
蓬
左
文
庫
蔵
「
連
歌
師
有
琳
書
簡
」

翻
　
刻
　
と
　
研
　
究

岩

下

紀

之

　
本
書
は
昭
和
五
十
一
年
刊
行
の
「
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
国
書
分
類

目
録
」
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
、
「
国
書
総
目
録
」
に
は
収
録
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
事
実
上
書
名
の
な
い
短
篇
で
あ
る

か
ら
、
他
に
写
本
が
あ
る
か
ど
う
か
断
定
い
た
し
か
ね
る
。
文
庫
目

録
に
、
江
戸
初
期
写
と
鑑
定
さ
れ
、
従
う
べ
き
で
あ
る
。
巻
子
本
一

巻
で
、
表
紙
は
た
て
1
8
・
3
㎝
、
よ
こ
1
4
㎝
。
紺
地
に
金
糸
の
模
様

の
は
い
っ
た
布
製
。
な
お
整
理
番
号
一
〇
七
・
一
｝
と
い
う
ラ
ベ
ル

が
貼
っ
て
あ
る
。
裏
は
金
色
の
稲
妻
菱
つ
な
ぎ
模
様
の
紙
を
貼
っ
て

い
る
。
本
紙
は
斐
紙
で
、
長
さ
約
9
6
㎝
の
紙
二
枚
を
つ
な
い
で
い
る
。

外
題
、
内
題
と
も
に
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
内
容
は
書
簡
で
あ

る
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
所
蔵
者
が
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
名
称

を
以
っ
て
目
録
に
記
載
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
内
容
は
有
琳
が
昌
叱
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
が
、
有
琳
と
い
う
人

物
は
未
詳
で
あ
る
。
「
顕
伝
明
名
録
」
に
、
「
有
琳
　
濃
州
住
人
杉
因

幡
守
」
と
す
る
が
、
は
た
し
て
こ
の
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
°
ま
た
本
書

に
は
日
付
が
な
い
の
で
、
正
確
な
成
立
年
時
も
判
明
し
な
い
。
本
文

か
ら
で
き
る
だ
け
の
推
定
を
め
ぐ
ら
し
て
み
た
い
。

　
本
文
中
に
存
命
の
人
物
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
紹
巴
、
半
夢

公
の
二
人
で
あ
る
。
紹
巴
に
つ
い
て
は
何
も
言
う
ま
で
も
な
い
。
半

夢
公
は
、
前
田
玄
以
が
半
夢
斎
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（「

ｰ
伝
明
名
録
」
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
）
　
時
代
は
同
時
代
で
あ

る
し
、
玄
以
は
連
歌
数
寄
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
可
能
性
は
あ
る
と

考
え
る
。
た
だ
半
夢
斎
と
名
乗
っ
て
い
た
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
が

今
の
と
こ
ろ
で
き
な
い
で
い
る
。
筆
者
の
有
琳
は
こ
の
時
か
な
り
の

年
配
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
存
命
に
て
見
参
本
望
之
至
候
」
と

言
っ
て
い
る
。
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
京
都
か

ら
の
「
御
下
向
」
を
迎
え
る
立
場
に
あ
る
か
ら
地
方
在
住
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
「
旦
ハ
舟
給
候
者
快
然
候
」
と
い
う
の
で
、
い
ず
れ
水
辺
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の
町
と
い
っ
た
想
定
も
ゆ
る
さ
れ
よ
う
。
後
文
に
は
因
幡
の
地
名
が

出
て
い
る
。
ま
た
文
意
か
ら
見
て
昌
叱
が
そ
の
地
に
下
向
し
、
有
琳

は
こ
れ
に
度
々
面
会
し
た
。
昌
叱
が
こ
の
地
を
立
ち
去
っ
た
あ
と
、

さ
ら
に
こ
の
書
状
を
呈
し
た
も
の
で
あ
る
。
昌
叱
の
生
涯
に
こ
の
よ

う
な
旅
行
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
調
査
に
待
た
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
以
下
具
体
的
な
句
評
に
な
る
が
、
発
句
三
句
に
つ
い
て
歯
に
衣
着

せ
ぬ
痛
烈
な
批
評
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
句
の
作
者
が
昌
叱
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
ま
ず
、
松
の
葉
の
響
を
見
す
る
柳
哉
、
に
つ
い
て
の
評
で
は
、
柴

屋
公
‖
宗
長
の
言
説
を
引
い
て
い
る
。
紹
巴
の
生
年
が
大
永
四
年
、

昌
叱
の
生
年
は
天
文
八
年
で
あ
る
。
宗
長
死
去
の
年
享
禄
五
年
に
は
、

紹
巴
九
歳
、
昌
叱
は
ま
だ
生
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
両
者
共
に

宗
長
の
直
接
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
有
琳
の
口
ぶ
り
は
宗
長
の
添
削
の
現
場
に
い
あ
わ
せ
た
よ

う
で
あ
っ
て
、
昌
叱
よ
り
か
な
り
の
先
輩
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
個
所
は
、
宗
祇
と
そ
の
直
門
の
連
歌
師
達
が
ど
の
よ
う
に
仰
ぎ
見

ら
れ
て
い
た
か
を
伝
え
る
興
味
深
い
｝
節
で
あ
る
。
宗
牧
に
と
っ
て

宗
祇
の
講
説
は
、
も
は
や
感
涙
を
も
っ
て
聞
か
れ
る
べ
き
も
の
な
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宗
牧
か
ら
里
村
昌
休
、
そ
の
子
の
里
村
昌
叱

と
い
う
師
承
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
宗
牧
の
名
を
あ
げ
て
自
作
を

批
評
さ
れ
る
の
は
、
昌
叱
に
は
耳
の
痛
い
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。　

一
句
お
い
て
、
道
う
る
や
天
つ
た
ふ
日
の
雲
霞
、
の
句
評
に
は
い

る
と
、
肺
腕
を
つ
ら
ぬ
く
き
び
し
い
口
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず

こ
の
発
句
が
昌
叱
の
句
で
あ
る
根
拠
と
し
て
は
「
紹
三
問
答
」
が
あ

げ
ら
れ
る
。
同
書
は
周
知
の
通
り
、
関
東
の
連
歌
師
三
甫
が
、
天
正

七
年
上
洛
し
た
時
の
紹
巴
と
の
問
答
を
書
き
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
似
）

同
書
に
、
こ
の
句
が
昌
叱
作
と
し
て
引
か
れ
、
「
濃
州
に
玄
仁
と

日
人
の
あ
ひ
さ
つ
也
」
と
注
記
し
て
い
る
。
前
田
玄
以
と
こ
の
句
が

結
び
つ
く
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
「
此
句
又
あ
し
し
」
と
酷
評
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
句
は
昌
叱
の
作
と
し
て
い
わ
ば
有
名
な
句

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
こ
の
書
簡
中
の
三
句
が
い
ず
れ
も

昌
叱
の
句
で
あ
る
と
の
推
定
を
ゆ
る
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
紹
三
問
答
」
の
成
立
は
、
そ
の
核
と
な
る
問
答
は
天
正
七
年
に

か
わ
さ
れ
た
に
せ
よ
、
今
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
紹
巴
の
死
後
、

慶
長
七
年
ご
ろ
と
さ
れ
る
。
（
「
連
歌
の
史
的
研
究
」
「
俳
譜
大
辞

典
」
）
　
同
じ
発
句
を
引
用
し
て
い
る
有
琳
書
簡
は
、
天
正
七
年
ご

ろ
の
作
と
す
べ
き
か
、
慶
長
七
年
ご
ろ
の
作
と
す
べ
き
か
問
題
に
な

る
。
こ
の
書
簡
は
直
接
昌
叱
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
し
、
口
調
は
き
び

し
い
け
れ
ど
も
指
導
者
と
し
て
の
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
。
か
り
に

有
琳
が
宗
長
死
去
の
年
に
若
年
の
連
歌
師
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
享

禄
五
年
か
ら
天
正
七
年
ま
で
四
十
七
年
、
慶
長
七
年
ま
で
で
は
六
十

九
年
と
な
る
。
慶
長
ま
で
生
存
し
て
い
る
と
九
十
歳
を
越
す
と
考
え
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ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
可
能
性
は
薄
い
。
天
正
七
年
で
も
宗
長
の
晩
年

か
ら
五
十
年
ほ
ど
の
年
月
が
た
っ
て
お
り
、
「
存
命
に
て
見
参
本
望

候
」
と
の
文
と
予
盾
し
な
い
。

　
　
此
発
句
先
難
聞
候

　
　
惣
別
連
歌
之
道
御
相
伝
な
く
相
聞
候

　
　
御
無
案
内
之
上
に
て
人
々
御
指
南
、
神
慮
も
を
そ
ろ
し
く

　
　
人
の
ゆ
る
さ
ぬ
上
手
め
き
て
田
舎
人
二
見
せ
ん
と
の
御
た
は
か

　
　
り
候
哉

こ
こ
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
い
く
ら
な
ん
で
も
昌
叱

が
老
境
に
入
っ
て
か
ら
の
来
信
と
は
考
え
に
く
い
。
天
正
七
年
で
あ

れ
ば
昌
叱
は
四
十
歳
で
あ
る
。
ま
た
句
評
の
口
ぶ
り
も
、
詠
作
か
ら

あ
ま
り
時
を
お
か
ぬ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
結
局
天
正
七
年
ご
ろ
の

成
立
と
見
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
。

　
大
体
紹
巴
そ
の
人
に
つ
・
い
て
べ
当
時
色
々
の
殿
誉
褒
敗
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
都
に
居
座
っ
て
権
門
に
取
り
入
る
か
に
見
え
る
処
世

術
、
ま
た
そ
の
権
門
を
後
楯
に
し
て
連
歌
界
の
第
一
人
者
で
あ
る
よ

う
な
振
舞
。
従
来
の
連
歌
師
が
旅
に
明
け
暮
な
が
ら
、
句
作
の
実
力

を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
な
る
評
価
を
得
て
い
っ
た
こ
と
と
、

鋭
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
何
よ
り
も
作
家
と
し
て
の
力
量
が
、
宗

祇
や
そ
の
前
後
の
連
歌
師
ほ
ど
の
境
地
に
達
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

最
も
き
び
し
い
評
価
を
「
紹
三
問
答
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
べ
き
）

「
い
か
て
か
や
う
の
人
を
天
下
の
連
歌
師
と
云
人
か
や
、
は
つ
か
し

き
事
也
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
昌
叱
は
そ
の
よ
う
な
紹
巴
の

下
風
に
一
生
立
た
さ
れ
た
人
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
里
村
家
の
両
者
に
か
く
も
き
び
し
い
風
当
り
の
あ
っ
た

一
因
は
、
い
つ
の
ま
に
か
連
歌
師
の
家
柄
が
固
定
し
て
き
た
と
い
う
、

宗
祇
時
代
で
は
夢
想
も
で
き
な
か
っ
た
情
勢
の
変
化
に
も
よ
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
有
琳
に
し
て
も
、
自
分
は
宗
長
の
筋
目
を
引
い
て

い
る
と
い
う
自
負
心
を
ひ
そ
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
紹
三
問
答
」

に
も
、
「
夢
庵
の
御
弟
子
等
恵
」
な
る
人
物
の
、
紹
巴
へ
の
否
定
的

評
価
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
里
村
両
家
に
対
し
て
は
、
当
時
ま
だ
生

存
し
て
い
た
、
宗
祇
直
門
に
教
え
を
受
け
た
人
々
は
、
安
か
ら
ぬ
思

い
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
底
流
を
含
み
な
が
ら
、

里
村
家
は
徳
川
幕
府
に
組
み
込
ま
れ
、
自
家
の
安
泰
を
確
保
し
た
の

で
あ
っ
た
。

　
翻
刻
を
許
可
さ
れ
た
蓬
左
文
庫
と
、
解
読
に
あ
た
っ
て
指
導
し
て

下
さ
っ
た
簗
瀬
一
雄
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

連
歌
師
有
琳
書
簡

　
今
度
之
御
下
向
珍
重
候
、
存
命
に
て
見
参
本
望
之
至
候
、
先
年
在

京
之
刻
、
紹
巴
公
御
芳
情
共
御
礼
等
御
心
静
可
申
入
た
め
に
、
数
日

所
労
之
儀
候
へ
共
、
遠
路
老
足
凌
風
雨
、
夜
中
か
け
て
度
々
参
候
、

然
者
半
夢
公
御
興
行
付
而
一
順
之
事
談
合
之
瑚
、
以
外
之
御
働
無
並
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次
第
、
乍
偏
御
遠
意
あ
り
て
之
事
と
相
見
候
、
在
京
中
之
御
心
底
も

此
時
一
々
思
合
事
共
候
、
就
其
、
此
度
御
句
之
内
人
々
不
審
之
事
等

少
々
書
付
候
、
具
舟
給
候
者
快
然
候
、

　
一
、
松
の
葉
の
響
を
見
す
る
柳
哉

査
柳
い
つ
れ
も
常
に
風
を
持
候
す
か
た
、
見
る
も
聞
も
目
前
之
躰
勿

論
候
、
風
な
き
草
木
に
松
の
ひ
・
き
を
見
せ
た
る
躰
あ
ら
ま
ほ
し
く

候
、
又
五
文
字
せ
め
て
山
松
の
響
を
見
す
と
有
度
候
、
先
詞
の
つ
・

き
よ
ろ
し
く
候
、
殊
彼
会
所
因
幡
の
麓
二
は
其
興
な
を
有
へ
き
に
や
、

柴
屋
公
へ
或
人
一
巻
の
内
二
、
降
雪
を
は
ら
ひ
行
く
宿
と
ひ
て
と

有
二
、
松
の
葉
響
山
深
き
暮
と
有
、
是
を
松
の
ひ
・
き
も
と
被
加
筆

　
定
而
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葉

候
け
り
査
の
響
、
松
の
こ
ゑ
と
こ
そ
有
へ
け
れ
、
黍
の
葉
響
松
の
声

の
　
シ
　
へ

も
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
由
候
、
常
に
い
ひ
な
ら
は
す
詞
も
言
の
葉
の
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

つ
・
き
や
う
に
て
、
只
詞
と
て
連
歌
に
な
ら
さ
る
由
候
、
種
々
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
伺
公
候
つ
る

共
候
、
其
座
二
宗
牧
な
と
詞
に
候
者
発
句
之
内
、
一
二
三
之
と
ち
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
と
の
事
、
祇
公
の
御
事
迄
被
申
出
、
宗
牧
感
涙
候
つ
る
事
、

　
一
、
直
竹
を
雪
の
名
残
の
春
の
庭

是
は
う
ち
ひ
ら
め
、
指
を
折
候
人
の
し
わ
さ
に
て
候
か
、
な
よ
竹
を

雪
の
名
残
の
朝
戸
哉
、
か
や
う
に
有
度
候
、
長
高
く
正
風
二
し
か
も

姿
よ
く
覚
候
、
発
句
と
平
句
と
の
て
に
を
は
差
別
有
之
事
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
一
、
道
う
る
や
天
つ
た
ふ
日
の
雲
霞

　
こ
の
発
句
先
難
聞
候
、
此
五
文
字
の
事
、
法
う
る
や
、
歌
よ
む
や
、

鐘
な
る
や
な
と
の
類
欣
、
如
此
詞
遣
候
に
、
上
手
達
別
而
嫌
た
て
ら

れ
候
、
是
も
て
に
を
は
ひ
と
つ
の
な
ら
ひ
二
候
、
か
く
申
あ
ら
は
し

候
の
事
、
御
為
後
学
二
可
成
古
又
却
而
口
惜
候
、
惣
別
連
歌
之
道
御
相

伝
な
く
相
聞
候
、
御
無
案
内
之
上
に
て
人
々
御
指
南
、
神
慮
も
を
そ

ろ
し
く
、
そ
れ
を
被
学
候
者
初
心
之
衆
く
ら
き
よ
り
く
ら
き
二
入

て
、
ま
こ
と
の
道
む
な
し
か
る
へ
き
に
や
、
一
順
再
返
談
合
之
事
、

上
手
下
手
初
心
に
よ
ら
す
、
座
席
礼
儀
道
之
作
法
に
候
、
筆
詞
被
加

候
二
、
其
な
ら
ひ
有
之
由
候
、
無
功
二
相
見
候
、
人
の
ゆ
る
さ
ぬ
上

手
め
き
て
田
舎
人
二
見
せ
ん
と
の
御
た
は
か
り
候
哉
、
但
後
生
可
恐

な
れ
は
、
先
達
衆
二
こ
え
た
る
人
金
言
も
候
は
・
承
度
候
、
古
し
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
好
士
達
は
内
二
道
を
極
め
、
面
に
柔
和
を
本
と
せ
ら
れ
候
故
、
文

々
句
々
の
金
言
二
恐
て
、
愚
鈍
の
族
迄
帰
伏
之
由
伝
之
候
、
古
今
共

二
文
な
き
は
恐
て
不
随
と
こ
そ
聞
伝
侍
に
、
此
外
御
句
共
人
々
被
尋

候
事
無
際
限
候
、
此
一
札
さ
へ
老
眼
二
写
無
正
体
候
、
定
而
落
字
以

下
候
へ
く
候
、
皆
々
面
会
以
承
度
候
、
此
道
さ
し
か
さ
し
御
渡
世
之

義
、
正
路
之
御
嗜
可
目
出
候
、
預
御
報
令
本
懐
候

昌

叱仲
公春
迄

有
琳

（
本
学
助
教
授
）
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