か
な
む

し
ひ
て
ゆ
く
こ
ま
の
あ
し
を
れ

ま
へ
の
た
な
は
し

︵
七
三
九
︶

中
納
言
源
昇
朝
臣
の
近
江
の

す
け
に
は
へ
り
け
る
と
き
に

よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

︵
七
四
○
︶

�
．
伝
藤
原
為
家
筆
﹃
古
今
和
歌
集
﹄︵

︶
断
簡
︒
巻
一
︑
三
○
番
作
者
名
～
三
二
番
歌
︒

27

前
稿
に
伝
為
家
筆
の
﹁
古
今
集
切
︵
四
︶﹂
を
掲
げ
︑
そ
こ
に
︑
伝
為
家
筆
の
﹁
古
今
集
切
﹂
は
三
十
九
種
類
以
上
あ
る
と
記
し

た
が
︑
当
該
断
簡
は
私
の
分
類
で
︵

︶
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒﹃
古
筆
学
大
成
﹄
が
伝
為
家
筆
の
﹃
古
今
集
﹄
切
を
︵
一
︶

27

か
ら
︵
十
︶
ま
で
に
分
類
し
て
掲
出
し
て
い
る
の
で
︑
そ
の
後
見
出
し
た
伝
為
家
筆
の
﹁
古
今
集
切
﹂
を
順
次
︵

︶
か
ら
順
に
番

11

号
を
付
け
て
い
っ
た
結
果
に
過
ぎ
ず
︑
順
番
に
は
私
的
な
整
理
上
の
意
味
し
か
な
く
︑
一
般
性
が
な
い
の
で
無
視
し
て
い
た
だ
き
た

い
︒
図
版
が
な
い
と
︑
ど
れ
と
ツ
レ
で
あ
る
か
の
確
認
が
で
き
な
い
の
で
情
報
と
し
て
実
際
上
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
︑
と
い
う
私

の
考
え
の
背
景
に
あ
る
作
業
上
の
仮
説
で
あ
る
か
ら
︑
今
後
番
号
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
︒
当
該
断
簡
の
ツ
レ
は
見
出
し
て

い
な
い
︒
鎌
倉
中
期
か
ら
後
期
あ
た
り
の
書
写
と
推
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
流
麗
な
筆
致
で
︑
古
筆
分
家
三
代
目
の
了

仲
と
お
ぼ
し
き
極
札
が
﹁
為
家
卿
﹂
と
極
め
て
い
る
の
も
納
得
で
き
る
︒
ツ
レ
の
発
見
が
待
た
れ
る
が
︑
あ
る
い
は
︑
他
の
伝
称
筆

某家所蔵古筆切等について（続）

四
一



者
名
を
も
つ
﹁
古
今
集
切
﹂
の
中
に
ツ
レ
が
存
在
す
る
可
能
性
も
充
分
に
あ
ろ
う
︒
気
付
か
れ
た
方
は
ぜ
ひ
ご
教
示
願
い
た
い
︒

︿
翻
刻
﹀

お
ふ
し
か
う
ち
の
み
つ
ね

は
る
く
れ
は
鳫
帰
な
り
し
ら
く
も
の

み
ち
ゆ
き
ふ
り
に
こ
と
や
つ
て
ま
し

︵
三
○
︶

四
二

図� 伝藤原為家筆「古今集切（27）」



か
へ
る
か
り
を
よ
め
る

い
せ

藤
原
継
蔭
女

は
る
か
す
み
た
つ
を
み
す
て
ゝ
ゆ
く
か
り
は

は
な
ゝ
き
さ
と
に
す
み
や
な
ら
へ
る

︵
三
一
︶

た
い
し
ら
す

よ
み
人
し
ら
す

を
り
つ
れ
は
そ
て
こ
そ
に
ほ
へ
む
め
の
は
な

あ
り
と
や
こ
ゝ
に
う
く
ひ
す
の
な
く

︵
三
二
︶

#
．
伝
冷
泉
為
相
筆
﹃
古
今
和
歌
集
﹄︵

︶
断
簡
︒
巻
五
巻
頭
︑
二
四
九
～
二
五
○
番
歌
上
句
︒

46

当
該
断
簡
は
私
の
分
類
で
︵

︶
に
あ
た
る
も
の
︒
前
稿
で
伝
為
相
筆
の
﹁
古
今
集
切
︵
五
︶
﹂
を
紹
介
し
た
が
︑
そ
こ
に
﹃
古

46

筆
学
大
成
﹄
は
伝
為
相
筆
の
﹃
古
今
集
﹄
切
を
︵
一
︶
か
ら
︵
二
十
五
︶
に
分
類
し
て
い
る
が
︑
私
的
に
は
四
十
五
種
ま
で
確
認
し

て
い
る
と
書
い
た
︒
当
該
断
簡
は
そ
の
四
十
五
種
の
中
に
ツ
レ
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
の
で
︵

︶
と
し
た
︒
書
風
か
ら
受
け
る
印

46

象
は
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
く
ら
い
の
感
じ
で
あ
る
︒
極
札
は
二
代
目
畠
山
牛
庵
で
あ
ろ
う
か
︑
冷
泉
為
相
の
筆
跡
と
鑑
定
し
て
い
る

が
︑
元
よ
り
為
相
の
真
跡
と
は
似
て
い
な
い
︒
別
人
の
伝
称
切
の
中
に
同
筆
の
ツ
レ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
︑
か
な
り
多

く
の
古
今
集
切
と
照
合
し
た
が
︑
こ
れ
ぞ
と
い
う
も
の
に
ま
だ
出
会
っ
て
い
な
い
︒
取
り
敢
え
ず
﹁
伝
為
相
筆
﹂
の
︵

︶
と
し
て

46

お
く
所
以
で
あ
る
︒
こ
れ
も
前
項
同
様
︑
ツ
レ
に
気
付
い
た
方
は
ぜ
ひ
ご
教
示
賜
り
た
い
と
切
に
願
う
も
の
で
あ
る
︒

某家所蔵古筆切等について（続）

四
三



︿
翻
刻
﹀

古
今
和
謌
集
巻
第
五

秋
哥
下

是
貞
み
こ
の
家
の
哥
合
哥

文
屋
の
や
す
ひ
て

﹁
屋
﹂
の
右
に
﹁
室
﹂
の
書
入
れ
︑
名
前
の
右
下
に
朱
の
注
記
書
入
れ

四
四

図� 伝冷泉為相筆「古今集切（46）」



ふ
く
か
ら
に
あ
き
の
く
さ
き
の
し
ほ
る
れ
は

む
へ
や
ま
か
せ
を
あ
ら
し
と
い
ふ
ら
ん

︵
二
四
九
︶

く
さ
も
き
も
い
ろ
か
は
れ
と
も
わ
た
つ
う
み
の

︵
二
五
○
︶

$
．
伝
浄
弁
筆
﹃
続
千
載
和
歌
集
﹄︵
二
︶
断
簡
︒
巻
十
六
︑
一
七
七
七
番
詞
書
～
一
七
七
九
番
詞
書
︒
極
札
な
し
︒

｢
伝
浄
弁
筆
続
千
載
集
切
﹂
の
混
乱
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
﹁
模
写
・
記
録
・
贋
作
(
注
#
)﹂
に
書
い
た
が
︑
当
該
断
簡
は
︑
そ
こ
で
詳
し

く
触
れ
な
か
っ
た
方
の
︵
二
︶
の
ツ
レ
で
あ
る
︒﹃
古
筆
学
大
成
﹄
の
解
説
は
︑
こ
の
﹁
伝
浄
弁
筆
続
千
載
集
切
︵
二
︶
﹂
に
つ
い
て
︑

﹁
自
筆
の
和
歌
懐
紙
や
短
冊
な
ど
と
比
較
す
る
と
︑
明
ら
か
に
異
筆
︒
格
調
の
乏
し
い
書
風
か
ら
︑﹁
伝
浄
弁
筆
本
︵
一
︶
と
は
逆
に
︑

浄
弁
の
生
存
時
期
よ
り
下
っ
た
室
町
時
代
︑
十
五
世
紀
の
書
写
と
思
わ
れ
る
︒
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
確
か
に
︑
﹁
み
﹂
﹁
む
﹂﹁
ひ
﹂
な

某家所蔵古筆切等について（続）
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図� 伝浄弁筆「続千載集切（二）」



ど
の
仮
名
の
書
体
を
見
る
と
室
町
時
代
と
見
る
他
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ツ
レ
は
い
た
っ
て
少
な
い
ら
し
く
︑
今
の
と
こ
ろ
︑

﹃
古
筆
学
大
成
﹄
が
掲
出
す
る
個
人
蔵
手
鑑
中
の
も
の
と
い
う
一
葉
以
外
に
は
見
出
し
得
て
い
な
い
︒
十
三
代
集
の
中
で
は
︑﹃
続
千

載
集
﹄
の
古
筆
切
は
相
当
に
多
く
存
在
す
る
の
で
︑
十
三
代
集
と
し
て
は
比
較
的
多
く
書
写
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
思
わ
れ
る
︒
古
筆

切
の
存
在
の
多
寡
は
そ
の
作
品
の
享
受
の
有
り
様
を
写
す
鏡
で
も
あ
り
︑
現
代
の
和
歌
史
の
評
価
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
趣
が
感
じ

ら
れ
て
︑
興
味
深
い
︒
と
ま
れ
︑
未
公
表
の
手
鑑
類
の
中
に
ツ
レ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒

︿
翻
刻
﹀永

仁
九
年
亀
山
殿
十
首
哥
に
幽
居
暮
秋

前
大
納
言
実
冬

世
を
す
つ
る
す
み
か
に
も
猶
を
し
む
か
な
思
な
れ
に
し
秋
の
な
こ
り
を

︵
一
七
七
七
︶

題
し
ら
す

中
原
師
宗
朝
臣

暮
て
行
秋
の
な
こ
り
を
ゝ
し
ほ
山
し
か
も
こ
よ
ひ
や
な
き
あ
か
す
ら
む

︵
一
七
七
八
︶

後
近
衛
関
白
右
大
臣
家
哥
合
に
朝
時
雨

︵
一
七
七
九
︶

%
・
伝
藤
原
公
任
筆
仮
名
書
き
﹃
無
量
義
経
﹄
断
簡
︒
十
功
徳
品
第
三
︒

極
札
は
二
代
目
畠
山
牛
庵
の
も
の
と
お
ぼ
し
く
︑﹁
四
條
亜
槐
公
任
卿
﹂
と
あ
る
︒
料
紙
が
美
し
い
︒
鳥
の
子
に
銀
砂
子
を
細
か

く
一
面
に
撒
い
た
い
わ
ゆ
る
梨
子
地
︒
そ
こ
に
粗
く
金
砂
子
が
混
ざ
っ
て
い
る
︒
院
政
期
の
書
写
か
と
思
わ
れ
る
︒

四
六



従
来
︑
仮
名
書
き
写
経
は
︑
装
飾
料
紙
の
面
か
ら
は
美
術
史
研
究
の
一
環
と
し
て
研
究
の
対
象
と
さ
れ
︑
内
容
面
か
ら
は
主
に
国

語
史
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
︒
古
筆
切
と
し
て
は
︑
こ
う
し
た
平
安
期
の
料
紙
の
美
し
い
も
の
が
鑑
賞
の
対
象
と
な
っ
て
き
た

と
言
え
そ
う
で
あ
る
が
︑
体
系
的
に
研
究
さ
れ
た
こ
と
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
書
家
で
古
筆
切
に
も
造
詣
が
深
く
︑
﹃
昭
和
古

筆
名
葉
集
﹄
を
編
ん
だ
田
中
塊
堂
は
︑
そ
の
﹃
昭
和
古
筆
名
葉
集
﹄
の
﹁
四
條
大
納
言
公
任
卿
﹂
の
項
に
︑﹁
経
切

紙
銀
砂
子
﹂

と
当
該
﹃
無
量
義
経
﹄
切
ら
し
き
も
の
を
掲
げ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
そ
れ
以
前
の
﹃
古
筆
名
葉
集
﹄
の
記
載
を
転
記
し
た
ま
で
で
あ

る
︒
他
方
︑
田
中
の
著
し
た
﹃
古
写
経
綜
鑑
(注
$
)﹄
で
は
仮
名
書
き
写
経
に
触
れ
て
い
な
い
︒
古
筆
切
の
網
羅
的
研
究
の
成
果
で
あ
る
春

名
好
重
著
﹃
古
筆
大
辞
典
﹄
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒
お
そ
ら
く
唯
一
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
の
は
︑
小
松
茂
美
編
﹃
古
筆
学

大
成
﹄
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
同
書
は
﹁
仮
名
無
量
義
経
・
仮
名
観
普
賢
経
﹂
の
古
筆
切
と
し
て
︑
唯
一
︑﹁
伝
藤
原
公
任
筆
﹂
の

古
筆
切
を
三
葉
掲
出
し
た
︒
こ
こ
に
掲
げ
た
も
の
も
そ
の
ツ
レ
で
あ
る
︒
小
松
茂
美
氏
の
解
説
を
引
用
す
る
と
︑
﹁︵
藤
原
公
任
と
い

う
極
め
は
︱
引
用
者
注
︶
単
な
る
擬
定
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
の
書
風
や
料
紙
の
装
飾
技
巧
は
︑﹁
伝
藤
原
定
頼
筆

烏
丸
切
後
撰
和
歌

某家所蔵古筆切等について（続）
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図� 伝藤原公任筆「仮名無量

義経切」



集
﹂
に
似
通
う
︒﹁
烏
丸
切
﹂
は
︑﹁
本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集
﹂
の
う
ち
︑
﹁
元
真
集
﹂
と
同
筆
︒
と
す
れ
ば
︑
一
一
一
○
年
前
後

の
こ
ろ
に
成
っ
た
﹁
本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集
﹂
の
成
立
年
代
を
基
準
に
し
て
︑
こ
の
﹁
伝
藤
原
公
任
筆

仮
名
無
量
義
経
・
仮
名

観
普
賢
経
切
﹂
も
︑
同
時
代
の
書
写
と
判
定
で
き
る
︒
い
ま
は
佚
亡
し
た
こ
れ
と
一
具
の
﹃
法
華
経
﹄
八
巻
も
︑
お
そ
ら
く
こ
れ
ら

と
一
筆
の
書
写
で
は
な
か
っ
た
か
︒
と
す
る
と
︑
鳥
羽
朝
か
ら
白
河
法
皇
時
代
に
か
け
て
の
屈
指
の
能
書
が
︑
高
貴
の
誂
え
に
応
じ

て
書
写
進
上
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
︑
力
説
し
て
い
る
︒
小
松
氏
は
︑
さ
ら
に
進
ん
で
︑
下
命
の
主
は
白
河
法
皇
の
女
御
︑
承
香

殿
女
御
道
子
か
篤
子
内
親
王
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
し
︑
鳥
羽
天
皇
に
入
内
し
た
中
宮
璋
子
の
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
︑
想
像
の
翼
を
広
げ
て
行
く
が
︑
先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
あ
た
り
ま
で
が
許
さ
れ
る
範
囲
内
の
推
測
で
あ
ろ
う
︒
仮
名
書
き
写

経
は
誰
の
た
め
の
も
の
か
︒
漢
字
に
親
し
み
の
な
い
女
性
に
向
け
た
も
の
と
考
え
る
の
は
確
か
に
納
得
し
易
い
︒
ま
た
金
銀
の
箔
を

散
ら
し
た
美
し
い
料
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
高
貴
な
身
分
の
人
の
誂
え
に
よ
る
と
の
推
定
も
首
肯
で
き
る
︒
が
︑
そ
れ
も
あ
く

ま
で
推
測
︒
そ
う
で
な
い
場
合
も
否
定
は
出
来
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
何
は
と
も
あ
れ
︑
翻
刻
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
︒
参

考
ま
で
に
︵

︶
内
に
﹃
大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄
の
頁
数
を
記
載
す
る
︒

︿
翻
刻
﹀

ほ
る
も
の
を
し
て
ふ
せ
の
心
を
お
こ
さ
し
め
お

こ
れ
る
心
あ
る
も
の
を
し
て
か
い
を
た
も
つ
心
を

お
こ
さ
し
め
い
か
る
こ
ゝ
ろ
さ
か
な
る
も
の
を
し

︵
三
八
七
頁
︶

四
八



こ
れ
は
﹃
無
量
義
経
﹄
第
三
の
初
め
の
方
で
︑
十
種
の
功
徳
の
内
の
第
一
の
功
徳
を
列
挙
す
る
箇
所
で
あ
る
︒﹃
大
蔵
経
﹄
の
該

当
す
る
本
文
は
︑﹁
諸
慳
貪
者
起
布
施
心
︒
多
驕
慢
者
起
持
戒
心
︒
瞋
恚
盛
者
起
忍
辱
心
︒﹂
の
よ
う
で
あ
り
︑
分
か
り
易
い
和
文
に

改
め
つ
つ
読
み
下
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
調
べ
て
い
る
過
程
で
こ
の
当
該
断
簡
は
︑
か
つ
て
入
札
目
録
に
写
真
が

載
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
︒
昭
和
十
年
五
月
六
日
に
東
京
美
術
倶
楽
部
で
入
札
さ
れ
た
﹁
野
崎
木
村
両
家
所
蔵
品
入
札

目
録
﹂
で
あ
る
︒
同
書
の
一
九
六
番
に
載
る
﹁
古
筆
手
鑑
﹂
中
に
﹁
源
俊
頼
朝
臣
﹂
の
極
札
の
付
さ
れ
た
﹁
東
大
寺
切
三
宝
絵
﹂
と

並
べ
て
貼
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
て
み
る
と
︑
こ
の
手
鑑
も
そ
の
後
ば
ら
ば
ら
に
解
体
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

4
・
伝
西
行
筆
仮
名
書
き
﹃
法
華
経
﹄
断
簡
︒
化
城
喩
品
第
七
︒

こ
れ
も
仮
名
書
き
の
写
経
で
あ
る
︒
内
容
は
﹃
法
華
経
﹄
巻
第
三
・
化
城
喩
品
第
七
︒

ま
ず
は
翻
刻
を
先
に
掲
げ
て
お
こ
う
︒

︿
翻
刻
﹀

や
う
は
こ
ゝ
に
■
た
ゝ
わ
れ
ひ
と
り
こ
そ
あ
り
つ
れ
か
く
に
わ
か
に

ひ
と
の
い
て
き
た
る
は
た
ち
ま
ち
に
人
の
む
ま
れ
た
る
か
と

お
も
へ
り
そ
の
く
に
に
ひ
ん
か
し
の
か
た
の
五
百
■
の
を
く

の
も
お
ゝ
の
く
に
の
な
か
に
梵
天
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
人
の
す
み

か
の
ひ
か
り
つ
ね
よ
り
も
ま
さ
り
た
り
そ
の
︵
と
︶
こ
ろ
の
■
の
■
お
ゝ

某家所蔵古筆切等について（続）
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思
や
う
は
こ
の
す
み
か
の
ひ
か
り
の
あ
き
ら
か
な
る
こ
と
の
む
か
し

に
も
す
き
た
る
は
い
か
な
る
こ
と
の
あ
る
に
か
あ
ら
ん
い
さ
と
も
に

ゆ
き
て
た
つ
ね
ん
と
て
お
の
〳
〵
は
な
ふ
く
ろ
に
も
お
ゝ
の
花

を
い
れ
て
に
し
さ
ま
に
た
つ
ね
き
て
み
る
に
ほ
と
け
の

︵
二
三
頁
︶

虫
喰
い
な
ど
で
読
め
な
い
文
字
は
■
と
し
た
︒
ま
た
脱
字
を
右
傍
ら
に
補
っ
て
い
る
箇
所
は
︵

︶
で
括
っ
た
︒

五
〇

図� 伝西行筆「仮名法華経切」



さ
て
︑
こ
れ
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
箇
所
の
﹃
法
華
経
﹄
の
原
文
を
︑
岩
波
文
庫
の
読
み
下
し
に
よ
っ
て
見
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

そ
の
と
き
︑
東
方
五
百
万
億
の
諸
の
国
土
の
中
の
梵
天
の
宮
殿
は
︑
光
明
照
曜
き
て
︑
常
の
明
に
倍
れ
り
︒
諸
の
梵
天
王
は
︑

各
こ
の
念
を
作
す
︒﹃
い
ま
︑
宮
殿
の
光
明
は
︑
昔
よ
り
未
だ
あ
ら
ざ
る
所
な
り
︒
何
の
因
縁
を
も
っ
て
︑
こ
の
相
を
現
わ
す

や
﹄
と
︒
こ
の
と
き
︑
諸
の
梵
天
王
は
︑
即
ち
各
相
い
詣
り
て
︑
共
に
こ
の
事
を
議
す
︒
し
か
し
て
︑
か
の
衆
の
中
に
一
の
大

梵
天
王
あ
り
︑
救
一
切
と
名
づ
く
︒
諸
の
梵
衆
の
た
め
に
︑
し
か
も
偈
を
説
い
て
言
わ
く
﹁︵
中
略
︶﹂
と
︒
そ
の
と
き
︑
五
百

万
億
の
国
土
の
諸
の
梵
天
王
は
︑
宮
殿
と
倶
に
︑
各
︑
衣
裓
を
も
っ
て
︑
諸
の
天
華
を
盛
り
︑
共
に
西
方
に
詣
り
て
︑
こ
の
相

を
推
尋
る
に
︑
大
通
智
勝
如
来
の
︑
道
場
の
菩
提
樹
の
下
に
処
し
︵
下
略
︶

す
な
わ
ち
︑
両
者
の
文
章
に
は
極
め
て
大
き
な
差
異
が
あ
る
︒
原
文
の
趣
旨
を
活
か
し
て
要
約
し
た
り
︑
原
文
に
存
在
し
な
い
文

章
を
補
っ
た
り
し
て
お
り
︑
物
語
化
が
著
し
い
︒
ツ
レ
の
本
文
に
つ
い
て
も
全
く
同
じ
現
象
が
指
摘
で
き
る
︒
た
だ
仮
名
書
き
に
読

み
下
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
︑﹁
化
城
喩
品
物
語
﹂
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
独
自
の
本
文
を
造
形
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
り
︑
後
の
御
伽
草
子
化
の
前
兆
の
如
き
様
相
を
示
し
て
い
る
︒
内
容
的
に
は
大
い
に
注
目
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
︒

こ
の
古
筆
切
を
最
初
に
紹
介
し
た
の
は
︑
や
は
り
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
で
あ
る
︒
加
藤
政
治
蒐
集
の
古
筆
切
図
録
で
あ
る
﹃
養
老
﹄

に
収
録
さ
れ
た
図
版
を
掲
げ
て
い
る
︒
そ
の
切
の
内
容
は
︑﹁
化
城
喩
品
﹂
の
巻
頭
に
近
い
部
分
で
あ
る
︒
次
の
よ
う
な
解
説
文
が

あ
る
︒
﹁︵
上
略
︶
か
な
ら
ず
し
も
経
典
の
直
訳
で
は
な
い
︒
経
句
を
和
文
化
す
る
に
あ
た
り
︑
さ
ら
に
潤
色
の
筆
を
加
え
て
い
る
︒

こ
の
図
版
は
︑
現
存
最
古
の
仮
名
法
華
経
断
簡
な
る
が
ゆ
え
に
︑
当
時
に
お
け
る
﹃
法
華
経
﹄
の
和
文
体
の
傾
向
を
推
知
す
る
上
に
︑

き
わ
め
て
重
要
な
資
料
で
︑
そ
の
価
値
は
見
逃
し
が
た
い
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
正
鵠
を
得
た
指
摘
で
あ
る
︒
こ
の
﹃
養
老
﹄
の
切

某家所蔵古筆切等について（続）

五
一



で
見
る
と
︑
原
文
で
わ
ず
か
�
︑
#
行
の
本
文
が
P
行
の
和
文
に
敷
衍
さ
れ
て
お
り
︑
当
断
簡
よ
り
も
一
層
本
文
の
増
加
が
著
し
い
︒

次
に
別
の
ツ
レ
を
紹
介
し
た
の
は
︑
平
成
二
十
年
二
月
に
出
光
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
﹁
西
行
の
仮
名
﹂
展
で
あ
っ
た
︒
同
展
の

図
録
の
巻
頭
を
飾
る
写
真
が
他
な
ら
ぬ
伝
西
行
筆
の
﹁
仮
名
法
華
経
切
﹂
で
あ
っ
た
︒
個
人
蔵
と
さ
れ
て
い
る
そ
の
断
簡
の
本
文
の

箇
所
は
︑
ま
さ
に
﹃
養
老
﹄
所
収
切
の
直
後
に
続
く
も
の
と
看
做
せ
る
︒
解
説
に
は
︑﹁
細
く
鋭
い
線
質
︑
流
麗
か
つ
直
線
的
な
印

象
の
連
綿
︑
整
っ
た
文
字
の
形
と
い
っ
た
書
風
か
ら
︑
そ
の
極
め
通
り
平
安
時
代
の
書
写
と
考
え
ら
れ
る
︒
現
存
の
﹃
仮
名
法
華

経
﹄
の
古
筆
切
と
し
て
は
︑
最
も
書
写
年
代
が
古
い
︒
本
断
簡
は
新
出
の
断
簡
︒
連
れ
の
断
簡
も
少
な
く
︑
数
葉
が
確
認
さ
れ
る
の

み
で
あ
る
︵﹃
古
筆
学
大
成
﹄
巻
二
十
所
載
断
簡
︑
個
人
蔵
手
鑑
所
収
断
簡
な
ど
(注
%
)︶︒﹂

と
あ
る
か
ら
︑
ま
だ
内
容
未
公
表
の
ツ
レ
が

幾
つ
か
あ
る
ら
し
い
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
経
典
の
物
語
化
と
い
う
視
点
で
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
︑
残
り
の
未
公
表
断
簡
の
紹
介

が
待
た
れ
る
︒三

伝
称
筆
者
不
明
分

以
下
に
は
︑
そ
れ
な
り
の
伝
称
筆
者
名
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
鎌
倉
～
室
町
あ
た
り
の
時
期
の
書
写
本
の
断
簡
で
︑
現
在
ま
で
伝

称
筆
者
名
を
明
ら
か
に
し
得
て
い
な
い
も
の
を
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
︒
本
来
な
ら
ば
︑
は
っ
き
り
確
定
で
き
て
か
ら
掲
載
す

る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
︑
私
一
人
の
手
に
余
る
の
も
事
実
で
あ
り
︑
多
く
の
識
者
に
見
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
筆
者
未
詳
の
不
幸

な
状
態
か
ら
一
刻
も
早
く
脱
し
さ
せ
て
や
り
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
︒
読
者
に
は
筆
者
の
微
意
を
汲
み
取
り
了
と
せ
ら
れ
た
い
︒

五
二



:
．
伝
称
筆
者
未
詳
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
断
簡
︒
巻
十
五
︑
七
八
四
番
歌
詞
書
の
み
︒

い
わ
ゆ
る
後
京
極
流
の
書
風
の
面
影
が
か
す
か
に
や
ど
る
滑
ら
か
な
筆
致
で
︑
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
︑
鎌
倉
時
代
中
期
～
後
期

の
こ
ろ
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
が
︑﹁
古
今
集
﹂
の
古
筆
切
は
極
め
て
多
量
に
上
る
た
め
︑
ま
だ
同
筆
の
ツ
レ
と
見
ら
れ
る
も
の
を

確
認
で
き
な
い
で
い
る
︒
博
捜
す
れ
ば
ツ
レ
が
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

︿
翻
刻
﹀な

り
ひ
ら
の
朝
臣
き
の
あ
り
つ
ね
か
女
に

す
み
け
る
を
う
ら
む
る
こ
と
あ
り
て
し

は
し
の
あ
ひ
た
ひ
る
は
き
て
ゆ
ふ
さ
り
は
か
へ

︵
七
八
四
︶

某家所蔵古筆切等について（続）

五
三

図� 伝承筆者未詳

「古今集切」



=
．
伝
称
筆
者
未
詳
﹃
新
古
今
和
歌
集
﹄
断
簡
︒
巻
十
二
︑
一
一
三
三
番
作
者
名
～
一
一
三
四
番
和
歌
︒

四
角
い
枠
の
中
に
書
い
て
い
る
よ
う
な
几
帳
面
な
感
じ
の
す
る
書
体
で
あ
る
が
︑
決
し
て
拙
く
は
な
い
︒
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南

北
朝
時
代
を
下
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
で
︑
こ
れ
も
か
つ
て
は
︑
然
る
べ
き
名
を
記
し
た
極
札
が
備
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒
し
か
し
︑﹃
新
古
今
和
歌
集
﹄
の
古
筆
切
は
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
古
筆
切
に
次
い
で
種
類
が
多
く
︑
こ
れ
も
残
念
な
が
ら
︑

伝
称
筆
者
名
を
確
認
で
き
て
い
な
い
︒
歌
の
頭
部
に
撰
者
名
注
記
が
あ
る
が
︑
写
真
が
不
鮮
明
で
︑
そ
こ
ま
で
は
判
読
で
き
な
い
の

も
残
念
で
あ
る
︒

五
四

図	 伝承筆者未詳「新古今集切」



︿
翻
刻
﹀

権
中
納
言
俊
忠

な
き
な
の
み
た
つ
た
の
や
ま
に
た
つ

く
も
の
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
ぬ
な
か
め
を
そ
す
る

︵
一
一
三
三
︶

百
首
歌
の
中
に
恋
の
こ
ゝ
ろ
を

惟
明
親
王

あ
ふ
こ
と
の
む
な
し
き
そ
ら
の
う
き
く
も
は

み
を
し
る
あ
め
の
た
よ
り
な
り
け
り

︵
一
一
三
四
︶

P
．
伝
称
筆
者
名
未
詳
﹃
新
古
今
和
歌
集
﹄
断
簡
︒
巻
十
九
︑
一
八
六
七
番
和
歌
～
一
八
六
九
番
作
者
名
︒

こ
れ
も
鎌
倉
時
代
中
期
か
ら
後
期
あ
た
り
に
比
定
で
き
そ
う
な
古
筆
切
で
あ
る
︒
詞
書
の
書
出
し
の
位
置
が
一
八
六
八
番
歌
で
は

三
字
下
げ
で
書
か
れ
て
お
り
︑
他
方
︑
次
の
一
八
六
九
番
の
詞
書
は
一
字
下
げ
と
い
う
ち
ょ
っ
と
他
に
は
見
出
し
が
た
い
書
き
方
を

し
て
お
り
︑
ど
う
い
う
わ
け
で
そ
の
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
︒
ツ
レ
発
見
の
た
め
の
手
掛
か
り
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
が
︑
現
在
の
時
点
で
は
︑
伝
称
筆
者
は
未
定
と
し
て
お
く
他
は
な
い
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
れ
に
も
何
ら
か
の
極
札
が
備

わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
右
端
に
二
行
分
程
度
の
余
白
が
あ
り
︑
綴
じ
糸
の
痕
跡
が
見
え
る
の
で
︑
右
頁
の
末
尾
の
余
白

部
分
が
付
い
た
ま
ま
の
形
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
た
だ
し
︑
こ
の
一
八
六
七
番
は
巻
頭
で
は
な
い
の
で
︑
前
に
余
白
が
あ

某家所蔵古筆切等について（続）

五
五



る
の
は
お
か
し
い
︒
ま
た
右
端
余
白
の
綴
じ
糸
に
接
す
る
部
分
に
裏
面
の
文
字
が
鏡
文
字
と
し
て
う
っ
す
ら
と
見
え
て
お
り
︑
そ
こ

に
は
︑
﹁
新
古
今
和
□
□
□
□
□
□
／
□
﹂
と
僅
か
に
読
め
る
文
字
が
あ
る
︒
列
帖
の
括
り
と
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
が
︑
よ
く
分
か

ら
な
い
︒
後
考
に
俟
つ
こ
と
と
し
た
い
︒
撰
者
名
注
記
は
な
い
︒﹃
新
古
今
和
歌
集
﹄
断
簡
は
前
述
の
通
り
種
類
が
多
く
︑
同
筆
の

ツ
レ
を
確
認
し
き
れ
な
い
︒

︿
翻
刻
﹀

五
六

図
 伝承筆者未詳「新古今集切」



と
ひ
か
け
る
あ
ま
の
い
は
ふ
ね
尋
て
そ

あ
き
つ
し
ま
に
は
み
や
は
し
め
け
る

︵
一
八
六
七
︶

賀
茂
の
社
の
午
日
う
た
ひ
侍
け

る
哥

山
と
か
も
う
み
に
あ
ら
し
の
に
し
ふ
か
は

い
つ
れ
の
し
ま
に
み
ふ
ね
つ
な
か
■

︵
一
八
六
八
︶

神
楽
を
よ
み
侍
け
る貫

之

︵
一
八
六
九
︶

．
伝
称
筆
者
未
詳
﹃
挙
白
集
﹄
断
簡
︒
巻
十
二
︑
一
二
一
一
番
︒

10

某家所蔵古筆切等について（続）

五
七

図10 伝承筆者未詳｢挙白集切｣



木
下
長
嘯
子
の
家
集
﹃
挙
白
集
﹄
中
の
歌
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
定
家
様
で
歌
一
首
が
書
か
れ
て
お
り
︑
紙
高
の
小
さ
め
の
料
紙
に

比
較
的
大
ぶ
り
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
︑
家
集
全
部
を
書
写
し
た
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
鳥
の
子
の
料
紙
に
書
か
れ
て
お

り
︑
色
紙
も
し
く
は
抜
書
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
わ
れ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
内
容
が
﹃
挙
白
集
﹄
中
の

歌
で
あ
る
以
上
︑
近
世
の
書
写
で
あ
り
︑
古
筆
切
と
い
う
べ
き
範
疇
に
は
入
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
︒
流
布
の
﹃
挙
白
集
﹄
が
冷
泉

為
景
の
蔵
書
と
関
わ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
︑
そ
の
あ
た
り
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

︿
翻
刻
﹀

湖
上
冬
月

木
枯
に
ひ
ら
の
湊
の
冬
の
月

一
葉
く
も
れ
る
あ
ま
の
つ
り
舟

︵
一
二
一
一
︶

．
伝
称
筆
者
未
詳
﹃
金
葉
和
歌
集
﹄
断
簡
︒
巻
一
︑
七
六
番
歌
詞
書
～
七
七
番
和
歌
︒

11
『
金
葉
和
歌
集
﹄
の
古
筆
切
と
な
る
と
︑
種
類
も
あ
ま
り
多
く
な
く
︑
既
知
の
も
の
と
照
合
す
る
の
に
も
さ
し
て
時
間
が
か
か
る

わ
け
で
も
な
い
の
だ
が
︑
そ
れ
で
も
今
の
と
こ
ろ
ツ
レ
に
つ
い
て
の
見
当
は
つ
か
な
い
︒
本
文
は
二
度
本
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
︒

や
や
小
ぶ
り
の
断
簡
で
︑
升
型
本
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
︒
写
真
は
相
当
ピ
ン
ト
が
ず
れ
て
お
り
︑
修
正
し
て
も
あ
ま
り

鮮
明
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
加
工
も
こ
の
あ
た
り
が
限
界
で
あ
る
︒
と
も
あ
れ
︑
翻
刻
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
︒

五
八



︿
翻
刻
﹀

き
て
あ
そ
ひ
け
る
次
に
お
り
け
る

を
み
て
よ
め
る中

納
言
雅
定

わ
か
や
と
に
ま
た
こ
む
人
も
み
る
は
か
り

お
り
な
や
つ
し
そ
山
吹
の
は
な

︵
七
六
︶

某家所蔵古筆切等について（続）

五
九

図11 伝承筆者未詳「金葉集切」



水
辺
欵
冬

摂
政
左
大
臣

か
き
り
あ
り
て
ち
る
た
に
お
し
き
山
吹

を
い
た
く
な
お
り
そ
ゐ
て
の
川
な
み

︵
七
七
︶

七
六
番
歌
の
下
の
句
︑
普
通
は
﹁
折
り
な
尽
く
し
そ
﹂
と
い
う
禁
止
句
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
︑﹁
な
・
・
・
そ
﹂
の
間
が
﹁
や

つ
し
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
意
味
的
に
は
適
切
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
歌
は
二
度
本
に
の
み
収
録
さ
れ
る
歌
で
あ
る

ら
し
く
︑
初
度
本
︑
三
奏
本
に
は
見
ら
れ
な
い
︒
二
度
本
の
中
に
こ
の
よ
う
な
本
文
を
持
つ
伝
本
が
あ
る
の
か
︑
本
断
簡
特
有
の
本

文
な
の
か
︑﹁
金
葉
集
﹂
の
伝
本
を
調
べ
た
こ
と
が
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
︒
専
門
家
の
ご
教
示
を
待
ち
た
い
と
思
う
︒

他
に
は
︑﹁
冷
泉
殿
為
秀
卿
﹂
と
い
う
極
札
の
具
備
す
る
﹁
古
今
集
切
︵
四
半
︶﹂
︑﹁
定
家
卿
﹂
と
い
う
﹁
琴
山
﹂
印
の
極
札
の
あ

る
未
詳
散
文
切
︵
小
紙
片
三
行
︶
な
ど
が
あ
る
が
︑
あ
ま
り
に
も
写
真
が
不
鮮
明
な
の
で
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒

四

前
稿
の
訂
正

前
稿
で
︑
図

と
し
て
︑﹁
二
条
家
為
氏
卿
﹂
と
い
う
極
札
を
持
つ
断
簡
を
掲
げ
︑﹃
古
筆
学
大
成
﹄
の
分
類
に
従
っ
て
︑﹁
伝
後

12

京
極
良
経
筆
﹁
源
氏
物
語
和
歌
切
(二
)﹂
と
し
た
の
で
あ
る
が
︑
最
近
の
田
中
登
氏
の
著
書
︑﹃
平
成
新
修
古
筆
資
料
集

第
五
集
(注
4
)﹄

に
よ
っ
て
︑
訂
正
の
必
要
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
田
中
氏
は
同
書
に
収
め
た
﹁
一
四

後
京
極
良
経

小
巻
物
切
︵
源
氏
集
︶﹂

六
〇



の
項
に
お
い
て
︑
ツ
レ
に
な
る
切
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
横
一
五
・
一
セ
ン
チ
も
あ
る
真
木
柱
巻
の
断
簡
で
あ

る
︒
田
中
氏
は
こ
の
ツ
レ
が
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
に
も
収
め
ら
れ
て
い
て
︑
横
一
七
・
八
セ
ン
チ
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
冷
泉
家
の
分
は
前
稿
を
執
筆
し
た
際
に
見
落
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
田
中
氏
の
指
摘
通
り
︑
明
ら
か
に
冊
子
本
で
は
な
く
︑
巻

子
本
の
断
簡
で
あ
る
︒
私
の
前
稿
で
冊
子
本
の
断
簡
と
し
た
の
は
誤
り
で
あ
り
︑
巻
子
本
の
断
簡
で
あ
る
と
︑
訂
正
し
た
い
︒

冷
泉
家
に
巻
子
の
面
影
を
残
す
断
簡
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
れ
ら
も
ま
た
︑
か
つ
て
は
冷
泉
家
に
襲
蔵
さ
れ
て
い
た

巻
物
か
ら
離
れ
て
世
に
出
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
切
断
さ
れ
た
も
の
を
冷
泉
家
の
先
祖
の
誰
か
の
時
点
で
入
手

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
後
者
だ
と
す
る
と
︑
巻
物
が
切
断
さ
れ
た
の
は
相
当
古
い
時
期
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
︒

注(�
)

拙
稿
﹁
某
家
所
蔵
古
筆
切
等
に
つ
い
て
︱
中
院
切
・
小
松
切
・
長
柄
切
そ
の
他
︱
﹂︵﹃
成
城
国
文
學
論
集
﹄
第
三
十
三
輯
︑
平
成
二

十
二
年
三
月
︶

(�
)

徳
植
俊
之
﹁
勅
撰
和
歌
集
の
古
筆
切
︱
古
今
集
・
拾
遺
集
︵
付
︑
拾
遺
抄
︶︑
新
出
断
簡
の
紹
介
と
そ
の
意
義
︱
﹂︵
久
下
裕
利
・
久

保
木
秀
夫
編
﹃
平
安
文
学
の
新
研
究
﹄
新
典
社
︑
平
成
十
八
年
九
月
︶

(#
)

拙
稿
﹁
模
写
・
記
録
・
贋
作
︱
古
筆
切
研
究
の
悩
ま
し
さ
︱
﹂︵﹃
成
城
文
藝
﹄
第
二
一
○
号
︑
平
成
二
十
二
年
三
月
︶

($
)

田
中
塊
堂
著
﹃
古
写
経
綜
鑑
﹄︵
鵤
故
郷
舎
︑
昭
和
十
七
年
九
月
︶

(%
)

別
府
節
子
﹁
仮
名
法
華
経
切

伝
西
行
筆
﹂︵
出
光
美
術
館
展
示
図
録
﹃
西
行
の
仮
名
﹄﹁
出
品
目
録
・
解
説
・
釈
文
﹂︑
平
成
二
十

年
二
月
︶

某家所蔵古筆切等について（続）

六
一



(4
)

田
中
登
編
﹃
平
成
新
修
古
筆
資
料
集

第
五
集
﹄︵
思
文
閣
出
版
︑
平
成
二
十
二
年
九
月
︶

付
記

本
稿
は
平
成
二
十
二
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
﹁
日
本
に
お
け
る
漢
字
テ
ク
ス
ト
の
表
象
と
文
化
の
統
合
的
研
究
﹂
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

六
二


