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衣
笠
家
良
集
の
古
写
断
簡

日
比
野　

浩　

信

　

衣
笠
家
良
の
家
集
の
伝
本
と
し
て
は
、
家
良
の
詠
の
中
か
ら
後
鳥
羽
院
（
二
十
五
首
）・
定
家
（
六
十
首
）・
知
家
（
百
二
十
五
首
）
が
計
二

百
十
首
を
撰
ん
だ
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
と
、
歌
数
九
百
二
十
三
首
を
収
め
る
衣
笠
前
内
大
臣
家
良
公
集
と
の
二
系
統
が
知
ら
れ
て
い

る
。

　

伝
本
・
本
文
の
研
究
は
、
そ
の
作
品
の
全
体
像
を
見
通
せ
る
完
本
で
行
う
の
が
望
ま
し
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
致
し
方
な
い
事
で
は
あ

る
が
、
現
存
す
る
完
本
を
求
め
る
が
故
に
、
そ
の
対
象
は
、
近
世
以
降
の
書
写
本
が
中
心
と
な
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

古
筆
切
の
中
に
は
、
現
存
伝
本
に
比
べ
て
格
段
に
書
写
年
代
が
古
い
断
簡
や
、
現
存
伝
本
に
は
見
ら
れ
な
い
歌
を
含
む
断
簡
な
ど
も
あ
り
、
注

意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
家
良
の
家
集
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。

　
　
　

一

　

伝
衣
笠
家
良
筆
御
文
庫
切
は
、
新
撰
古
筆
名
葉
集
の
家
良
の
項
に
「
御
文
庫
切　

自
詠
百
首
有
名
詠
草
ナ
リ
哥
二
行
書
定
家
卿
加
筆
点
ア
ル

処
モ
ア
リ
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
自
詠
百
首
で
は
な
く
、
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
を
書
写
内
容
と
す
る
。
も
と
は
巻
子
本
の

断
簡
で
、
国
宝
手
鑑
の
藻
塩
草
・
見
ぬ
世
の
友
・
大
手
鑑
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
の
を
は
じ
め
、『
古
筆
学
大
成
』
に
は
十
三
葉
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
他
、『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集（
１
）』

の
第
一
集
と
第
四
集
な
ど
に
も
み
え
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
御
文
庫
切
に
は
跋
文
と
奥
書

の
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
後
鳥
羽
院
の
召
し
に
よ
っ
て
家
良
詠
を
撰
出
し
て
送
っ
た
も
の
の
返
却
さ
れ
ず
、
改
め
て
家
良
詠
六
十
首

を
撰
出
し
た
と
い
う
、
藤
原
定
家
の
跋
文
が
あ
る
。
次
い
で
、
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
七
月
、
定
家
の
求
め
に
応
じ
て
自
詠
を
提
出
し
、
十
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二
月
に
返
却
さ
れ
た
時
に
、
こ
の
跋
文
が
備
わ
っ
て
い
た
と
す
る
家
良
の
署
名
入
り
奥
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
跋
文
と
奥
書
に
よ
っ
て
、

後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
の
定
家
撰
出
年
代
が
延
応
元
年
、
家
良
が
四
十
八
歳
の
年
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
と
も
に
、
御
文

庫
切
は
、
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
の
う
ち
定
家
撰
歌
部
分
の
、
家
良
自
身
に
よ
る
自
筆
浄
書
本
の
断
簡
で
あ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
御
文
庫
切
の
重
要
性
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　

ま
た
、
藤
原
定
家
を
伝
称
筆
者
と
す
る
五
首
切
は
、
国
宝
大
手
鑑
や
、
白
鶴
美
術
館
蔵
手
鑑
・
須
磨
寺
塔
頭
正
覚
院
所
蔵
古
筆
貼
交
屏
風
な
ど

に
み
え
、『
古
筆
学
大
成
』
の
八
葉
の
他
に
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
古
筆
切　

拾
遺
（
二（
２
））』

や
『
古
筆
の
楽
し
み（

３
）』『

続
古
筆
の
楽
し
み（

４
）』

な

ど
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
定
家
真
筆
で
は
な
く
、
定
家
の
側
近
な
ど
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
時
代
を
下
げ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
擬

定
家
本
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
作
者
名
の
な
い
書
写
形
態
か
ら
家
集
の
断
簡
で
あ
り
、
家
良
の
詠
を
含
む
こ
と
か
ら
家
良
の
家
集
と
認

め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
現
在
伝
わ
る
二
種
の
家
集
、
す
な
わ
ち
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
と
衣
笠
前
内
大
臣
家
良
公
集
と
は
別
種
で
、
前
者

の
母
胎
と
な
っ
た
家
集（
５
）で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
新
撰
古
筆
名
葉
集
の
定
家
の
項
に
は
「
五
首
切　

六
半
歌
仙
歌
二
行
書
」
と
あ
り
、
そ
の
直
後
に
は
「
三
首
切　

同
品
ヲ
三
首
キ
リ

タ
ル
故
ニ
云
」
と
あ
る
。
五
首
切
は
六
半
形
の
冊
子
本
に
一
面
十
行
和
歌
二
行
書
で
、
和
歌
五
首
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
「
五
首
切
」、

三
首
切
も
同
一
書
式
な
が
ら
、
詞
書
を
含
む
た
め
に
、
一
面
当
た
り
概
ね
三
首
の
和
歌
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
「
三
首
切
」

と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
名
葉
集
に
「
同
品
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
名
葉
集
に
「
歌
仙
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は

い
ず
れ
か
の
家
集
の
場
合
が
多
い
が
、
こ
れ
で
は
同
一
書
籍
の
う
ち
、
詞
書
が
な
く
て
五
首
が
書
写
さ
れ
て
い
る
箇
所
と
、
詞
書
が
あ
る
た
め

に
三
首
が
書
写
さ
れ
て
い
る
箇
所
と
し
て
の
違
い
の
み
で
、
同
一
歌
人
の
家
集
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
ツ
レ
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
免
れ
な

い
。
筆
者
尊
重
・
筆
跡
鑑
賞
の
立
場
に
お
い
て
は
と
も
か
く
も
、
国
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
は
厳
密
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
五
首
切
は

概
ね
家
良
集
、
三
首
切
は
大
弐
高
遠
集
を
書
写
内
容
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
存
伝
本
と
は
異
系
統
の
当
該
家
良
集
五
首
切
の

場
合
、
こ
う
し
て
書
写
内
容
の
異
な
る
類
似
の
断
簡
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
俊
成
監
督
書
写
本
や
定
家
監
督
書
写
本
、
真
観
本
・
資
経
本
・
承
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空
本
や
擬
定
家
本
な
ど
の
よ
う
な
、
一
連
の
諸
家
集
群
が
存
在
す
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
明
ら
か
な
家
良
歌
を
含
む
断
簡
で
は
な
い
限
り
、
他

の
家
集
を
書
写
し
た
類
切
が
混
在
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
家
良
家
集
と
の
断
定
に
は
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

更
に
も
う
一
種
、
比
較
的
近
年
に
な
っ
て
見
出
さ
れ
た
家
良
集
の
断
簡
に
、
伝
二
条
為
氏
筆
切（
６
）が
あ
る
。
鎌
倉
後
期
の
書
写
と
さ
れ
、
金
銀

の
砂
子
、
箔
、
野
毛
な
ど
を
散
ら
し
た
美
麗
な
料
紙
を
用
い
た
、
も
と
は
六
半
形
の
冊
子
本
の
断
簡
で
、
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
を
書

写
内
容
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
新
編
国
歌
大
観
や
私
家
集
大
成
の
底
本
と
な
っ
て
い
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
（
以
下
、
書
陵
部
本
）
と
は
大

き
く
歌
順
が
異
な
っ
て
お
り
、
現
存
本
の
な
か
で
も
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
（
以
下
、
静
嘉
堂
本
）
と
の
近
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
古
筆
切
の
う
ち
、
御
文
庫
切
と
五
首
切
に
つ
い
て
は
稿
者
も
触
れ
た
こ
と
が
あ
る（
７
）が
、
そ
の
後
に
新
た
に
管
見
に
入
っ
た
家

良
集
切
も
あ
り
、
現
存
伝
本
と
の
関
わ
り
と
し
て
興
味
深
い
断
簡
の
新
出
を
も
み
た
。
敢
え
て
略
述
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

二

　

新
た
に
存
在
が
知
ら
れ
た
伝
藤
原
定
家
筆
五
首
切
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
①
個
人
蔵
の
一
葉
（
図
一
）
で
縦
十
六
・
六
セ
ン
チ
×
横
十
三
・
五
セ
ン
チ
。
本
文
は
以
下
の
十
行
。

　
　

ほ
と
ゝ
き
す
や
と
か
り
な
れ
し
た
ち
花
の

　
　

は
な
の
さ
か
り
と
い
か
て
つ
け
ま
し

　
　

あ
や
め
く
さ
ね
に
あ
ら
は
る
ゝ
け
ふ
も
猶

　
　

山
ほ
と
ゝ
き
す
な
か
す
も
あ
る
か
な

　
　

あ
や
め
く
さ
む
す
ふ
ま
く
ら
の
か
り
そ
め
に

　
　

と
し
に
ひ
と
よ
を
な
と
ち
き
り
け
む
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ほ
と
ゝ
き
す
な
き
こ
そ
わ
た
れ
な
つ
き
山

　
　

し
け
き
お
も
ひ
や
身
に
あ
ま
る
ら
ん

　
　

い
く
か
へ
り
山
ほ
と
ゝ
き
す
ま
ち
わ
ひ
て

　
　

な
く
ね
に
あ
か
ぬ
と
し
も
へ
ぬ
ら
ん

「
五
首
切
」
の
名
称
通
り
、五
首
の
歌
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。
夏
部
に
属
す
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
六
行
目
「
ち
き
り
け
む
」
は
、一
旦
「
ち
き
け
ん
」

と
書
い
た
上
か
ら
重
書
。
三
行
目
と
五
行
目
、
す
な
わ
ち
二
首
目
と
三
首
目
の
右
肩
に
合
点
を
付
す
。
ま
た
、
写
真
で
は
確
認
し
づ
ら
い
が
、

二
首
目
の
歌
に
は
墨
の
合
点
の
す
ぐ
左
側
に
朱
の
合
点
も
あ
る
。
朱
の
合
点
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
報
告
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五

首
の
う
ち
、
二
首
目
「
あ
や
め
く
さ
ね
に
あ
ら
は
る
ゝ
…
…
」
の
歌
が
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
の
「
京
極
入
道
中
納
言
撰
」
の
う
ち
に

　
　

菖
蒲
ぐ
さ
ね
に
あ
ら
は
る
る
け
ふ
も
猶
山
ほ
と
と
ぎ
す
な
か
ず
も
有
る
か
な
（
三
七
）

と
あ
り（
８
）、
五
首
目
「
い
く
か
へ
り
…
…
」
の
詠
が
、
や
は
り
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
の
「
大
宮
三
位
入
道
撰
」
の
う
ち
に

　
　

幾
か
へ
り
山
時
鳥
ま
ち
わ
び
て
鳴
く
ね
に
あ
か
ぬ
年
も
経
ぬ
ら
む
（
一
〇
七
）

と
あ
る
。

　

家
集
の
断
簡
五
首
の
う
ち
、
二
首
が
現
存
す
る
家
良
詠
と
一
致
し
た
こ
と
で
、
当
該
断
簡
は
家
良
の
家
集
を
書
写
内
容
と
し
て
い
る
と
み
て

間
違
い
な
か
ろ
う
。
あ
と
の
三
首
は
、
現
時
点
で
は
他
の
歌
集
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
家
良
の
新
出
歌
と
し
て
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

次
の
一
葉
も
②
個
人
蔵
（
図
二
）
で
、
縦
十
六
・
九
セ
ン
チ
×
横
十
三
・
八
セ
ン
チ
。
本
文
は
以
下
の
十
行
。

　
　

な
つ
ふ
か
き
た
ま
え
に
し
け
る
あ
し
の
は
に

　
　

を
き
て
ほ
た
る
の
つ
ゆ
い
そ
く
ら
む
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み
つ
く
ら
き
の
さ
は
の
あ
し
を
ふ
く
か
せ
に

　
　

か
た
も
さ
た
め
す
と
ふ
ほ
た
る
か
な

　
　

な
つ
ふ
か
き
の
は
ら
に
し
け
る
こ
は
き
は
ら

　
　

し
た
は
の
つ
ゆ
や
む
す
ひ
そ
む
ら
ん

　
　

ひ
く
ら
し
の
な
く
ね
よ
り
を
く
ゆ
ふ
つ
ゆ
に

　
　

か
つ
い
ろ
か
は
る
も
り
の
し
た
く
さ

　
　

あ
か
月
の
つ
ゆ
は
す
ゝ
し
き
み
し
か
よ
に

　
　

あ
き
か
せ
な
ら
す
を
き
の
を
と
か
な

　

こ
の
断
簡
に
も
五
首
の
歌
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
夏
部
に
該
当
し
よ
う
。
四
首
目
「
ひ
く
ら
し
の
…
…
」
の
歌
が
、
後
鳥
羽
院

定
家
知
家
入
道
撰
歌
の
「
大
宮
三
位
入
道
撰
」
の
う
ち
に

　
　

日
暮
し
の
鳴
く
音
よ
り
お
く
夕
露
に
か
つ
色
か
は
る
杜
の
下
く
さ
（
九
〇
）

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
良
詠
で
あ
り
、
こ
れ
を
含
む
当
該
断
簡
が
家
良
家
集
を
書
写
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
二
首
目
「
み
つ
く

ら
き
…
…
」
と
、
五
首
目
「
あ
か
月
の
…
…
」
の
歌
頭
に
、「
○
」
あ
る
い
は
「
□
」
と
も
み
え
る
よ
う
な
符
号
が
あ
る
。
墨
色
が
や
や
薄
く
本

文
と
は
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
後
か
ら
付
さ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
管
見
に
入
っ
た
ツ
レ
の
断
簡
に
は
み
ら
れ
な
い
符
号
で

あ
る
。
他
の
歌
集
に
も
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
歌
に
付
さ
れ
て
お
り
、
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
符
号
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
と
も

あ
れ
、
五
首
の
う
ち
四
首
が
家
良
の
新
出
歌
で
あ
る
。

　

以
上
二
葉
の
伝
藤
原
定
家
筆
五
首
切
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
現
存
す
る
家
良
の
家
集
で
あ
る
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
と
共
通
す
る
歌
を

も
つ
こ
と
か
ら
、
家
良
家
集
の
書
写
断
簡
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
朱
合
点
や
「
○
」
と
い
っ
た
、
従
来
報
告
さ
れ
て
い
な
い
符
号
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が
付
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
合
わ
せ
て
七
首
の
新
出
家
良
歌
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
意
義
深
い
事

で
あ
り
、
こ
れ
ら
断
簡
の
持
つ
資
料
的
価
値
の
高
さ
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
　
　

三

　

さ
て
、
い
ま
一
種
、
従
来
報
告
の
な
か
っ
た
家
良
家
集
の
古
筆
切
が
管
見
に
入
っ
た
。

　

個
人
蔵
の
一
葉
（
図
三
）
で
二
条
為
氏
を
伝
称
筆
者
と
す
る
六
半
切
。
書
写
年
代
は
、鎌
倉
中
期
か
ら
後
期
頃
と
思
わ
れ
る
古
写
断
簡
で
あ
る
。

先
述
の
伝
二
条
為
氏
筆
六
半
切
が
装
飾
料
紙
を
用
い
て
お
り
、
新
出
の
伝
二
条
為
氏
六
半
切
は
素
紙
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
便
宜
的
に
前

者
を
「
装
飾
切
」、
新
出
の
後
者
を
「
素
紙
切
」
と
仮
称
す
る
。
二
種
の
大
き
な
違
い
は
も
ち
ろ
ん
料
紙
で
あ
ろ
う
が
、
筆
跡
も
同
一
の
伝
称
筆

者
を
当
て
る
だ
け
の
こ
と
は
あ
っ
て
類
似
し
て
い
る
も
の
の
、
よ
く
見
る
と
異
な
る
。
ま
た
、
装
飾
切
が
一
面
九
行
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
素

紙
切
は
一
面
に
八
行
を
書
写
し
て
い
る
。
管
見
に
触
れ
た
素
紙
切
は
縦
十
五
・
七
セ
ン
チ
×
横
十
五
・
七
セ
ン
チ
。
本
文
は
以
下
の
通
り
。

　
　

人
の
こ
ゝ
ろ
を
た
ま
の
を
に
し
て

　
　

わ
か
れ
せ
ぬ
ゆ
ふ
つ
け
鳥
の
い
か
な
れ
は

　
　

あ
か
月
こ
と
の
ね
に
は
な
く
ら
ん

　
　
　
　

雑

　
　

つ
ゆ
の
を
く
の
は
ら
の
秋
の
く
さ
む
し
ろ

　
　

ふ
き
し
く
風
は
よ
さ
む
な
り
け
り

　
　

ふ
る
さ
と
を
と
を
つ
は
山
を
こ
え
て
い
な
は

　
　

い
と
ゝ
い
く
へ
の
雲
か
は
た
て
か



― 33 ―

後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
の
二
〇
七
番
歌
下
句
か
ら
二
一
〇
番
歌
に
あ
た
る
。
料
紙
に
損
傷
が
あ
り
、
七
行
目
最
下
部
は
か
な
り
か
す
れ

て
は
い
る
が
「
は
（
八
）」
が
あ
る
。
最
終
行
は
「
い
と
ゝ
い
く
へ
の
雲
か
は
た
て
か
」
と
読
め
る
。「
か
」
の
後
に
も
墨
痕
が
認
め
ら
れ
る
が
、

歌
句
の
音
数
か
ら
は
も
う
一
文
字
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
り
、
墨
汚
れ
で
あ
ろ
う
か
。
新
編
国
歌
大
観
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

あ
ひ
み
ず
は
よ
し
絶
え
は
て
ね
な
が
か
ら
ぬ
人
の
こ
こ
ろ
を
玉
の
を
に
し
て
（
二
〇
七
）

　
　

別
れ
せ
ぬ
夕
つ
け
鳥
の
い
か
な
れ
ば
暁
ご
と
の
音
に
は
鳴
く
ら
む
（
二
〇
八
）

　
　
　
　

雑

　
　

露
の
置
く
野
原
の
秋
の
草
莚
ふ
き
し
く
風
は
よ
さ
む
な
り
け
り
（
二
〇
九
）

　
　

故
郷
を
と
ほ
つ
は
山
を
越
え
て
い
な
ば
い
と
ど
幾
重
の
雲
か
へ
だ
て
む
（
二
一
〇
）

二
〇
七
番
歌
下
句
か
ら
二
〇
九
番
歌
ま
で
に
異
同
は
な
い
が
、
二
一
〇
番
歌
に
は
歌
句
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

　

従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
種
類
の
鎌
倉
期
書
写
断
簡
で
あ
り
、歌
句
に
も
異
同
が
み
ら
れ
、貴
重
な
断
簡
の
新
出
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

四

　

さ
て
、
家
良
家
集
四
種
類
目
の
、
鎌
倉
期
古
写
断
簡
の
新
出
を
見
た
わ
け
で
、
家
良
の
鎌
倉
期
に
お
け
る
享
受
の
広
さ
を
改
め
て
確
認
し
得

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
実
は
、
こ
の
伝
為
氏
筆
素
紙
切
は
、
現
存
伝
本
の
う
ち
、
静
嘉
堂
本
の
ツ
レ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
両

者
を
見
比
べ
れ
ば
、
即
座
に
判
る
（
図
四
参
照
）
こ
と
で
は
あ
る
し
、
静
嘉
堂
本
で
当
該
箇
所
が
欠
脱
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る

こ
と
で
も
あ
る
が
、
先
行
研
究
を
少
々
補
い
得
る
点
も
あ
り
、
今
後
の
資
料
博
捜
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
な
の
で
、
検
討
し
て
お
く

こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
、
静
嘉
堂
本
に
つ
い
て
は
、
私
家
集
大
成（
９
）に

簡
潔
で
要
を
得
た
解
説
が
あ
る
の
で
、
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　

静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
は
、
一
五
・
三
㎝
×
一
五
・
一
㎝
の
鳥
の
子
列
帖
装
一
帖
で
、
墨
付
三
〇
丁
、
伝
二
条
為
氏
筆
鎌
倉
期
古
写
本
で
あ
る
。
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目
録
に
は
「
衣
笠
内
大
臣
集
」
と
あ
る
が
、
外
題
・
内
題
と
も
に
存
し
な
い
。
本
文
は
「
後
鳥
羽
院
御
撰
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
書
写

年
時
が
ず
ば
抜
け
て
古
い
点
注
意
さ
れ
る
が
、
す
で
に
大
き
な
錯
簡
を
有
す
る
伝
本
を
書
写
し
た
も
の
と
お
ぼ
し
く
、
底
本
に
比
し
歌
序

の
錯
乱
が
甚
だ
し
く
、
し
か
も
一
〇
首
の
歌
を
脱
し
て
い
る
。
し
か
し
参
考
に
な
る
点
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
底
本
の
「
定
家
京
極

入
道
中
納
言
撰
」
と
あ
る
箇
所
が
、「
京
極
入
道
中
納
言
撰
」、
底
本
の
「
知
家
大
宮
三
位
入
道
撰
」
と
あ
る
箇
所
が
「
大
（
知
家
）
宮
三

位
入
道
撰
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
参
考
に
す
る
と
、
底
本
の
「
定
家
」「
知
家
」
の
語
は
、
元
来
は
右
傍
な
ど
に
付
さ
れ
た
注
記
で
、
そ

れ
が
転
写
間
に
本
行
化
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
新
編
国
歌
大
観
解
題）

（1
（

に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
（
前
略
）
伝
為
氏
筆
の
鎌
倉
期
古
写
本
。
書
写
年
時
は
格
段
に
古
く
、
歌
本
文
な
ど
も
純
良
で
は
あ
る
が
、
惜
し
む
ら
く
は
、
す
で
に
甚

し
い
錯
簡
を
有
し
た
祖
本
か
ら
の
転
写
本
と
思
し
く
、
歌
序
の
錯
乱
が
甚
し
く
、
か
つ
一
〇
首
の
歌
を
欠
脱
し
て
い
る
（
後
略
）

こ
れ
ら
も
参
考
に
、
概
ね
、

　
　

①
現
存
最
古
写
本
で
あ
る
こ
と

　
　

②
本
文
に
優
れ
た
点
が
あ
る
こ
と

　
　

③
錯
簡
本
を
転
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　

④
十
首
の
欠
脱
が
あ
る
こ
と

を
、
静
嘉
堂
本
の
特
質
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

更
に
近
時
、
德
植
俊
之
氏
に
よ
っ
て
全
文
が
翻
刻）

（（
（

さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
中
で
も
静
嘉
堂
本
の
詳
細
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

特
質
①
～
④
に
基
づ
い
て
、
新
出
伝
為
氏
筆
素
紙
切
に
つ
い
て
略
述
す
る
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
ツ
レ
で
あ
る
の
で
、
書
写
年
代
を
同
じ
く
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
の
伝
本
中
、

格
段
に
古
い
。
た
だ
し
、
古
筆
切
と
し
て
は
、
自
筆
浄
書
本
の
断
簡
た
る
御
文
庫
切
と
、
定
家
側
近
の
手
に
成
る
と
す
れ
ば
五
首
切
も
鎌
倉
初
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期
の
書
写
で
あ
り
、
当
該
切
こ
そ
が
家
良
集
の
最
古
写
断
簡
と
は
い
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
古
筆
資
料
の
奥
深
さ
を
垣
間
見
る
よ
う
で
あ
る
。

　

②
の
本
文
に
つ
い
て
、
德
植
氏
は
、
静
嘉
堂
本
と
書
陵
部
の
異
同
を
具
体
的
に
九
箇
所
あ
げ
、「
明
ら
か
に
静
嘉
堂
本
の
方
が
優
れ
て
い
る
」「
静

嘉
堂
本
は
書
陵
部
本
の
誤
り
や
不
審
箇
所
を
訂
正
し
、
本
文
と
し
て
は
静
嘉
堂
本
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
」
と
結
論
付
け
て
お
ら
れ
る）

（1
（

。

た
だ
、
先
述
の
よ
う
に
、
素
紙
切
と
書
陵
部
本
で
は
巻
末
二
一
〇
番
歌
の
第
五
句
に
大
き
な
異
同
が
あ
る
。
今
一
度
掲
出
し
て
お
く
と
、

　
（
素
紙
切
）　　

ふ
る
さ
と
を
と
を
つ
は
山
を
こ
え
て
い
な
は
い
と
ゝ
い
く
へ
の
雲
か
は
た
て
か

　
（
書
陵
部
本
）　

故
郷
を　
　

と
ほ
つ
は
山
を
越
え
て
い
な
ば
い
と
ど
幾
重
の　

雲
か
へ
だ
て
む

断
簡
の
末
尾
に
墨
痕
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
こ
で
は
、
第
五
句
を
「
雲
か
は
た
て
か
」
と
考
え
て
お
く
。
解
釈
を
試
み
る
に
、
真
意
を

と
ら
え
づ
ら
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
故
郷
を
遠
く
離
れ
遥
か
遠
く
連
山
の
端
を
越
え
て
行
く
と
、
そ
こ
は
ま
す
ま
す
何
重
に
も
重
な
っ
た
…
…

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
概
ね
一
致
し
て
い
よ
う
。

　

書
陵
部
本
の
「
雲
か
へ
だ
て
む
」
は
「
何
重
も
の
雲
が
（
更
に
行
方
を
）
隔
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
で
も
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
明

快
で
は
な
い
。
明
言
は
で
き
な
い
が
「
雲
や
へ
だ
て
む
」
の
方
が
和
歌
と
し
て
は
通
り
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
も
や
「
雲
が
へ
だ
て
む
」

で
は
な
か
ろ
う
。

　

断
簡
の
第
五
句
に
関
わ
る
「
雲
の
は
た
て
」
は
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
期
の
歌
学
書
の
中
で
取
り
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
な
難
解
語
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
「
遠
つ
端
山
を
越
え
て
い
」
く
と
こ
ろ
か
ら
も
、「
果は
た

て
」
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
雲
か
果
て
か
」「
雲
が
果
て
か
」
の

ど
ち
ら
と
も
読
め
そ
う
で
あ
る
が
、「
雲
」
と
「
果
て
」
を
並
列
的
に
掲
げ
て
そ
の
い
ず
れ
か
と
疑
問
視
す
る
と
す
れ
ば
、「
そ
こ
に
は
何
重
に

も
重
な
っ
た
雲
（
が
ま
だ
続
く
の
）
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
こ
は
雲
の
際
涯
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
な
ろ
う
か
。
ま
た
、「
雲
が
果
て
か
」
と
す
れ

ば
「
そ
こ
は
何
重
に
も
重
な
っ
た
、
雲
の
際
涯
で
あ
ろ
う
か
」
と
で
も
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
か
ら
み
え
る
風
景
の
遥
か
先
に
眺

望
を
馳
せ
る
深
遠
な
歌
と
な
っ
て
、
書
陵
部
本
の
「
雲
か
へ
だ
て
む
」
に
比
べ
る
と
見
ど
こ
ろ
の
あ
る
歌
句
と
い
え
よ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

素
紙
切
、
す
な
わ
ち
静
嘉
堂
本
の
本
文
の
優
良
性
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
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③
の
錯
簡
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
四
丁
表
が
二
一
番
歌
か
ら
二
四
番
歌
上
句
ま
で
、
四
丁
裏
は
一
八
八
番
歌
下
句
か
ら
一
九
二
番
歌
上
句

ま
で
と
い
う
よ
う
に
、
丁
の
表
か
ら
裏
に
掛
け
て
さ
え
錯
簡
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
静
嘉
堂
本
の
綴
じ
誤
り
な
ど
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
親
本
以
前
の
錯
簡
が
踏
襲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
幸
い
な
こ
と
に
、
一
面
毎
の
歌
句
の
連
続
性

は
保
た
れ
て
お
り
、
静
嘉
堂
本
は
親
本
以
前
の
錯
簡
本
を
改
丁
・
行
詰
め
に
至
る
ま
で
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
た
だ
し
、
現
状
に

お
い
て
は
德
植
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
所
々
不
自
然
な
欠
行
が
あ
る
。
こ
の
点
は
④
十
首
の
欠
落
と
も
、
ま
た
、
古
筆
切
と
し
て
の
素
紙

切
の
残
存
状
況
に
も
関
わ
る
。
ま
ず
、
德
植
氏
が
指
摘
す
る
、
以
下
の
四
箇
所
を
掲
出
す
る
。（　

）
内
に
德
植
氏
の
翻
刻
で
の
注
記
を
示
す
。

　
　

㋐　

九
丁
裏
八
四
番
歌
の
後
（
一
行
分
ス
リ
消
シ
タ
跡
ア
リ
）

　
　

㋑　

十
五
丁
裏
一
三
六
番
歌
の
後
（
一
行
空
白
）

　
　

㋒　

二
十
丁
表
一
二
七
番
歌
の
後
（
一
字
分
ス
リ
消
シ
タ
跡
ア
リ
。「
春
」
ト
書
カ
レ
テ
イ
タ
カ
）

　
　

㋓　

二
十
七
丁
裏
九
四
番
歌
の
後
（
一
字
分
ス
リ
消
シ
ノ
跡
ア
リ
。
薄
ク
「
恋
」
ノ
字
ガ
残
ル
）

　

㋐
は
八
五
番
歌
「
郭
公
声
ま
つ
こ
ろ
や
山
が
つ
の　

わ
さ
田
の
さ
な
へ
う
ゑ
は
じ
む
ら
ん
」
の
上
句
が
記
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
本
来
、

次
丁
に
そ
の
下
句
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
錯
簡
故
に
八
五
番
歌
の
上
句
に
、
下
句
か
ら
始
ま
る
別
丁
が
う
ま
く
対
応
し
て
お
ら
ず
、

半
端
な
上
句
を
消
去
す
る
こ
と
で
一
首
を
無
か
っ
た
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

㋑
の
一
三
六
番
歌
の
次
の
一
三
七
番
歌
は
二
六
丁
表
の
一
行
目
が
そ
の
上
句
に
当
た
る
。
途
中
欠
行
部
分
に
は
一
三
七
番
歌
の
題
「
恋
」
が
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き
る
。
痕
跡
が
明
白
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
「
ス
リ
消
シ
」
な
ど
が
な
さ
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
㋒
㋓
も
德
植

氏
の
述
べ
る
と
お
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
錯
簡
に
よ
り
対
応
す
る
歌
を
失
っ
た
一
二
八
番
歌
の
題
「
春
」、
九
五
番
歌
の
題
「
恋
」
が
消
去
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
皆
、
各
面
の
最
終
行
に
当
た
り
、
次
行
へ
の
繋
が
り
に
不
具
合
の
あ
る
個
所
ば
か
り
で
あ
る
。

　

ま
た
、
も
う
一
箇
所
、
三
十
一
丁
表
の
一
行
目
、
一
九
六
番
歌
の
前
に
も
欠
行
が
あ
る
（
㋔
と
す
る
）。
当
該
本
は
一
面
あ
た
り
八
行
書
で
あ

る
が
、
こ
の
丁
は
七
行
し
か
無
く
、
綴
じ
目
側
の
空
白
が
明
ら
か
に
広
い
。
本
来
、
こ
こ
に
一
九
六
番
歌
の
題
「
恋
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
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㋑
同
様
、
痕
跡
は
明
白
で
は
な
い
が
、
擦
り
消
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
も
や
は
り
、
前
行
か
ら
の
繋
が
り
の

不
具
合
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
㋐
か
ら
㋔
の
欠
行
は
、
全
て
錯
簡
に
よ
っ
て
生
じ
た
句
の
繋
が
り
の
不
具
合
、
題
の
矛
盾
な
ど
を
消
し
去
ろ
う
と
し
た
、
い
わ
ば
「
辻

褄
合
わ
せ
」
の
痕
跡
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
錯
簡
を
承
知
し
た
上
で
、
題
と
和
歌
を
整
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
ら
し
い
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

あ
る
い
は
、
上
句
・
下
句
を
組
み
合
わ
せ
て
和
歌
と
し
て
の
形
態
を
整
え
る
た
め
に
、
綴
じ
直
し
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

実
は
、
素
紙
切
の
出
現
に
よ
り
、
静
嘉
堂
本
に
は
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
改
装
が
成
さ
れ
て
い
る
と
思
し
い
こ
と
が
判
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
素
紙
切
と
静
嘉
堂
本
を
比
べ
る
と
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
残
欠
本
・
欠
落
本
と
そ
こ
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
古

筆
切
の
間
で
見
ら
れ
る
現
象
と
し
て
は
、
奇
妙
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。
大
抵
の
場
合
、
書
籍
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
断
簡
が
元
の
書
籍
よ
り

も
大
き
く
な
る
こ
と
は
、
物
理
的
に
あ
り
得
な
い
。
表
裏
の
剥
離
、
裏
打
ち
、
化
粧
裁
ち
な
ど
を
経
て
、
書
籍
と
し
て
の
大
き
さ
よ
り
も
小
さ

く
な
る
こ
と
が
、
よ
り
一
般
的
な
現
象
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
静
嘉
堂
本
が
縦
十
五
・
三
セ
ン
チ
×
横
十
五
・
一
セ
ン
チ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

素
紙
切
は
縦
十
五
・
七
セ
ン
チ
×
横
十
五
・
七
セ
ン
チ
と
、
切
り
出
さ
れ
た
古
筆
切
の
ほ
う
が
四
ミ
リ
乃
至
六
ミ
リ
程
大
き
い
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
静
嘉
堂
本
は
、
古
筆
切
と
な
っ
た
丁
を
抜
き
出
し
た
後
で
改
装
が
な
さ
れ
、
裁
断
さ
れ
て
大
き
さ
が
変
化
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

も
う
一
点
、
全
く
の
見
当
違
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
注
記
し
て
お
き
た
い
。
静
嘉
堂
本
は
四
折
十
六
紙
か
ら
成
る
綴
葉
装
で
あ
る
が
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
の
ノ
ド
の
部
分
、
す
な
わ
ち
綴
じ
目
側
に
幅
四
～
五
ミ
リ
程
度
の
テ
ー
プ
状
の
薄
葉
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
紙
を
折
っ
て
、
そ
の
折
り

目
を
水
で
濡
ら
し
て
裂
き
切
り
、
繊
維
を
上
手
く
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
継
ぎ
目
が
ほ
と
ん
ど
判
ら
な
い
ほ
ど
の
呼
継
が
可
能
で
あ
る
と
聞
く
。

先
述
三
十
一
丁
表
・
一
行
目
の
欠
脱
部
分
に
つ
い
て
も
、
仮
に
一
行
目
が
あ
っ
た
も
の
と
想
定
す
る
と
、
他
丁
に
比
べ
、
綴
じ
目
側
の
余
白
が

極
端
に
狭
く
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
か
ら
、料
紙
綴
じ
目
側
に
お
い
て
も
、何
ら
か
の
「
操
作
」
が
皆
無
で
は
な
い
可
能
性
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

料
紙
の
綴
じ
目
の
重
な
り
を
開
く
よ
う
に
せ
ね
ば
精
査
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
が
憚
ら
れ
た
た
め
、
見
え
る
範
囲
で
の
印
象
で
あ
り
、
そ

こ
に
切
断
痕
を
確
認
し
得
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
綴
じ
目
に
貼
ら
れ
た
テ
ー
プ
状
の
薄
葉
が
単
な
る
補
強
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
錯
簡
の
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整
合
化
で
丁
を
切
断
し
て
入
れ
替
え
た
為
に
付
さ
れ
た
も
の
か
、
今
後
の
補
修
等
の
際
に
は
是
非
精
査
さ
れ
た
い
。

　

さ
て
、
④
の
、
十
首
の
欠
脱
と
は
、
八
五
・
一
六
六
・
一
六
七
・
一
六
八
・
二
〇
〇
・
二
〇
一
・
二
〇
二
・
二
〇
八
・
二
〇
九
・
二
一
〇
の

歌
を
指
す
の
で
あ
ろ
う）

（1
（

（
う
ち
、
一
六
六
・
二
〇
九
は
題
も
含
む
）。
但
し
、
こ
の
う
ち
八
五
番
歌
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
通
り
、
九
丁
裏
の
最

終
行
に
上
句
が
残
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
擦
り
消
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、
元
来
の
欠
落
で
は
な
く
、
静
嘉
堂
本
に
お
け
る
意
識
的
な
消
去

で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
該
歌
は
定
家
の
撰
歌
六
十
首
の
末
尾
で
あ
る
。
静
嘉
堂
本
の
現
状
で
は
丁
の
裏
側
に
位
置
し
て
い
る
が
、
次
の
知
家
撰

歌
は
改
丁
さ
れ
、
次
丁
の
一
行
目
か
ら
書
写
し
始
め
ら
れ
て
い
る）

（1
（

こ
と
か
ら
、
ど
こ
か
に
八
五
番
歌
の
下
句
一
行
の
み
を
書
写
し
た
面
が
存
し

て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
欠
落
箇
所
は
、
一
面
八
行
和
歌
二
行
書
の
書
写
形
式
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
錯
簡
本
の
た
め
、
順

序
は
不
明
な
が
ら
、
次
の
四
面
分
に
相
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

ａ

ｂ

ｃ

ｄ
（
新
出
素
紙
切
）

八
五　

下
句

（
定
家
撰
歌
の

末
尾
で
あ
り
、

以
下
、
空
白
）

　

題
一
六
六　

上
句

一
六
六　

下
句

一
六
七　

上
句

一
六
七　

下
句

一
六
八　

上
句

一
六
八　

下
句

一
六
九　

上
句

一
九
九　

下
句

二
〇
〇　

上
句

二
〇
〇　

下
句

二
〇
一　

上
句

二
〇
一　

下
句

二
〇
二　

上
句

二
〇
二　

下
句

二
〇
三　

上
句

二
〇
七　

下
句

二
〇
八　

上
句

二
〇
八　

下
句

　

題
二
〇
九　

上
句

二
〇
九　

下
句

二
一
〇　

上
句

二
一
〇　

下
句

　

つ
ま
り
、
静
嘉
堂
本
に
お
け
る
本
文
の
欠
落
は
、
前
述
㋐
～
㋔
の
意
識
的
に
消
去
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
歌
題
四
行
と
半
端
な
上
句
一
行
の
他
は
、

下
句
の
み
一
行
の
一
面
と
、
各
一
面
に
書
写
さ
れ
た
三
箇
所
の
連
続
し
た
ま
と
ま
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
面
が
丁
度
、
綴
葉
装
の
一
紙
二
丁
四
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面
分
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
静
嘉
堂
本
か
ら
抜
き
出
さ
れ
て
、
二
枚
に
裁
断
、
更
に
表
裏
に
剥
離
さ
れ
て
古
筆
切
と
さ
れ
た）

（1
（

。
そ
し
て
、
そ
の
う

ち
の
一
面
が
、
今
回
出
現
し
た
伝
二
条
為
氏
筆
素
紙
切
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
よ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
静
嘉
堂
本
は
、
書
写
当
初
、
錯
簡

本
で
は
あ
り
な
が
ら
、
本
文
そ
の
も
の
は
完
備
し
た
完
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
度
出
現
し
た
伝
二
条
為
氏
筆
素
紙
切
は
、
静
嘉
堂
文
庫
本
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
一
紙
二
丁
四
面
の
う
ち
の
一
面
で
あ
り
、

残
り
三
面
の
存
在
が
（
現
存
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
）
想
定
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
静
嘉
堂
文
庫
本
は
、
錯
簡
欠
脱
本
を
書
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
錯
簡
の
あ
る
完
本
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
に

一
紙
二
丁
四
面
が
切
り
離
さ
れ
た
こ
と
と
、「
辻
褄
合
わ
せ
」
の
た
め
に
題
と
半
端
な
上
句
の
み
の
五
行
が
消
去
さ
れ
た
た
め
に
欠
脱
を
生
じ
、

更
に
改
装
を
施
さ
れ
て
現
状
に
至
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
歌
の
欠
脱
は
、
親
本
を
踏
襲
し
た
も
の
で
は
な
く
、
静
嘉
堂
本

に
お
い
て
起
こ
っ
た
現
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

少
し
く
希
望
的
な
観
測
を
述
べ
れ
ば
、
こ
う
し
て
静
嘉
堂
本
の
欠
落
部
分
が
古
筆
切
と
し
て
出
現
し
た
こ
と
で
、
あ
と
三
面
分
の
伝
存
が
皆

無
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
判
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
ら
が
出
現
す
れ
ば
、
現
存
最
古
写
本
で
あ
り
、
本
文
の
優
れ
た
当
該
本
が
ほ
ぼ
（
擦
り
消
さ

れ
た
八
五
番
歌
上
句
は
無
念
な
が
ら
、
歌
題
は
容
易
で
あ
ろ
う
）
復
元
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
八
五
番
歌
下
句
の
み
の
一
面
は
、
わ
ず
か
一
行
と
て
剥
離
さ
れ
ず
に
他
二
面
の
裏
側
と
し
て
残
存
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、
手
鑑

な
ど
に
貼
ら
れ
て
の
伝
存
が
確
認
で
き
た
場
合
で
も
、
そ
の
裏
側
の
残
存
本
文
の
有
無
確
認
に
も
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

五

　

以
上
、
家
良
家
集
の
断
簡
二
種
三
葉
に
つ
い
て
述
べ
た
。

　

伝
藤
原
定
家
筆
五
首
切
二
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
後
鳥
羽
院
定
家
知
家
入
道
撰
歌
に
も
入
集
す
る
歌
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
家
良
の
家
集
に
間
違

い
な
い
断
簡
で
あ
り
、
七
首
の
新
出
家
良
詠
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
。
他
に
は
確
認
で
き
て
い
な
い
朱
合
点
や
「
○
」
の
符
号
な
ど
に
も
注
意
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す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
伝
二
条
為
氏
筆
素
紙
切
は
、
現
存
伝
本
の
う
ち
最
古
写
本
で
優
良
な
本
文
を
有
し
な
が
ら
錯
簡
・
欠
脱
が
あ
る
と
さ
れ
る
静
嘉
堂
本

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
断
簡
で
あ
り
、
静
嘉
堂
本
の
欠
脱
十
首
の
う
ち
の
三
首
を
補
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
存
流
布
本
と
比
べ
、
本
文

に
異
同
が
見
受
け
ら
れ
、
解
釈
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
当
該
断
簡
の
出
現
は
、
他
の
欠
落
箇
所
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
と
し

て
も
意
義
深
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

新
勅
撰
集
以
下
の
勅
撰
集
に
百
十
八
首
が
入
集
す
る
衣
笠
家
良
は
、
続
古
今
集
の
撰
者
と
も
な
っ
た
歌
人
で
あ
り
な
が
ら
、
現
在
で
は
大
き

く
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
自
筆
本
の
断
簡
や
装
飾
料
紙
を
用
い
た
断
簡
を
含
む
、
四
種
も
の
鎌
倉
期
書

写
本
や
古
筆
切
が
伝
存
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
家
良
が
そ
れ
な
り
に
重
要
視
さ
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た
こ
と
の
裏
付
け
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、

家
良
と
い
う
歌
人
の
作
歌
活
動
や
そ
の
享
受
を
考
え
る
上
で
大
変
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

注（
１
）
田
中
登
氏
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
』
第
一
集
（
平
成
十
二
年　

思
文
閣
出
版
）
同
第
四
集
（
平
成
二
十
年　

同
）

（
２
）
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
古
筆
切　

拾
遺
（
二
）』（
平
成
二
十
一
年
二
月　

朝
日
新
聞
社
）

（
３
）
田
中
氏
『
古
筆
の
楽
し
み
』（
平
成
二
十
七
年　

武
蔵
野
書
院
）

（
４
）
田
中
氏
『
続
古
筆
の
楽
し
み
』（
平
成
二
十
九
年　

武
蔵
野
書
院
）

（
５
）
久
保
木
哲
夫
氏
『
う
た
と
文
献
学
』
平
成
二
十
五
年　

笠
間
書
院
）

（
６
）
藤
井
隆
氏
・
田
中
氏
『
続
々
国
文
学
古
筆
切
入
門
』（
平
成
四
年　

和
泉
書
院
）
及
び
、
德
植
俊
之
氏
「
新
出
の
伝
二
条
為
氏
筆
六
半
切
と
静
嘉

堂
文
庫
蔵
『
衣
笠
内
大
臣
集
』」（『
立
教
大
学
国
文
』
第
四
十
六
号　

平
成
二
十
九
年
三
月
）
に
紹
介
が
あ
る
。

（
７
）
鶴
田
大
氏
・
日
比
野
『
歌
び
と
達
の
競
演　

諸
家
集
・
歌
合
断
簡
集
成
』（
平
成
二
十
六
年　

青
簡
舎
）

（
８
）
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
っ
た
。
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（
９
）
解
題
は
樋
口
芳
麻
呂
氏
。

（
10
）
解
題
は
佐
藤
恒
雄
氏
。

（
11
）
德
植
氏
「
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
衣
笠
内
大
臣
集
』
―
翻
刻
と
紹
介
―
」（『
大
東
文
化
大
紀
要
』
第
五
十
六
号　

平
成
三
十
年
三
月
）

（
12
）
德
植
氏
の
掲
出
以
外
に
も
、
一
五
六
番
歌
が
静
嘉
堂
本
で
は

  
ち
ら
は
な
を
お
し
ま
す
は
あ
ら
し
さ
く
ら
花
み
な
は
る
な
か
ら
と
し
は
く
る
と
も

と
あ
り
初
句
を
「
ち
ら
は
な
を
」（
散
ら
ば
な
ほ
）
と
す
る
が
、
書
陵
部
本
で
は
「
散
は
な
を
」（『
私
家
集
大
成
』
で
は
「
散
は
な
を
」、『
新
編
国

歌
大
観
』
で
は
「
散
る
は
な
を
」
に
翻
刻
）
と
す
る
。

（
13
）
ち
な
み
に
、
静
嘉
堂
本
の
前
半
で
は
、
改
丁
に
際
し
て
、
別
々
の
歌
で
あ
っ
て
も
、
上
句
、
下
句
を
組
み
合
わ
せ
て
一
首
の
歌
と
し
て
の
整
合
性

を
持
た
せ
て
お
り
、
後
半
に
至
っ
て
「
片
割
れ
」
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
カ
バ
ー
し
き
れ
な
く
な
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。

（
14
）
德
植
氏
は
、「
全
体
の
歌
数
に
関
し
て
は
、
書
陵
部
本
の
七
七
下
句
か
ら
八
五
上
句
ま
で
、
一
六
六
か
ら
一
六
九
上
句
ま
で
、
一
九
九
下
句
か
ら

二
〇
三
上
句
ま
で
、
二
〇
七
下
句
か
ら
二
一
〇
ま
で
の
四
ヵ
所
の
歌
本
文
を
欠
い
て
お
り
」
と
さ
れ
る
（
傍
線
：
稿
者
）
が
、「
七
七
下
句
か
ら
八

五
上
句
」
と
あ
る
が
、「
七
七
下
句
か
ら
八
四
下
句
」
は
八
丁
表
裏
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、「
八
五
上
句
」
が
「
ス
リ
消
シ
」
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）
後
鳥
羽
院
・
定
家
の
撰
歌
も
丁
の
一
行
目
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
鳥
羽
院
撰
歌
の
末
尾
も
四
行
が
記
さ
れ
る
の
み
で
、
あ
と
は
空
白

と
な
っ
て
い
る
が
、
定
家
撰
歌
・
知
家
撰
歌
の
末
尾
が
欠
落
す
る
該
本
に
お
い
て
、
こ
の
面
が
現
状
の
最
末
尾
（
三
十
一
丁
裏
）
に
位
置
し
て
い

る
の
は
、
こ
の
面
こ
そ
が
一
書
の
末
尾
に
相
応
し
い
も
の
と
し
て
、
意
識
的
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
と
推
察
で
き
よ
う
。

（
16
）
当
該
切
に
は
、
初
代
朝
倉
茂
入
の
極
礼
が
付
さ
れ
て
い
る
。
茂
入
の
生
没
年
は
未
詳
な
が
ら
、
古
筆
家
初
代
了
佐
（
一
五
七
二
～
一
六
六
二
）
の

門
人
で
あ
り
、
江
戸
時
代
初
期
の
人
。
こ
れ
以
前
に
古
筆
切
と
成
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

閲
覧
・
調
査
及
び
、
図
版
の
使
用
を
ご
許
可
下
さ
れ
た
静
嘉
堂
文
庫
に
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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（
図
一
）
伝
藤
原
定
家
筆
　
五
首
切
①
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（
図
二
）
伝
藤
原
定
家
筆
　
五
首
切
②
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（
図
三
）
伝
二
条
為
氏
筆
　
素
紙
切
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（
図
四
）
静
嘉
堂
文
庫
本
（
二
十
六
丁
表
）




