
古
筆
切
の
中
の
連
歌
切
二
種
に
つ
い
て

小

島

孝

之

一

は
じ
め
に

古
筆
切
を
調
べ
て
い
る
と
、
連
歌
の
断
簡
に
出
会
う
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
出
典
を
確
認
で
き
る
こ
と
は
稀
で
あ

る
。
古
筆
切
と
い
う
の
は
、
そ
の
収
集
が
流
行
し
始
め
た
近
世
初
期
に
お
い
て
は
平
安
時
代
を
主
と
し
て
、
遅
く
と
も
南
北
朝
時
代

あ
た
り
を
下
限
と
す
る
古
人
の
筆
跡
を
指
し
た
と
思
わ
れ
、
室
町
後
期
、
あ
る
い
は
近
世
初
期
の
連
歌
師
の
筆
跡
が
古
筆
と
し
て
尊

重
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
ら
連
歌
師
は
古
人
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
身
近
な
存
在
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
。

試
み
に
、
近
世
に
作
成
さ
れ
た
『
古
筆
名
葉
集
』
類
四
種
（
内
閣
文
庫
蔵
『
古
筆
家
秘
書
』・
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
古
筆
切
目
安
』・
文
政

古筆切の中の連歌切二種について

五三



十
一
年
版
『
古
筆
名
葉
集
』・
安
政
五
年
版
『
増
補
新
撰
古
筆
名
葉
集
』）
を
翻
刻
し
た
伊
井
春
樹
氏
他
編
『
新
版

古
筆
名
葉

１
）

集
』
に
よ

っ
て
、
連
歌
師
の
登
載
状
況
を
見
る
と
、
四
種
す
べ
て
に
名
前
の
登
場
す
る
連
歌
師
は
、
肖
柏
・
宗
祇
の
二
人
程
度
で
、
他
に
は
宗

鑑
が
三
書
、
宗
長
が
二
書
、
月
樵
・
素
眼
・
素

・
宗
砌
が
各
一
書
に
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
古
筆
切

の
内
容
を
見
る
と
、
宗
祇
に
「
大
坂
切
」
と
い
う
連
歌
切
が
一
種
、
宗
鑑
に
「
犬
筑
波
切
」
と
い
う
『
犬
筑
波
集
』
の
断
簡
が
一
種
、

素
眼
に
内
容
不
明
の
連
歌
切
が
一
種
記
載
さ
れ
る
他
に
は
、
連
歌
関
係
の
古
筆
切
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

近
世
の
古
筆
切
収
集
の
流
行
に
乗
っ
て
作
ら
れ
た
、
慶
安
四
年
刊
の
模
刻
『
御
手
鑑
』
い
わ
ゆ
る
「
慶
安
手

２
）

鑑
」
に
掲
載
さ
れ
る

連
歌
師
も
（
後
半
の
短
冊
は
除
い
て
）、
素
眼
・
素

（「
索

」
と
書
か
れ
て
い
る
が
）・
宗
砌
・
月
樵
の
四
人
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
登

載
さ
れ
た
連
歌
関
係
の
切
も
素
眼
の
菟
玖
波
集
切
た
だ
一
種
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
彼
ら
連
歌
師
の
筆
跡
は
古
筆
の
範
疇
に
入
る
も

の
と
は
、
お
お
む
ね
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
し
い
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
現
存
す
る
古
筆
手
鑑
の
類
を
調
査
す
る
と
、
連
歌
師
の
筆
跡
を
謳
う
も
の
が
少
な
く
な
い
。
お
そ
ら
く
、
流
行
の
中

で
、
古
い
も
の
が
不
足
し
て
比
較
的
近
い
時
代
の
連
歌
師
ま
で
引
っ
張
り
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
そ
れ
ら
の
作

品
も
分
割
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
が
、
真
筆
か
否
か
は
言
う
に
及
ば
ず
、
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
か
さ
え
ろ
く
に
分

か
ら
な
い
連
歌
師
も
少
な
く
な
い
。
私
自
身
の
無
知
は
棚
に
上
げ
て
も
、
古
筆
切
を
連
歌
研
究
の
上
に
役
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
、

ま
だ
ほ
と
ん
ど
出
来
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
連
歌
の
研
究
じ
た
い
が
今
は
少
数
の
研
究
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
現

状
だ
か
ら
、
今
後
も
し
ば
ら
く
の
間
は
大
き
な
進
展
が
望
め
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
世

文
学
史
に
お
け
る
連
歌
研
究
の
重
要
さ
は
言
う
を
俟
た
な
い
の
で
あ
っ
て
、
今
後
急
速
に
研
究
が
進
展
す
る
可
能
性
も
な
い
わ
け
で

は
あ
る
ま
い
。
い
つ
の
日
か
、
連
歌
研
究
の
中
で
古
筆
切
の
内
容
に
つ
い
て
も
目
を
向
け
ら
れ
る
時
が
来
る
で
あ
ろ
う
。

五四



そ
の
よ
う
な
状
況
が
開
け
た
時
、
多
少
と
も
役
に
立
つ
こ
と
も
あ
ろ
う
と
考
え
、
た
ま
た
ま
架
蔵
す
る
連
歌
の
古
筆
切
に
つ
い
て
、

紹
介
と
い
さ
さ
か
の
考
察
を
試
み
て
お
き
た
い
。

二

「
竹
林
抄
」
断
簡
に
つ
い
て

ま
ず
、
私
自
身
の
無
知
を
曝
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
、
架
蔵
の
古
筆
切
を
少
々
用
い
て
、『
古
筆
切

で
読
む

く
ず
し
字
練
習

３
）

帳
』
な
る
小
著
を
作
っ
た
。
こ
の
小
著
は
そ
も
そ
も
私
の
退
職
を
祝
う
会
を
催
し
て
く
れ
た
人
々
に
お
礼

の
意
味
で
配
る
記
念
品
と
し
て
作
っ
て
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
授
業
で
教
材
と
し
て
用
い
て
き
た
も
の
を
主
に
ま
と
め
た
も
の
で
、

「
授
業
で
こ
ん
な
こ
と
を
試
み
て
き
ま
し
た
」
と
い
う
報
告
の
よ
う
な
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
販
売
す
る
こ
と
を

意
図
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
使
用
す
る
古
筆
切
は
す
べ
て
架
蔵
の
も
の
に
限
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
教
材
用
に
購
入
し
た

古
筆
切
に
過
ぎ
ず
、
数
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
出
典
の
不
明
な
も
の
も
加
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。

教
材
用
で
あ
る
か
ら
、
和
歌
・
連
歌
・
物
語
・
説
話
な
ど
と
各
種
ジ
ャ
ン
ル
の
古
筆
切
を
一
応
取
り
揃
え
る
よ
う
に
心
掛
け
た
の
で
、

連
歌
関
係
の
古
筆
切
も
含
ま
れ
る
の
だ
が
、
出
典
を
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
は
多
く
な
い
の
が
実
際
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
出
版

社
が
教
材
と
し
て
販
売
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
の
で
、
誤
り
が
あ
る
の
は
汗
顔
の
至
り
で
あ
る
（
た
だ
し
印
税
を
も
ら
っ
た
こ
と
は
な

い
の
で
罪
は
軽
減
し
て
も
ら
え
る
か
と
勝
手
に
期
待
し
て
い
る
が
）。

そ
の
中
の
一
つ
に
、「
伝
池
田
正
能
筆

連
歌
集
切
」
と
し
て
掲
出
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
出
典
に
つ
い
て
、
同
書
の
中
で

私
は
、「
連
歌
集
の
断
簡
で
あ
る
こ
と
は
分
り
ま
す
が
、
何
と
い
う
作
品
か
不
明
で
す
。
徳
川
美
術
館
所
蔵
の
古
筆
手
鑑
『
玉
海
』

古筆切の中の連歌切二種について

五五



『
藁
叢
』
に
は
同
じ
「
池
田
帯
刀
正
能
」
と
い
う
極
札
を
持
つ
ツ
レ
と
見
ら
れ
る
連
歌
集
切
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
『
新
撰
菟
玖
波
集
』

と
見
ら
れ
る
も
の
で
す
が
、
本
断
簡
は
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
で
あ
る
確
証
が
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
記
し
た
。
こ
れ
は
『
玉
海
』『
藁

叢
』
の

４
）

解
説
に
お
い
て
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
と
さ
れ
て
い
る
の
に
随
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
を
見
る
限
り
は
確
か
に
『
新
撰

菟
玖
波
集
』
と
内
容
的
に
一
致
し
、
そ
の
一
伝
本
と
し
て
少
し
も
お
か
し
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
架
蔵
断
簡
は
『
新
撰
菟
玖
波
集
』

の
本
文
と
一
致
せ
ず
、
一
異
本
と
考
え
る
に
は
内
容
的
に
も
無
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ツ
レ
で
あ
る
と
す
る
と

『
玉
海
』『
藁
叢
』
所
収
断
簡
に
つ
い
て
も
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
私
は
判
断
を
停

止
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
っ
た
く
不
明
の
至
り
で
あ
る
。『
新
撰
菟
玖
波
集
』
と
ほ
ぼ
同
じ
本
文
を
持
ち
な
が
ら
、
異
な

る
部
分
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
テ
キ
ス
ト
と
い
う
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
然
『
竹
林
抄
』
が
念
頭
に
浮
か
ぶ

べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
、
既
に
岩
下
紀
之
氏
が
指
摘
し
て

５
）

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
岩
下
氏
に
も
お
詫
び
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
小
著
執
筆
の
折
に
、
こ
の
先
行
論
文
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
迂
闊
で
あ
っ
た
。
あ
ら
た
め

て
岩
下
氏
の
指
摘
に
基
づ
き
、
伝
池
田
正
能
筆
の
連
歌
切
を
す
べ
て
再
検
証
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
ツ
レ
と
見
ら
れ
る
も
の
す
べ
て
が
、

『
竹
林
抄
』
の
断
簡
と
見
て
何
ら
不
都
合
が
な
い
こ
と
が
分
っ
た
。『
竹
林
抄
』
で
あ
る
と
分
っ
て
み
る
と
、
ま
た
興
味
深
い
点
も
い

く
つ
か
出
て
く
る
。
岩
下
氏
は
徳
川
黎
明
会
所
蔵
手
鑑
『
玉
海
』・
同
『
藁
叢
』
の
所
収
断
簡
二
点
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
れ

以
外
に
も
四
点
ほ
ど
の
ツ
レ
が
管
見
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
そ
れ
ら
全
て
の
ツ
レ
の
本
文
を
翻
刻
し
て
、
幾
つ
か
の
点
に
言

及
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
⑤
の
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
蔵
古
筆
手
鑑
『
筆
林
』
所
収
切
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
全
点
の

紹
介
が

６
）

あ
る
が
、
図
版
は
未
紹
介
で
あ
っ
た
。
句
の
番
号
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
『
竹
林
抄
』
に
よ
る
番
号
で
あ
る
。

五六



﹇
断
簡
①

徳
川
美
術
館
蔵
手
鑑
『
藁
叢
』（
人
）
21
﹈

巻
第
一
６
｜
９

極
札
「
池
田
帯
刀
正
能

か
た
岡
の

」（
古
筆
別
家
「
守
村
」
印
。
三
代
了
仲
か
。）

一
七
・
九
×
一
六
・
四
糎

智

法
師

か
た
岡
の
あ
し
た
の
霞
さ
む
き
日
に

に
ほ
ひ
す
く
な
く
さ
け
る
は
つ
は
な

能
阿
法
師

霞
け
り
雨
は
夜
の
ま
の
朝
日
か
け

う
ら
か
お
も
て
か
衣
と
も
な
し

宗
砌

し
の
ゝ
め
の
あ
し
た
の
山
の
う
す
霞

あ
た
ゝ
か
な
れ
や
春
の
さ
と
人

﹇
断
簡
②

『
光
明
皇
后
始
手

７
）

鑑
』
1
﹈

巻
第
六
8
｜
8

﹇
図
１
﹈

極
札
「
池
田
帯
刀
正
能
菟
玖
波
集
ニ
入

人
を
見
し

」（
印
影
不
鮮
明
で
判
読
不
可
で
あ
る
が
、
古
筆
別
家
の
「
守
村
」
印
の
よ
う
に
も
思
え
る
。）

一
八
・
六
×
一
六
・
五
糎

古筆切の中の連歌切二種について

五七



人
を
み
し
夢
さ
へ
は
な
に
さ
め
や
ら
て

か
り
そ
め
に
み
し
こ
そ
恋
の
は
し
め
な
れ

は
な
に
と
ひ
つ
る
や
と
の
お
も
か
け

ち
き
り
を
き
し
を
人
よ
わ
す
る
な

能
阿
法
師

今
夜
た
に
と
は
す
は
秋
の
月
も
み
し

い
ま
こ
む
ま
て
と
た
の
む
お
も
か
け

専
順

わ
す
れ
し
の
人
の
ま
こ
と
や
夜
は
の
月

﹇
断
簡
③

架
蔵
﹈

巻
第
六
8
｜
8

﹇
図
２
﹈

極
札
な
し
（
包
紙
の
上
書
に
「
池
田
帯
刀
正
能
」）

一
九
・
〇
×
一
七
・
五
糎

夕
し
く
れ
又
袖
さ
む
く
め
く
り
き
て

賢
盛

人
こ
そ
と
は
ね
こ
の
葉
ち
る
宿

五八

図1『光明皇后始手鑑』所収「竹林抄」切



あ
ら
し
も
つ
ら
き
秋
の
さ
こ
ろ
も

能
阿

な
く
な
み
た
お
つ
る
木
葉
の
露
に
似
て

つ
ら
き
あ
ら
し
の
秋
も
ふ
け
ゝ
り

賢
盛

色
か
は
る
こ
ゝ
ろ
こ
と
の
は
ち
り
〳
〵
に

﹇
断
簡
④

徳
川
美
術
館
蔵
手
鑑
『
玉
海
』（
下
）
3
﹈

巻

第
七
9
｜
9

極
札
「
池
田
帯
刀
正
能
か
へ
る
へ
き

」（
畠
山
牛
庵
瓢
形
印
。

二
代
目
か
）

一
八
・
九
×
一
七
・
四
糎

法
眼
専
順

か
へ
る
へ
き
日
も
か
き
り
な
き
旅
に
き
て

そ
ら
行
雲
の
ま
よ
ふ
身
は
う
し

賢
盛

古筆切の中の連歌切二種について

五九

図2 架蔵「竹林抄」切



た
か
里
も
見
え
ぬ
高
ね
を
こ
え
わ
ひ
て

む
か
し
の
夢
の
お
も
か
け
も
う
し

宗
砌

あ
し
た
に
は
雲
ゐ
る
峯
の
旅
ま
く
ら

か
へ
り
て
見
は
や
春
の
ふ
る
さ
と

﹇
断
簡
⑤

実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
蔵
手
鑑
『
筆

林
』
21
﹈

巻
第
十
1583
｜
1587

﹇
図
３
﹈

極
札
「
池
田
帯
刀
正
能
露
ま
た
て

」（
畠
山
牛
庵
瓢
形
印
。
二

代
目
か
）

一
九
・
〇
×
一
七
・
四
糎

露
ま
た
て
な
ひ
く
若
葉
の
千
草
か
な

智

若
草
に
ま
し
る
二
葉
の
小
松
か
な

た
い
し
ら
す

む
ら
さ
き
の
ち
り
を
す
ゑ
の
ゝ
わ
ら
ひ
哉

六〇

図3 実践女子大学蔵『筆林』所収「竹林抄」切



行
助

風
ふ
か
ぬ
松
は
春
に
や
な
ひ
く
ら
む

春
月
を

心
敬

月
か
す
み
を
ひ
風
よ
は
の
か
つ
ら
か
な

﹇
断
簡
⑥

書
陵
部
蔵

８
）

手
鑑
1
﹈

巻
第
十
1719
｜
1720

極
札
「
菟
玖
波
集
作
者
正
能
」（
古
筆
本
家
「
琴
山
」
印
。

初
代
了
佐
か
。）

一
九
・
一
×
一
八
・
三
糎

雲
林
院
ち
か
き
所
に
て
八
月

は
か
り
に

宗
砌

秋
の
野
は
千
草
の
花
の
都
か
な

北
野
会
所
の
連
歌
に
草
花
を

能
阿

河
風
の
吹
あ
け
に
ほ
ふ
花
野
か
な

古筆切の中の連歌切二種について
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文
明
十
四
年
十
月
日

正
能

さ
て
、
以
上
の
六
点
の
断
簡
の
う
ち
②
と
⑥
に
は
「
正
能
」
を
『
菟
玖
波
集
』
作
者
と
す
る
記
述
が
あ
る
が
、『
菟
玖
波
集
』
入

集
作
者
が
『
竹
林
抄
』
を
書
写
で
き
る
わ
け
は
な
く
、
明
ら
か
な
時
代
齟
齬
で
あ
り
、
誤
り
で
あ
る
。
岩
下
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に

正
能
は
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
作
者
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
古
筆
鑑
定
家
の
勘
違
い
な
の
で
あ
ろ
う
。
岩
下
氏
は
天
理
本
作
者
部
類
に

「
典
厩
内
、
池
田
帯
刀
允
」
と
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
、「
典
厩
」
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
細
川
政
国
ま
た
は
政
賢
の
い
ず
れ
か
で

あ
り
、
正
能
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
被
官
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
他
の
作
者

９
）

部
類
か
ら
多
少
と
も
異
な
る
情
報
を
求
め
ら
れ
な
い
か
と

調
べ
て
み
た
が
、
大
永
本
作
者
部
類
に
は
、「
藤
原
正
能
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、「
細
河
家
人

池
田
帯
刀
」、
彰
考
館
本
作
者

部
類
に
は
、「
細
川
右
馬
助
内
池
田
帯
刀
允
」、
伝
宗
鑑
本
に
は
「
池
田
帯
刀
左
衛
門
」
と
あ
り
、
彰
考
館
本
の
「
右
馬
助
」
な
る
記

述
が
正
し
い
と
仮
定
す
る
と
、『
尊
卑
分
脈
』
は
細
川
政
国
を
「
右
馬
頭
」、
政
賢
を
「
右
馬
助
」
と
す
る
の
で
、
政
賢
の
方
を
指
す

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
伝
宗
鑑
本
の
「
左
衛
門
」
は
他
本
に
は
見
ら
れ
な
い
情
報
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
い
か

が
で
あ
ろ
う
か
。
⑥
の
書
陵
部
蔵
手
鑑
の
複
製
解
説
が
、
正
能
を
「
帯
刀
、
伊
賀
守
」
と
記
述
し
て
い
る
が
、「
伊
賀
守
」
と
い
う

情
報
の
出
所
が
何
に
基
づ
く
の
か
は
確
認
し
て
い
な
い
。
と
り
あ
え
ず
は
細
川
政
賢
の
被
官
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

⑥
に
は
後
半
に
「
文
明
十
四
年
十
月
日
」
の
奥
書
が
貼
り
合
わ
せ
て
あ
る
。「
正
能
」
の
署
名
が
あ
り
、
こ
の
奥
書
の
筆
跡
は
本

文
の
筆
跡
と
同
筆
と
見
え
る
。『
竹
林
抄
』
は
1720
の
「
河
風
の
吹
あ
け
に
ほ
ふ
」
の
句
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
だ
こ
の
後
に

多
く
の
句
が
続
く
の
で
、
こ
の
奥
書
部
分
は
遥
か
後
ろ
の
方
か
ら
切
り
取
っ
て
き
て
、
こ
こ
に
貼
り
合
わ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

六二



こ
の
一
連
の
『
竹
林
抄
』
断
簡
を
「
池
田
正
能
」
な
る
人
物
の
筆
跡
と
す
る
極
め
は
、
こ
う
し
た
奥
書
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。「
帯
刀
」
と
い
う
記
述
も
、
他
の
箇
所
の
奥
書
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、『
新
撰
菟
玖
波
集
』
入
集

作
者
部
類
の
ご
と
き
も
の
に
基
づ
く
知
識
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
極
札
に
お
け
る
「
菟
玖
波
集
作
者
」
と
い
っ
た
記
述
は
、
あ
る

程
度
、
そ
う
し
た
部
類
的
な
情
報
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

最
も
興
味
深
い
の
は
、
文
明
十
四
年
と
い
う
年
次
で
あ
る
。『
竹
林
抄
』
が
成
立
し
た
の
は
文
明
八
年
ご
ろ
で
あ
る
と
す

10
）

る
と
、

本
書
は
成
立
後
間
も
な
い
時
期
の
写
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
の
『
竹
林
抄
』
の
底
本
は
文
明
十
八
年

の
奥
書
を
持
つ
本
を
親
本
と
す
る
室
町
期
の
写
本
で
あ
る
と
い
う
。『
竹
林
抄
』
は
四
十
本
程
の
写
本
が
存
在
し
て
い
る
そ
う
で
あ

る
が
、
誤
写
も
多
く
、
必
ず
し
も
善
本
に
恵
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
文
明
十
四
年
の
写
本

と
い
う
の
は
、
も
し
こ
れ
が
当
の
文
明
十
四
年
の
写
本
そ
の
も
の
で
あ
れ
ば
極
め
て
重
要
な
伝
本
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
、

文
明
十
四
年
本
の
転
写
本
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
義
を
失
う
ま
い
。
佚
文
を
集
成
す
る
意
義
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
右
の
断
簡
六
点
の
本
文
を
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
本
文
と
照
合
す
る
と
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
大
系
底
本
の
文
明
十

八
年
本
の
本
文
が
古
形
を
保
っ
て
い
る
こ
と
の
傍
証
と
も
な
り
え
よ
う
。

た
だ
し
、
作
者
名
表
記
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
文
明
十
八
年
本
の
形
式
と
は
異
な
り
、
す
で
に
岩
下
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
各

巻
初
出
箇
所
の
み
「
智
蘊
法
師
」「
能
阿
法
師
」「
法
眼
専
順
」
の
よ
う
に
身
分
ま
で
含
め
た
表
記
を
す
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い

る
。
今
回
の
例
で
は
断
簡
②
の
一
例
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
た
。

古筆切の中の連歌切二種について
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三

「
大
胡
修
茂
寄
合
」
の
断
簡
に
つ
い
て

連
歌
寄
合
書
の
一
つ
に
『
大
胡
修
茂
寄
合
』（
仮
題
）
と
い
う
の
が
あ
る
。
現
在
ま
で
に
三
本
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者

「
太
胡
修
茂
」
を
伝
称
筆
者
と
す
る
古
筆
切
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
初
め
て
言
及
し
た
の
は
、
小
林
強
氏
の
「
連
歌
寄
合
書
関
係

の
古
筆
切
資
料
覚

11
）

書
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
同
論
文
の
要
旨
は
村
上

亭
・
高
城
弘
一
氏
監
修
の
『
古
筆
切
鑑
定

12
）

必
携
』
に
も
、

小
林
氏
蔵
の
一
葉
の
写
真
紹
介
と
と
も
に
、
解
説
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
右
の
小
林
論
文
で
問
題
点
の
指
摘
は
ほ
ぼ
尽
き
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
惜
し
む
ら
く
は
同
論
文
が
目
に
触
れ
に
く
い
所
に
発
表
さ
れ
て
い
る
た
め
、
架
蔵
断
簡
の
紹
介
を
兼
ね
て
、
研
究

史
を
時
系
列
的
に
な
ぞ
っ
て
お
き
た
い
。

本
書
の
研
究
は
、
早
く
木
藤
才
蔵
氏
が
「
連
歌
作
法
」
の
名
で
京
都
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
研
究
室
蔵

原
文

13
）

庫
本
を
翻
刻
し

て
紹
介
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

原
本
に
は
題
名
が
な
く
、
仮
題
と
し
て
「
連
歌
作
法
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
、『
連

歌
貴
重
文
献
集
成

第
七

14
）

集
』
に
太
田
武
夫
氏
所
蔵
の
慶
長
七
年
写
本
が
影
印
さ
れ
、「
連
歌
作
法
」
と
親
近
関
係
に
あ
る
寄
合
書

と
さ
れ
た
。
こ
の
太
田
本
に
も
書
名
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
同
集
成
に
お
い
て
、
内
容
及
び
識
語
か
ら
「
大
胡
修
茂
寄
合
」
と
い
う

仮
題
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
さ
ら
に
、
三
輪
正
胤
氏
・
西
田
正
宏
氏
に
よ
り
三
輪
正
胤
氏
所
蔵
本
が
翻
刻
紹
介
さ
れ
た
。
こ
れ
に

も
書
名
は
な
い
が
、「
修
茂
寄
合
」（
三
輪

15
）

本
）

と
名
づ
け
ら
れ
た
。
以
上
の
三
本
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
は
親
近
関
係

と
い
う
以
上
に
、
同
本
の
異
本
関
係
に
あ
る
と
見
る
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
寄
合
書
に
よ
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る

ら
し
い
が
、
相
互
に
記
事
内
容
に
増
補
乃
至
削
除
、
あ
る
い
は
改
編
が
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
本
の
関
係
は
複
雑
で

六四



あ
る
よ
う
で
あ
る
。

本
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
太
田
本
末
尾
の
識
語
が
手
掛
か
り
に
な
る
。

右
一
冊
ハ
大
胡
新
左
衛
門
修
茂
と
て
武
州
仁
也
心
敬
宗
祇
東
国
下
向
之
時
山
岡
千
句
な
と
に
も
相
加
執
心
不
浅
ゆ
へ
此
寄
合
を

あ
つ
め
少
々
か
の
先
達
の
以
下
知（マ
しマ）
る
し
を
か
る
ゝ
も
の
也
雖
然
今
時
難
用
事
も
ま
し
れ
る
と
云
々
猶
心
を
付
ら
る
ゝ
ほ
か
あ

る
へ
か
ら
さ
る
も
の
な
ら
し
慶
長
七
年
五
月
二
日
書
之長

繁

と
あ
り
、
そ
の
大
体
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

原
本
の
解
題
に
お
い
て
、
引
用
さ
れ
て
い
る
句
の
状
況
か
ら
、
本
書
の
成

立
は
文
明
二
年
以
後
、
文
明
六
年
以
前
と
い
う
仮
説
が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
三
輪
本
の
奥
書
に
は
、「
文
明
四
年

八
月
一
日

大
胡
新
左
衛
門
尉

藤
原
修
茂

印
」
と
あ
る
と
い
う
。
こ
の
奥
書
は
右
の
仮
説
と
矛
盾
な
く
符
合
し
、
成
立
を
文
明

四
年
八
月
一
日
と
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
輪
本
に
も
誤
脱
が
あ
り
、
原
本
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
原
本
に
非
常

に
近
い
位
置
に
あ
る
写
本
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
三
輪
・
西
田
両
氏
に
よ
る
三
本
の
詳
細
な
比
較
に
よ
っ
て
も
、

三
本
の
関
係
は
な
か
な
か
複
雑
で
あ
る
よ
う
で
、
さ
ら
に
比
較
で
き
る
伝
本
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
筆
者
を
右
に
述
べ
た
当
の
「
太
胡
修
茂
」
と
伝
え
る
古
筆
切
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
筆
者
を
「
太
胡
新
右
衛
門
尉
修
茂
」

と
す
る
極
札
を
持
つ
小
林
強
氏
蔵
切
と
徳
川
黎
明
会
蔵
手
鑑
『
玉
海
』
所
収
切
の
二
葉
が
あ
り
、
先
の
小
林
論
文
で
は
、
小
林
氏
蔵

切
と
、『
玉
海
』
所
収
切
と
の
本
文
を
、
三
伝
本
の
本
文
と
比
較
し
、

一
、
小
林
氏
所
蔵
切
は
、
寄
合
語
の
有
無
、
証
歌
の
数
等
に
お
い
て
、

原
本
・
三
輪
本
が
一
致
す
る
の
に
対
し
て
、
異
な
る
語

や
証
歌
を
有
す
る
。
太
田
本
は
当
該
箇
所
を
欠
く
。

古筆切の中の連歌切二種について
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二
、『
玉
海
』
所
収
切
は
証
歌
の
数
や
配
列
は

原
本
・

太
田
本
と
一
致
し
、
三
輪
本
は
証
歌
が
二
首
少
な
く
、

対
立
す
る
。

と
い
う
事
を
指
摘
し
、
後
出
伝
本
た
る
太
田
本
に
近
い
伝
本

か
ら
分
割
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
た
。
何
分
わ
ず
か
二
葉
の
断

簡
か
ら
の
推
定
で
は
あ
り
、
不
確
定
の
点
が
多
過
ぎ
、
さ
ら

に
小
林
氏
蔵
切
の
ツ
レ
の
出
現
が
待
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
近
時
新
た
な
一
葉
、
春
部
「
蛙
」
の
断
簡
が

架
蔵
に
帰
し
た
の
で
図
版
と
と
も
に
翻
刻
を
掲
げ
、
右
の
小

林
論
文
に
若
干
の
考
察
を
付
け
加
え
た
い
。

な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
、
濁
点
、
句
読
点
等
は
、
出
典

の
ま
ま
と
し
た
。

﹇
架
蔵
断
簡
﹈

﹇
図
４
﹈

極
札
「
高
瀬
舟

太
胡
新
右
衛
門
尉
修
茂
」（
二
代
目
畠
山
牛
庵
「
傳
庵
」
印
）

一
七
・
五
×
一
四
・
一
糎

六六
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高
瀬
舟
の
ほ
る
堀
江
の
み
つ
を
浅
み

草
か
く
れ
に
て
か
は
つ
鳴
な
り

足
引
の
や
ま
ふ
き
の
花
咲
に
け
り

ゐ
出
の
か
わ
つ
は
今
や
鳴
ら
ん

蛙
に
哥
を
付
る
事
其
故
有
然
は

古
今
集
の
序
に
も
花
に
鳴
鴬

水
に
住
蛙
の
声
を
き
け
は
い

き
と
し
い
け
る
物
何
れ
か
哥
を

よ
ま
さ
り冬

き
え
ぬ
い
わ
ぬ
ま
か
き
峯
瀬
蛙
吉
野

こ
の
本
文
を

原
文
庫
本
・
太
田
本
・
三
輪
本
の
本
文
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

﹇

原
本
﹈

堀
川

た
か
せ
舟
の
ぼ
る
堀
江
の
水
を
あ
さ
み
く
さ
か（マ
れマ）
に
て
蛙
鳴
な
り

新
古

か
は
づ
な
く
神
な
び
川
に
か
げ
み
え
て
い
ま
や
咲
ら
ん
山
吹
の
は
な

足
引
の
山
吹
の
花
さ
き
に
け
り
井
出
の
か
は
づ
は
い
ま
や
な
く
ら
ん

古筆切の中の連歌切二種について
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か
は
づ
の
歌
ぞ
ゆ
へ
あ
り
。
然
ば
、
古
今
集
序
に
も
、
花
に
な
く
鴬
、
水
に
住
か
は
づ
の
こ
ゑ
き
け
ば
、
い
き
と
し
い
け

る
も
の
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
と
か
け
り
。

雉
子

﹇
太
田
本
﹈

か
は
つ
鳴
神
南
備
河
に
か
け
み
え
て

今
や
咲
ら
ん
山
吹
の
花

高
瀬
船
の
ほ
る
堀
江
の
水
あ
さ
み

草
か
く
れ
に
て
か
は
つ
な
く
也

蛙
に
哥
を
付
る
事
其
故
あ
り

古
今
集
序
に
も
花
に
鳴
鴬

水
に
す
む
か
わ
つ
の
声
を
き

け
は
い
き
と
し
い
け
る
も
の
い
つ
れ

か
哥
を
よ
ま
さ
り
け
る
と
か
け
り

冬

﹇
三
輪
本
﹈

六八



河
出
な
く
神
な
ひ
川
に
か
け
み
え
て
今
や
咲
ら
ん
山
ふ
き
の
花

足
引
の
山
吹
の
花
咲
に
け
り
い
て
の
か
は
つ
は
今
や
な
く
ら
ん

高
せ
舟
の
ほ
る
ほ
り
江
の
水
を
あ
さ
み
草
か
く
れ
に
て
か
は
つ
な
く
也

か
は
つ
の
哥
の
事
、
そ
の
ゆ
へ
あ
り
。
し
か
ら
は
、
古
今
集
に
も
、
花
に
な
く
鴬
、
水
に
す
む
か
は
つ
の
こ
ゑ
を
き
け
は
、
い

き
と
し
い
け
る
も
の
、
い
つ
れ
か
う
た
を
ま
な
は
さ
り
と
か
け
り
。

き
ゝ
す

ま
ず
、
架
蔵
断
簡
で
は
、「
蛙
」
の
次
の
項
目
が
「

冬
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
配
列
順
が
一
致
す
る
の
は
太
田
本
で
あ

る
。
対
し
て
、

原
本
と
三
輪
本
で
は
後
に
続
く
の
は
「
雉
子
」
で
あ
っ
て
、「

冬
（
山
吹
）」
は
「
蛙
」
の
前
に
位
置
し
て
い
る
。

こ
の
点
で
は
、
前
述
の
小
林
氏
の
結
論
と
一
致
す
る
。

証
歌
の
数
と
配
列
に
関
し
て
見
る
と
、
架
蔵
断
簡
は
、「
高
瀬
舟
…
…
」「
足
引
の
…
…
」
順
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
一
致
す
る
も
の

は
一
つ
も
な
い
。

原
本
は
、「
た
か
せ
舟
…
…
」「
か
は
づ
な
く
…
…
」「
足
引
の
…
…
」
の
順
で
あ
り
、
三
輪
本
は
、「
河
出
な
く

…
…
」「
足
引
の
…
…
」「
高
せ
舟
…
…
」
の
順
で

原
本
と
三
首
は
一
致
す
る
が
配
列
順
が
異
な
る
。
と
こ
ろ
が
太
田
本
は
、「
か

は
つ
鳴
…
…
」「
高
瀬
船
…
…
」
の
二
首
は
順
序
は
違
う
も
の
の

原
本
・
三
輪
本
と
一
致
し
、
架
蔵
切
の
直
前
に
、「
か
は
づ
鳴
く

…
…
」
の
歌
が
あ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
配
列
順
だ
け
の
問
題
に
な
る
の
だ
が
、
実
は
、
右
の
二
首
の
前
に
太
田
本
は
、

都
人
き
て
も
お
ら
な
ん
蛙
な
く
県
の
井
戸
の

冬
の
花

と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
る
証
歌
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
う
な
る
と
、

原
本
・
三
輪
本
と
太
田
本
は
大
き
く
異
な
っ

古筆切の中の連歌切二種について
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て
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
は
た
し
て
、
架
蔵
断
簡
の
直
前
は
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
段
階
で
は
不
明

と
す
る
以
外
な
く
、
さ
ら
な
る
ツ
レ
の
出
現
を
待
た
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
、
証
歌
の
後
の
解
説
文
に
つ
い
て
見
る
と
、
や
は
り
、
架
蔵
断
簡
と
太
田
本
の
本
文
が
非
常
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
架
蔵

切
は
文
末
の
「
け
る
と
か
け
り
」
の
文
が
脱
落
し
て
い
る
が
、
そ
の
点
を
除
け
ば
、
太
田
本
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
対
し
て
、

原
本

と
三
輪
本
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
異
文
乃
至
改
変
と
見
ら
れ
る
部
分
を
有
す
る
が
、
比
較
的
に
両
者
は
近
似
度
が
高
い
。

以
上
か
ら
考
え
る
と
、
現
段
階
で
は
、
や
は
り
、
伝
「
修
茂
」
筆
断
簡
は
、
太
田
本
に
近
い
本
文
を
持
つ
本
で
あ
っ
た
と
看
做
し

う
る
で
あ
ろ
う
。
脱
落
や
、
後
出
本
文
と
見
ら
れ
る
太
田
本
に
近
い
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
小
林
氏
の
結
論
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
支
持
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
れ
も
小
林
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
他
の
二
葉
も
二
代
目
畠
山
牛
庵
の
極
札
を
具
備
し
て
お
り
、
架

蔵
切
も
二
代
目
牛
庵
の
極
札
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
当
該
本
の
分
割
に
二
代
目
牛
庵
が
関
わ
っ
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
だ

ろ
う
。
三
輪
本
同
様
、「
太
胡
修
茂
」
の
本
奥
書
を
持
つ
転
写
本
の
『
大
胡
修
茂
寄
合
』
だ
っ
た
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
筆
者
名
の
極
め
が
分
割
前
の
本
の
奥
書
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
原
本
で
あ
る
保
証
は
な

い
と
い
う
こ
と
も
我
々
は
肝
に
銘
じ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
右
に
述
べ
た
三
点
の
古
筆
切
に
は
い
ず
れ
も

「
太
胡
新
右
衛
門
尉
修
茂
」
と
い
う
極
め
書
き
が
あ
り
、
伝
本
の
奥
書
に
見
え
る
「
大
胡
新
左
衛
門
尉
修
茂
」
と
は
、「
太
」
と

「
大
」、「
右
」
と
「
左
」
の
相
違
が
あ
り
、
分
割
前
の
本
に
誤
写
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

七〇



【
注
】

１
）

伊
井
春
樹
・
大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会
編
『
新
版

古
筆
名
葉
集
』（
昭
和
六
三
年
、
和
泉
書
院
刊
）

２
）

増
田
孝
編
『
慶
安
手
鑑
』（
平
成
元
年
、
文
献
出
版
刊
）
の
複
製
に
よ
る
。

３
）

拙
著
『
古
筆
切
で
読
む

く
ず
し
字
練
習
帳
』（
平
成
一
八
年
、
新
典
社
刊
）

４
）

徳
川
黎
明
会
叢
書
（
昭
和
六
一
年
・
平
成
二
年
、
思
文
閣
出
版
刊
）
に
よ
る
。

５
）

岩
下
紀
之
著
『
連
歌
史
の
諸
相
』（
平
成
九
年
、
汲
古
書
院
刊
。
初
出
は
「
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
」
第
16
号
、
平
成
三
年
二
月
）

６
）

野
村
精
一
・
武
井
和
人
・
上
野
英
子
「
文
芸
資
料
研
究
所
蔵
手
鑑
『
筆
林
』（『
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
年
報
』
第
二
十
四

号
、
平
成
一
七
年
三
月
）

７
）

思
文
閣
販
売
目
録
『
名
家
古
筆
手
鑑
集
』
所
収
（
刊
年
不
明
）

８
）
『
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
古
筆
手
鑑
』（
平
成
一
一
年
、
貴
重
本
刊
行
会
刊
）
に
よ
る
。

９
）

横
山
重
・
野
口
英
一
校
訂
『
新
撰
菟
玖
波
集
明
応
本
』（
昭
和
三
三
年
、
風
間
書
房
刊
）
所
収
の
作
者
部
類
六
種
に
よ
る
。

10
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
林
抄
』
解
説
（
島
津
忠
夫
氏
執
筆
）
に
よ
る
。

11
）
『
大
東
書
道
研
究
』
第
８
号
（
平
成
一
二
年
三
月
、
大
東
文
化
大
学
書
道
研
究
所
）

12
）
『
古
筆
切
鑑
定
必
携
』（
平
成
一
六
年
、
淡
交
社
刊
）

13
）
『
連
歌
寄
合
集
と
研
究
（
上
）』（
昭
和
五
三
年
、
未
刊
国
文
資
料
第
四
期
第
八
冊
、
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
刊
）

14
）
『
連
歌
貴
重
文
献
集
成

第
七
集
』（
昭
和
五
五
年
、
勉
誠
社
刊
）

15
）

三
輪
正
胤
・
西
田
正
宏
「
連
歌
寄
合
集
「
修
茂
寄
合
」（
三
輪
本
）
の
研
究
と
本
文
（
一
）（
二
）」（
大
阪
府
立
大
学
『
人
文
学
論

集
』
一
三
集
〜
一
四
集
、
平
成
七
年
三
月
・
八
年
一
月
）

古筆切の中の連歌切二種について
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＊
本
稿
を
成
す
に
当
り
、
ご
所
蔵
古
筆
手
鑑
の
調
査
の
便
宜
を
お
与
え
下
さ
り
、
図
版
掲
載
の
御
許
可
を
賜
っ
た
実
践
女
子
大
学
文
芸
資

料
研
究
所
に
対
し
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
本
稿
は
二
〇
〇
七
、
八
年
度
成
城
大
学
文
芸
学
部
特
別
研
究
助
成
「
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
思
想
と
文
学
を
め
ぐ
る
諸
考

察
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

追
記
）

校
正
の
最
終
段
階
に
至
っ
て
、
伝
池
田
正
能
筆
「
竹
林
抄
」
切
に
も
う
一
葉
（
一
五
六
七
｜
一
五
六
九
番
）
あ
る
こ
と
に
気
づ

い
た
。
詳
し
く
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

七二


