
古
筆
切
の
発
生
と
そ
の
鑑
賞

田
中

登

一

写
本
の
特
質
と
古
筆
切

日
本
に
は
、
絵
画
・
工
芸
・
彫
刻
・
建
築
・
庭
園
そ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
が
豊
富
に
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
い
つ
の
時
代
に
も
、

文
化
の
中
核
に
は
、
書
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
に
は
、
優
れ
た
写
本
が
数
多
く
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
こ

の
人
が
手
で
書
き
写
し
た
本
の
こ
と
を
、
写
本
と
い
う
。

そ
の
写
本
と
い
う
も
の
を
、
印
刷
本
（
こ
れ
を
版
本
も
し
く
は
板
本
と
い
う
）
と
比
較
し
て
み
た
時
の
特
質
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
写
本

に
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
が
、
こ
の
世
に
二
つ
と
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
同
じ
古
今
和
歌
集
と
い
う
も
の
を
、
三

蹟
で
知
ら
れ
る
小
野
道
風
が
書
い
た
と
し
て
、
改
丁
箇
所
や
改
行
箇
所
な
ど
、
一
度
目
に
書
い
た
時
と
、
二
度
目
に
書
い
た
時
で
は
、
ど

こ
か
違
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
名
文
字
の
字
母
な
ど
、
一
度
目
の
時
は
安
藤
さ
ん
の
「
安
」
を
使
用
し
た
箇
所
に
、
二
度
目
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の
時
に
は
阿
部
さ
ん
の
「
阿
」
を
使
用
す
る
な
ど
…
。

こ
う
し
た
、
天
下
に
一
本
し
か
な
い
、
貴
重
な
本
を
、
私
も
ほ
し
い
、
い
や
、
私
だ
っ
て
ほ
し
い
、
と
大
勢
の
人
々
が
ほ
し
が
っ
た

ら
、
い
っ
た
い
、
ど
う
な
る
か
。
モ
ノ
は
一
点
だ
け
、
そ
れ
な
の
に
希
望
者
は
数
知
れ
ず
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
本
は
何
頁
で
も
あ
る

の
だ
か
ら
、
い
き
お
い
一
枚
ご
と
に
、
分
割
し
た
ら
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

か
く
し
て
、
書
の
熱
烈
な
愛
好
家
の
求
め
に
応
じ
て
、
一
枚
一
枚
の
紙
片
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
っ
た
断
簡
の
こ
と
を
、
古
筆
切
と
い

う
。
す
な
わ
ち
古
写
本
の
断
簡
の
謂
い
で
あ
る
。

つ
い
で
に
い
え
ば
、
古
写
本
と
い
う
の
は
、
書
誌
学
の
方
で
は
、
い
ろ
い
ろ
と
う
る
さ
い
議
論
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
大
雑
把
に
い
え

ば
、
江
戸
以
前
、
平
安
・
中
世
に
書
写
さ
れ
た
本
の
こ
と
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
江
戸
時
代
に
写
さ
れ
た
本
の
こ
と
は
、
単
に
写
本
と

い
い
、
古
写
本
と
は
、
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
る
。

二

古
筆
切
の
流
行

古
人
の
筆
跡
を
愛
玩
す
る
と
い
う
風
は
、
書
が
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
、
こ
の
日
本
お
い
て
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
で

あ
る
が
、
と
り
わ
け
室
町
時
代
の
後
半
ご
ろ
か
ら
、
茶
道
の
隆
盛
と
も
相
俟
っ
て
、
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
お
茶
の
世
界
で
は
、
大
事
な
お
道
具
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
掛
物
が
あ
る
。
五
山
僧
の
禅
の
言
葉
を
記
し
た
、
漢
字

ば
か
り
か
ら
な
る
一
行
モ
ノ
や
、
平
安
・
鎌
倉
の
仮
名
の
歌
切
な
ど
が
、
掛
物
と
し
て
、
こ
と
の
ほ
か
珍
重
さ
れ
た
。

こ
の
風
潮
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
も
衰
え
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
た
め
に
、
当
時
、
貴
族
と
い
わ
ず
、
武
士
と
い
わ
ず
、
は
た
ま
た

裕
福
な
町
人
と
い
わ
ず
、
我
先
に
と
、
古
筆
切
を
集
め
る
こ
と
が
、
一
種
の
流
行
現
象
に
ま
で
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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三

古
筆
切
の
保
存
・
鑑
賞
法

で
は
、
そ
の
集
め
た
古
筆
切
を
ど
う
保
存
し
、
ま
た
鑑
賞
し
て
い
た
の
か
。
現
在
と
違
っ
て
、
家
屋
の
一
部
屋
、
一
部
屋
が
非
常
に
広

か
っ
た
往
時
に
あ
っ
て
は
、
屏
風
な
ど
を
立
て
た
り
し
て
、
適
当
に
空
間
を
区
切
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
屏
風
に
、
何
枚
も

の
古
筆
切
を
（
時
に
は
、
色
紙
や
短
冊
な
ど
を
交
え
る
こ
と
も
あ
る
）
バ
ラ
ン
ス
よ
く
貼
っ
て
眺
め
る
。
こ
れ
す
な
わ
ち
貼
交
屏
風
で
あ
る
。
こ

の
屏
風
に
貼
ら
れ
た
古
筆
の
鑑
賞
方
法
は
、
天
平
の
経
切
、
平
安
の
歌
切
、
鎌
倉
の
物
語
切
、
室
町
の
短
冊
等
々
、
時
代
も
ジ
ャ
ン
ル
も

異
な
る
書
作
品
の
一
大
パ
ノ
ラ
マ
が
そ
こ
に
は
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
ら
書
作
品
を
、
居
な
が
ら
に
し
て
、
同
時
に
何
十
枚
も
鑑

賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
利
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
屏
風
、
四
畳
半
と
か
六
畳
と
か
、
狭
い
部
屋
で
家
族
が
肩
を
寄
せ
合
う
よ
う
に
し
て
暮
ら
し
て
い
る
、
現
在
の
日
本
の
住

宅
事
情
に
お
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
贅
沢
は
許
さ
れ
る
は
ず
も
な
く
、
こ
れ
が
ひ
と
度
骨
董
屋
や
古
本
屋
の
手
に
わ
た
れ
ば
、
古

筆
切
は
一
枚
一
枚
剥
が
さ
れ
て
（
こ
う
し
た
切
を
マ
ク
リ
と
い
う
）
客
に
売
ら
れ
、
残
り
の
屏
風
は
、
あ
わ
れ
、
残
骸
と
し
て
、
粗
大
ゴ
ミ
扱

い
と
な
っ
て
し
ま
う
仕
儀
と
相
な
る
。

次
に
掛
軸
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
茶
席
に
掛
軸
は
、
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
、
こ
れ
は
茶
道
の
発
達
・
流
行
の
中
で
生
ま
れ
た
鑑
賞

方
法
で
あ
る
。
前
述
し
た
貼
交
屏
風
と
は
ガ
ラ
リ
と
趣
が
違
い
、
こ
ち
ら
は
、
一
点
集
中
主
義
と
で
も
い
お
う
か
、
古
筆
切
の
内
容
と
ほ

ど
よ
く
マ
ッ
チ
し
た
表
具
の
仕
上
が
り
具
合
と
共
に
鑑
賞
す
る
も
の
で
あ
る
（
写
真

）。
1

だ
が
、
こ
う
し
た
鑑
賞
法
が
、
昨
今
の
住
宅
事
情
の
関
係
か
ら
、
現
代
人
に
は
、
次
第
に
困
難
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
、
前

記
貼
交
屏
風
と
同
断
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
筆
切
を
手
に
入
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
何
が
何
で
も
、
掛
軸
に
仕
立
て
る
必
要
も
な
い
。
切

シンポジウム「古筆切の発生とその鑑賞」
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を
額
に
入
れ
、
洋
間
の
壁
に
か
け
て
鑑
賞
す
る
の
も
、
悪
く

は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
は
短
冊
な
ど
で
も
、
同
じ
こ
と
で
あ

る
。最

後
に
、
手
鑑
帖
。
手
鑑
の
手
と
は
、
筆
跡
の
意
。
す
な

わ
ち
筆
跡
の
見
本
帖
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
画
帖
を

一
回
り
も
、
二
回
り
も
大
き
く
仕
立
て
た
帖
に
、
何
十
枚
、

時
に
は
、
何
百
枚
も
の
古
筆
切
を
、
筆
者
の
身
分
の
別
（
天

皇
・
皇
室
・
摂
関
・
公
卿
…
な
ど
）・
時
代
の
別
に
並
べ
て
貼
り

つ
け
た
も
の
で
、
帖
の
頁
を
一
枚
、
ま
た
一
枚
と
繰
り
な
が

ら
、
楽
し
む
わ
け
だ
が
、
一
帖
の
手
鑑
に
は
、
日
本
の
歴

史
・
文
化
が
ま
る
ご
と
詰
ま
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
感
が
あ

る
（
写
真

）。
2

こ
れ
は
、
さ
し
て
場
所
ふ
た
ぎ
に
も
な
ら
ず
、
数
多
く
の
古
筆
切
を
保
存
・
鑑
賞
す
る
に
は
、
き
わ
め
て
便
利
な
も
の
で
、
現
代
人
の

ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
に
も
、
ぴ
っ
た
り
だ
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
に
注
文
し
、
新
た
に
作
ら
せ
よ
う
も
の
な
ら
、

職
人
さ
ん
の
手
間
賃
だ
け
で
も
、
大
変
な
費
用
が
か
か
っ
て
し
ま
う
。
馴
染
み
の
古
本
屋
か
骨
董
屋
に
頼
ん
で
、
空
の
帖
を
分
け
て
も
ら

う
の
が
、
一
番
賢
明
な
方
法
と
い
え
よ
う
。

－310－

（
写
真

）
文
芸
資
料
研
究
所
蔵
「
河
内
本
源
氏
物
語
切
」
軸
装

1



四

古
筆
切
の
鑑
定

と
こ
ろ
で
、
古
人
の
筆
跡
を
め
で
て
、
そ
れ

ら
を
集
め
る
人
々
が
い
た
と
し
て
、
自
分
が
手

に
入
れ
た
切
が
、
書
と
し
て
ど
ん
な
に
優
れ
て

い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
い
っ
た
い
、
ど
こ

の
だ
れ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
、
皆

目
見
当
が
つ
か
な
い
、
と
い
う
の
で
は
、
大
枚

払
っ
て
買
お
う
と
い
う
気
に
は
、
到
底
な
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
現
在
で
も
、
高

価
な
宝
石
類
を
買
う
人
が
、
保
証
書
や
鑑
定
書

の
類
を
ほ
し
が
る
の
と
、
同
じ
心
理
に
発
し
て

い
る
。
か
つ
て
、
古
筆
切
に
つ
い
て
も
、
収
集

家
か
ら
同
様
な
欲
求
が
起
き
た
。
そ
こ
で
、
江

戸
時
代
に
な
っ
て
登
場
し
た
の
が
、
古
筆
見
と

呼
ば
れ
る
、
書
の
鑑
定
を
生
業
と
す
る
人
々
で

あ
る
。

シンポジウム「古筆切の発生とその鑑賞」
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（写真 2）文芸資料研究所蔵「手鑑筆林」
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（
写
真

）
実
践
女
子
大
学
図
書
館
蔵
「
伝
坊
門
局
筆
源
氏
物
語
切
」

3



彼
ら
が
、
一
枚
一
枚
の
古
筆
切
を
、
だ
れ
そ
れ
の
筆
跡
だ
と
鑑
定
す
る
こ
と
を
、「
極
め
る
」
と
い
っ
た
が
、
こ
の
鑑
定
結
果
を
記
し

た
、
縦
が
十
二
、
三
セ
ン
チ
、
横
が
二
セ
ン
チ
ほ
ど
の
、
短
冊
型
の
小
さ
な
札
の
こ
と
を
「
極
札
」
と
い
う
。
現
在
で
も
、「
極
め
付
き

の
演
技
」
と
か
「
極
め
付
き
の
フ
ァ
イ
ン
・
プ
レ
イ
」
な
ど
と
い
う
「
極
め
付
き
」
と
い
う
の
は
、
元
を
正
せ
ば
、
こ
こ
に
端
を
発
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
極
札
に
は
、
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
。
坊
門
局
筆
と
い
わ
れ
る
四
半
形
の
源
氏
物
語
の
断
簡
を
例
に
と
る
と
（
写
真

・
3

）、
ま
ず
は
札
の
表
に
、「
坊
門
局
」
と
筆
者
の
名
前
を
記
す
。
次
に
二
行
に
割
っ
て
、「
俊
成
卿
御
息
女
」
と
筆
者
に
つ
い
て
の
注
を

4し
（
こ
の
注
は
一
般
に
は
な
い
方
が
多
い
）、
二
行
目
に
、「
げ
つ(マ
ゝ
)か
う
も
」
と
切
の
本
文
の
書
き
出
し
（
冒
頭
部
分
の
こ
と
）
を
記
す
。
こ
れ
は

切
本
体
と
札
と
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
札
が
ど
の
切
に
属
す
る
も
の
か
を
、
探
し
出
す
の
に
便
利
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
、
鑑
定
し
た
人
の
鑑
定
印
が
押
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
神
田
道
伴
。
た
だ
し
、
表
の
印
は
、
神
田
家

代
々
同
じ
も
の
を
用
い
る
か
ら
、
神
田
家
の
だ
れ
で
あ
る
か
を
知
る
に
は
、
裏
印
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
札
の
裏
を
見
て
み
る
と
、「
切
」
と
あ
っ
て
、

そ
の
右
横
に
、
割
印
が
押
し
て
あ
る
の
に
気
づ
く
が
、
こ
れ

は
自
家
の
鑑
定
台
帳
と
、
鑑
定
し
た
札
と
を
並
べ
て
、
押
す

わ
け
で
あ
る
。
次
に
「
壬
寅
」
と
干
支
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
鑑
定
し
た
年
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
道
伴

の
場
合
、
先
代
の
道
僖
（
定
恒
）
が
没
し
た
の
が
、
正
徳
元

年
（
一
七
一
一
）
の
こ
と
。
そ
し
て
道
伴
自
身
が
亡
く
な
っ

た
の
が
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
だ
か
ら
、
そ
の
間
の
壬
寅

シンポジウム「古筆切の発生とその鑑賞」
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（
写
真

）「
伝
坊
門
局
筆
源
氏
物
語
切
」
極
札
（
表
・
裏
）

4



の
年
は
と
い
え
ば
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
こ
と
と
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
干
支
の
下
に
「
四
」
と
あ
る
の
は
、
四
月
の
意
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
最
後
に
「
神
田
道
伴
」
と
い
う
印
が
来
る
。

以
上
、
極
札
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
札
は
、
先
述
し
た
よ
う

に
、
ま
こ
と
に
小
さ
な
も
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
も
の
た
り
な
い
、

と
感
じ
る
人
も
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
時
に
は
、
も
っ
と
大
き
な
一
枚
の
紙

に
、
麗
々
し
く
鑑
定
結
果
を
書
く
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
鑑
定
書

は
、
通
常
、
横
に
二
つ
折
り
に
し
、
折
り
目
の
方
を
下
に
し
て
書
い
た
の

で
、
こ
ち
ら
の
方
は
、「
折
紙
」
と
い
う
（
写
真

）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

5

は
、「
折
紙
付
き
の
○
○
」
な
ど
と
い
う
場
合
の
「
折
紙
」
の
こ
と
で
あ

る
。こ

う
し
て
、「
極
付
き
の
□
□
」
と
か
、「
折
紙
付
き
の
○
○
」
な
ど

と
、
古
筆
の
鑑
定
用
語
が
、
日
常
世
界
の
言
葉
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る

例
を
み
る
に
つ
け
て
も
、
往
時
の
古
筆
収
集
熱
が
、
ど
れ
ほ
ど
高
か
っ
た

か
を
示
し
て
余
り
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

－314－

（写真 5）文芸資料研究所蔵「伝一条冬良筆古今和歌集」折紙



五

極
札
の
信
頼
性

で
は
、
こ
う
し
て
、
極
め
ら
れ
た
古
筆
見
た
ち
の
鑑
定
結
果
の
真
偽
の
ほ
ど
は
、
は
た
し
て
ど
う
か
。
仮
名
芸
術
の
最
高
峰
と
い
わ
れ

る
高
野
切
古
今
集
は
、
紀
貫
之
の
筆
と
さ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
な
ら
古
今
集
の
撰
者
の
自
筆
本
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
資
料
的
価
値

は
絶
大
な
も
の
が
あ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
高
野
切
の
書
写
年
代
は
、
今
詳
し
い

考
証
は
省
略
す
る
が
、
お
よ
そ
一
〇
五
〇
年
ご
ろ
の
も
の
で
、
こ
れ
は
貫
之
が
没
し
て
、
約
一
世
紀
ほ
ど
後
の
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
高

野
切
は
貫
之
の
筆
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
同
様
に
し
て
、
関
戸
本
古
今
集
が
藤
原
行
成
の
筆
だ
と
い
う
の
も
間
違
い
だ

し
、
筋
切
古
今
集
が
藤
原
佐
理
の
筆
と
い
う
の
も
同
断
。

で
は
、
江
戸
時
代
の
古
筆
見
た
ち
は
、
す
べ
て
口
か
ら
で
ま
か
せ
、
デ
タ
ラ
メ
ば
か
り
を
い
っ
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
け
っ
し
て
そ

う
で
は
な
い
。
彼
ら
は
彼
ら
な
り
の
、
鑑
定
に
あ
た
っ
て
の
方
針
と
い
う
も
の
は
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
切
に
筆
者
を

充
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
雑
把
に
は
、
そ
の
時
代
と
書
風
と
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

極
札
と
い
う
も
の
の
信
頼
度
は
、
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
で
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
、
こ
の
極
札
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う

な
利
用
価
値
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
私
見
を
述
べ
て
み
よ
う
。

古
今
集
と
和
漢
朗
詠
集
と
は
、
ひ
と
度
そ
れ
が
世
に
出
る
や
、
王
朝
貴
族
の
絶
大
な
支
持
を
受
け
、
今
日
か
ら
で
は
、
想
像
も
で
き
な

い
ほ
ど
多
く
の
写
本
が
制
作
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
両
作
品
は
、
平
安
時
代
の
古
筆
に
限
っ
て
み
て
も
、
優
に
三
十
種
を
超
え
る
作
品
が
伝

わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
古
筆
断
簡
を
、
的
確
に
区
別
・
分
類
す
る
の
は
、
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
さ
し
て
信
を

置
け
な
い
も
の
と
は
い
え
、
極
札
が
つ
い
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
頼
り
に
、
い
っ
た
い
、
ど
れ
が
ツ
レ
（
も
と
同
じ
本
か
ら
切
ら
れ
た
断
簡
同
士
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を
か
く
称
す
る
）
で
、
ど
れ
が
ツ
レ
で
は
な
い
か
、
種
々
の
切
を
分
類
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
は
行
成
筆
と
い
わ
れ

て
い
る
○
○
切
で
、
こ
れ
は
□
□
切
、
と
い
っ
た
具
合
に
。
要
す
る
に
、
古
筆
見
た
ち
の
極
札
と
い
う
も
の
は
、
あ
ま
た
伝
わ
る
古
筆
切

の
分
類
・
整
理
記
号
だ
と
思
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

六

物
語
の
古
筆

最
後
に
、
物
語
を
書
写
内
容
と
す
る
古
筆
切
に
つ
い
て
、
少
し
だ
け
話
を
し
て
お
き
た
い
。
平
安
時
代
の
代
表
的
な
文
学
作
品
の
、
平

安
の
書
写
に
な
る
古
筆
が
、
い
っ
た
い
何
種
類
ほ
ど
伝
わ
っ
て
い
る
か
。
ご
く
大
雑
把
な
数
字
を
挙
げ
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

古
今
集

約
三
十
種

後
撰
集

五
種

拾
遺
抄

五
種

和
漢
朗
詠
集

約
三
十
種

伊
勢
物
語

一
種

大
和
物
語

一
種

源
氏
物
語

ゼ
ロ

こ
の
歌
集
と
物
語
と
の
落
差
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
、
伊
勢
や
源
氏
は
読
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
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か
。
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
伊
勢
や
源
氏
が
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
平
安
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
徴
し
て
み
て
、
明

ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
差
が
何
故
生
じ
た
か
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
、
能
書
家
の
発
言
に
、
答
え
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

も
の
が
た
り
は
、
手
書
か
ゝ
ぬ
事
也
。
人
あ
つ
ら
ふ
と
も
、
と
か
く
す
べ
り
て
か
く
べ
か
ら
ず
。

右
は
、
世
尊
寺
家
第
六
代
伊
行
の
夜
鶴
庭
訓
抄
の
一
節
。
要
す
る
に
、
能
書
家
た
る
も
の
、
物
語
の
書
写
な
ど
に
は
、
手
を
染
め
て
は

い
け
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
（
平
安
時
代
）
の
和
歌
文
学
と
物
語
文
学
に
対
す
る
、
厳
然
た
る
社
会
的
な
評
価

の
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
和
歌
は
一
流
文
芸
だ
が
、
物
語
な
ど
は
、
所
詮
二
流
、
三
流
の
文
芸
扱
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
断
簡
一
枚
と
な
っ
て
も
鑑
賞
に
値
す
る
、
能
書
家
が
腕
を
揮
っ
た
よ
う
な
作
品
と
い
え
ば
、
い
き
お
い
歌
集
だ
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
一
大
古
筆
ブ
ー
ム
が
や
っ
て
く
る
と
、
平
安
の
一
流
品
だ
け
で
は
、
と
て
も
熱
烈
な
愛
好
家
の
需
要
を
充
た

す
こ
と
が
で
き
ず
、
時
代
で
い
え
ば
、
鎌
倉
は
お
ろ
か
、
室
町
の
書
写
に
な
る
も
の
ま
で
、
さ
ら
に
ジ
ャ
ン
ル
で
い
え
ば
、
歌
集
の
み
な

ら
ず
、
物
語
に
ま
で
手
を
伸
ば
す
に
至
っ
て
、
伊
勢
や
源
氏
の
断
簡
の
種
類
も
、
古
今
や
朗
詠
集
な
み
の
多
さ
に
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。

（
関
西
大
学
教
授
）
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