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古
筆
切
と
機
縁
と

─
あ
と
が
き
に
か
え
て

二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
一
日
（
金
）・
一
二
日
（
土
）
の
両
日
、
東
京
九
段
下
の
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド
パ
レ
ス
で
老
舗
の
古
書
肆
・
一
誠
堂

の
創
業
一
一
〇
周
年
記
念
と
銘
打
つ
「
古
典
籍
善
本
展
示
即
売
会
」
が
開
か
れ
た
。
四
億
六
千
万
円
の
値
が
つ
け
ら
れ
た
南
宋
の
漢
詩
集

『
唐
人
絶
句
』
が
、
い
と
も
容
易
く
売
却
さ
れ
た
と
一
一
日
当
日
の
新
聞
（
朝
日
新
聞
夕
刊
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
世
間
の
耳
目
を

惹
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
即
売
会
の
目
録
に
は
、
古
筆
手
鑑
『
藻
塩
草
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
寛
喜
元
年
五
・
六
月
の
『
明
月
記
』
や
ら
国
宝
『
源
氏
物
語

絵
巻
』
ツ
レ
の
断
簡
や
ら
冷
泉
家
旧
蔵
『
海
人
手
子
良
集
』
や
ら
、
と
に
か
く
垂
涎
の
貴
重
書
ば
か
り
な
ら
ん
で
い
る
。
そ
の
な
か
で
斯

界
の
ひ
そ
か
な
関
心
を
惹
い
た
の
が
『
源
氏
物
語
』
の
一
写
本
で
あ
っ
た
。「〔
鎌
倉
後
期
〕
写　

寄
合
書
・
補
配
補
写
有
」
と
い
う
触
れ

込
み
で
、
別
本
本
文
の
巻
も
含
ま
れ
研
究
に
値
す
る
貴
重
な
写
本
の
ひ
と
つ
と
見
う
け
ら
れ
は
し
た
も
の
の
、
目
録
に
付
せ
ら
れ
た
価
格

は
「
三
二
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
」

─
つ
ま
り
三
億
二
千
万
円
。

も
と
も
と
平
安
時
代
の
古
典
作
品
で
鎌
倉
期
の
写
本
は
稀
少
で
あ
り
、
稀
少
で
あ
れ
ば
高
価
な
の
は
昔
も
今
も
変
わ
り
が
な
い
。
鎌
倉

期
写
本
に
「
億
」（
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
額
）
が
つ
い
た
こ
と
は
前
例
が
あ
る
。
今
後
も
同
様
の
古
写
本
が
出
現
す
る
可
能
性
は
あ
る
だ

ろ
う
が
、
当
然
そ
の
価
格
は
今
回
の
ご
と
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
な
る
こ
と
は
充
分
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
我
々
個
人

の
研
究
者
は
と
う
て
い
手
が
届
か
な
い
。
高
価
な
古
典
籍
が
公
的
機
関
に
購
入
さ
れ
れ
ば
、
拝
見
す
る
手
だ
て
は
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
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末
尾
欠
巻
部
の
も
の
で
は
な
い
か
と
自
家
蔵
の
断
簡
を
紹
介
し
て
以
来
、
一
連
の
ツ
レ
と
と
も
に
活
発
な
議
論
を
生
ん
だ
、
あ
の
「
伝
後

光
厳
院
筆
未
詳
物
語
切
」
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、『
拾
遺
百
番
歌
合
』『
風
葉
集
』、
さ
ら
に
伝
称
筆
者
を
一
に
す
る
『
夜
寝
覚
抜
書
』
と

一
致
す
る
和
歌
を
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
り
し
も
本
務
校
・
実
践
女
子
大
学
の
文
系
の
二
学
部
が
翌
年

─
つ
ま
り
本
年
（
二
〇
一

四
）
渋
谷
常
磐
松
の
地
に
移
転
す
る
計
画
で
あ
っ
て
、
本
書
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
こ
ろ
に
は
移
転
記
念
企
画
と
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
源

氏
物
語
と
古
筆
」
と
そ
れ
に
併
せ
た
展
覧
会
が
開
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
計
画
の
矢
先
に
、
願
っ
て
も
な
い
資
料
が
出
現
し
た

こ
と
に
な
る
。
と
同
時
に
、
本
書
の
諸
家
の
す
ぐ
れ
た
論
考
群
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
花
を
添
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
二
重

三
重
に
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
断
簡
に
飛
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。

田
中
登
氏
の
『
失
わ
れ
た
書
を
求
め
て

─
私
の
古
筆
収
集
物
語
』（
青

舎
、
二
〇
一
〇
年
四
月
刊
）
に
は
同
氏
の
選
り
す
ぐ
り
の
古
筆

資
料
と
の
幸
福
な
出
会
い
が
楽
し
げ
に
描
か
れ
て
い
る
。「
そ
の
切
を
押
し
頂
く
よ
う
に
し
て
、
書
画
商
宅
を
後
に
し
た
」（
竹
取
）、「
京

都
の
某
古
書
店
の
店
頭
に
見
出
し
」「
そ
の
宝
物
を
手
に
す
る
や
一
目
散
に
帰
宅
し
た
」（
如
意
宝
集
）、
時
間
つ
ぶ
し
に
入
っ
た
店
の
手

鑑
に
「
私
の
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
何
か
の
絵
巻
の
詞
書
」
そ
れ
が
国
宝
『
寝
覚
物
語
絵
巻
』
の
ツ
レ
の
断
簡
で
あ
っ
た
…
…
な
ど
な
ど
、

偶
合
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
出
会
い
を
面
白
お
か
し
く
叙
し
て
い
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
氏
の
眼
力
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
筆
切
と
の
接
触
は
、
田
中
氏
に
せ
よ
誰
に
せ
よ
、
あ
る
機
縁
に
結
ば
れ
て
の
も
の
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
稿
者
は
四
〇
年
ほ
ど
前
、『
夜
の
寝
覚
』
に
つ
い
て
の
小
さ
な
論
を
書
い
て
、
王
朝
物
語
の
研
究
ら
し
き
も
の
を
は

じ
め
た
。
い
ま
こ
う
し
て
今
回
の
伝
後
光
厳
院
筆
断
簡
に
出
会
っ
て
、
機
縁
と
い
う
感
慨
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
感
傷
に
す
ぎ
る
で
あ

ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
一
連
の
切
に
対
し
て
先
見
の
明
あ
る
研
究
者
が
『
寝
覚
』
の
欠
巻
部
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、
し
か
し
確
証
が
な
い
と
い

う
意
見
に
は
「
そ
れ
で
も
地
球
は
回
っ
て
い
る
」
と
呟
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
議
論
を
、
た
っ
た
一
枚
の
断
簡
が
散
佚
資
料
と
合

い
だ
ろ
う
が
、
並
大
抵
で
な
い
時
間
と
労
力
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
価
格
が
価
格
だ
け
に
調
査
不
可
の
場
合
や
購
入
先
が
公
表
さ

れ
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。

そ
う
し
た
情
勢
の
な
か
で
、
鎌
倉
期

─
ご
く
稀
に
は
平
安
期

─
の
古
典
籍
の
面
影
を
残
し
て
い
な
が
ら
、
比
較
的
身
近
に
研
究
の

対
象
に
す
る
方
法
が
模
索
さ
れ
て
き
た
の
が
「
古
筆
切
」
で
あ
っ
た
。
写
本
の
も
つ
情
報
量
は
莫
大
で
は
あ
る
が
、
か
ろ
う
じ
て
調
査
す

る
機
を
得
て
も
、
そ
れ
は
写
本
の
一
種
で
し
か
な
い
、
と
い
う
意
味
あ
い
も
あ
る
の
だ
。
鎌
倉
期
の
伝
本
は
数
が
限
ら
れ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
片
々
た
る
断
簡
の
情
報
量
は
知
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
に
同
一
作
品
で
五
種
の
鎌
倉
期
の
写
本
に
め
ぐ
り
あ
う
た
め
に
は
、
そ
れ

こ
そ
並
大
抵
で
な
い
時
間
と
労
力
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
同
一
作
品
で
五
種
の
鎌
倉
期
の
古
筆
切
に
関
す
る
情

報
は
得
や
す
い
状
況
に
あ
る
。
現
在
は
『
古
筆
学
大
成
』
の
よ
う
な
巨
大
な
デ
ー
タ
バ
ン
ク
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
古
筆
資
料

集
成
が
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
新
た
な
断
簡
の
発
見
は
続
い
て
お
り
、
そ
の
発
見
ご
と
に
霧
の
か
な
た
の
世
界
に
つ
い
て
の
知
見

が
拡
が
り
深
ま
り
つ
つ
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
わ
た
く
し
事
を
書
か
せ
て
頂
け
れ
ば
、
当
初
編
者
と
し
て
久
下
裕
利
と
と
も
に
本
書
の
構
想
を
ね
っ
て
い
た
際
、

私
ど
も
の
当
初
の
予
定
稿
は
「
源
氏
物
語
古
筆
切
一
斑

─
実
践
女
子
大
学
所
蔵
「
下
田
記
念
中
世
古
筆
群
」
の
紹
介
」
な
る
題
目
で
あ
っ

た
。
副
題
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
一
部
は
本
書
所
収
の
小
論
の
冒
頭
に
記
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
が
、
あ
り
て
い
に
い
え
ば
、
勤
務
先

の
資
料
紹
介
で
お
茶
を
濁
そ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
方
面
の
専
門
家
で
は
な
い
し
、
個
人
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ

る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、『
源
氏
物
語
』
に
ゆ
か
り
あ
る
本
務
校
の
古
典
籍
・
古
筆
の
収
集
に
微
力
を
傾
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

「
中
世
古
筆
」
と
称
し
て
も
、
主
体
は
鎌
倉
期
の
も
の
で
あ
り
、
稚
拙
な
筆
な
が
ら
も
公
開
す
る
の
も
学
界
の
た
め
に
意
味
の
あ
る
こ
と

と
考
え
て
の
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
昨
年
（
二
〇
一
三
）
末
、
後
光
厳
院
筆
の
極
め
の
あ
る
物
語
切
に
出
く
わ
し
た
の
で
あ
る
。
仁
平
道
明
氏
が
『
夜
の
寝
覚
』
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致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
沈
静
さ
せ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
が
古
筆
切
研
究
の
醍
醐
味
で
あ
り
、
実
証
の
怖
さ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
も
こ
れ
も
、
ひ
と
つ
の
機
縁
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
な
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
古
筆
切
研
究
の
最
前
線
を
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
諸
家
に
論
じ
て
い
た
だ
く
か
た
わ
ら
、
冒
頭
の
緒
言
に
し
め
し
た
と
お
り
『
寝

覚
』『
巣
守
』
の
古
筆
切
に
関
す
る
小
特
集
を
組
ん
だ
。
こ
れ
も
王
朝
物
語
の
古
筆
研
究
の
最
前
線
で
あ
る
。
特
に
新
出
の
伝
後
光
厳
院

筆
断
簡
に
つ
い
て
は
右
に
経
緯
を
説
明
し
た
と
お
り
。
そ
れ
ぞ
れ
読
み
応
え
が
あ
っ
て
、
清
新
で
あ
り
な
が
ら
重
厚
な
論
が
勢
揃
い
し
た

と
自
負
し
た
い
。
本
書
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
を
飛
躍
さ
せ
る
発
条
と
な
る
こ
と
を
切
に
願
う
も
の
で
あ
る
。「
知
の
挑
発

0

0

」
と
冠
称
す

る
ゆ
え
ん
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
我
々
は
、『
源
氏
物
語
』
に
、
平
安
後
期
物
語
に
、
日
記
文
学
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
挑
発
」
を
つ
づ
け
て
ゆ

く
所
存
で
あ
る
。

二
〇
一
四
年　

四
月

横　
　
　

井　
　
　
　

孝

　


