
は
じ
め
に

中
世
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
梗
概
本
の
古
筆
切ま

ず
は
、
中
世
に
書
写
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
」
梗
概
本
の
古
筆
切
を
、

一
ワ
ニ

（
３
）

〈
４
）

「
古
筆
学
大
成
』
を
始
め
、
「
古
筆
切
提
要
」
、
「
源
氏
物
語
断
簡
集
成
」
、
「
源

言
③
｝

氏
物
語
関
係
古
誰
切
資
料
集
成
稿
」
、
国
文
学
研
究
資
料
館
「
古
兼
切
所
収

－
６
〕

情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
な
ど
に
よ
り
ま
と
め
て
み
る
と
、
後
掲
の
表
の
よ

う
に
な
る
（
先
に
考
察
し
た
、
後
伏
見
天
皇
筆
切
と
伝
二
条
為
明
筆
切
は

除
く
。
こ
の
二
つ
は
前
述
の
拙
稿
参
照
）
。
ツ
レ
が
存
し
な
い
も
の
が
多

く
、
現
段
階
で
は
梗
概
本
の
古
筆
切
だ
と
は
言
い
切
り
に
く
い
も
の
も
あ

る
。

例
え
ば
、
伝
後
土
御
門
天
皇
勾
当
内
侍
筆
切
は
、
裾
書
き
が
あ
り
、
散

ら
し
書
き
風
の
書
写
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
切
は
、
ツ
レ
が
見
い
出

さ
れ
ず
、
さ
ら
に
大
き
さ
が
縦
一
三
・
五
セ
ン
チ
、
横
六
・
○
セ
ン
チ
と
、

冊
子
本
で
あ
る
と
し
て
も
一
面
が
完
全
に
存
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な

中
世
書
写
の
「
源
氏
物
語
」
梗
概
本
の
古
筆
切
概
観

中
葉
芳
子

八
七

南
北
朝
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
源
氏
大
鏡
」
「
源
氏
小
鏡
」
に
始

ま
る
と
さ
れ
る
「
源
氏
物
語
」
の
梗
概
本
が
、
古
筆
切
や
零
本
の
形
で
は

あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
は
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
鎌
倉
時
代
に
書
写
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
」
梗
概
本
の
古
筆
切
で
、
ツ

レ
が
比
較
的
数
多
く
集
成
で
き
て
い
る
、
伝
後
伏
見
天
皇
筆
切
と
伝
二
条

為
明
筆
切
と
を
取
り
上
げ
、
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
」
梗
概
化
の

（
１
）
。

方
法
ｌ
古
筆
切
を
手
が
か
り
に
ｌ
」
と
し
て
す
で
に
報
告
し
て
い
る
．

本
稿
で
は
、
ツ
レ
が
複
数
枚
存
し
て
い
な
い
た
め
に
、
先
に
は
考
察
の

対
象
と
し
な
か
っ
た
古
華
切
を
取
り
上
げ
る
。



め
に
全
体
像
が
想
定
し
に
く
く
、
梗
概
大

と
考
え
ら
れ
る
古
筆
切
も
あ
る
が
、
現
畦

る
も
の
に
つ
い
て
は
掲
げ
て
あ
る
。
シ
，

足
、
訂
正
を
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

い
う
え
、
大
き
さ
や
書
写
形
式
か
ら
は
小
型
の
巻
子
本
か
、
と
の
疑
問
も

生
じ
る
。
巻
子
本
な
ら
ば
、
「
源
氏
物
語
」
全
体
の
梗
概
本
で
は
な
く
、
一

部
を
抜
瞥
き
し
た
抜
書
本
、
抄
出
本
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
後
掲
の
表
に
掲
げ
た
も
の
の
中
に
は
、
シ
し
が
な
い
た

め
に
全
体
像
が
想
定
し
に
く
く
、
梗
概
本
以
外
の
他
の
も
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
ら
れ
る
古
筆
切
も
あ
る
が
、
現
時
点
で
梗
概
本
の
可
能
性
が
存
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
掲
げ
て
あ
る
。
ツ
レ
を
見
い
出
し
て
い
く
中
で
、
補

二
南
北
朝
以
降
の
梗
概
化
の
方
法

ま
ず
翻
刻
を
掲
げ
る
。

’

第
十
八
梅
か
枝

２
あ
さ
か
ほ
の
宮
よ
り
け
ん
し
の
ひ
め
君
の
中
宮
に

３
た
、
せ
給
ふ
へ
き
御
さ
し
あ
は
せ
の
た
め
お
り
物

４
二
か
さ
ね
薫
け
こ
そ
へ
て
六
条
院
へ
を
く
り

５
給
ふ
ち
り
す
き
た
る
む
め
の
え
た
に
文
つ
け
て

６
徽
か
瞳
む
め
か
魁
は
ち
り
に
し
え
た
に
と
ま
ら
れ
と

７
う
つ
ら
ん
袖
に
あ
さ
く
し
ま
め
や

８

む
め
か
、
に
い
と
塾
こ
ら
ろ
の
し
む
る
か
な

９

人
の
と
か
め
ん
か
を
は
つ
、
め
と

（
８
）

（
藤
井
隆
「
源
氏
・
狭
衣
物
語
古
筆
切
に
つ
い
て
」
）

紹
介
が
翻
刻
の
み
で
あ
る
の
で
確
認
は
で
き
な
い
が
、
藤
井
隆
氏
の
述
べ

「
源
氏
物
語
」
本
文
の
表
現
を
用
い
て
文
章
を
続
け
て
い
る
と
み
な
し
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
南
北
朝
以
降
、
要
す
る
に
「
源
氏
大
鏡
」
や
「
源
氏
小
鏡
」

が
現
れ
た
頃
か
ら
は
、
少
し
異
な
る
梗
概
化
の
方
法
を
採
る
古
筆
切
が
見

ら
れ
始
め
る
。
そ
れ
ら
の
古
筆
切
を
具
体
的
に
見
て
い
く
。

（
１
）
伝
下
冷
泉
持
為
筆
切
の
場
合

Ｌ
Ｌ

ノ
ノ

鎌
倉
期
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
」
梗
概
化
の
方
法
は
、
田
中
登
氏
が
述

べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
「
処
々
語
句
を
省
略
で
き
る
箇
所
は
省
略
し
、
巧

み
に
文
章
を
続
け
て
い
っ
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
前
述
の
大
鏡
や
小

鏡
の
よ
う
に
、
編
者
に
よ
る
大
幅
な
書
き
換
え
は
行
わ
ず
、
極
力
原
文
の

（
７
）

一
一
一
口
葉
を
尊
重
す
る
立
場
を
貫
い
て
い
る
点
で
あ
る
」
と
い
う
と
お
り
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
拙
稿
で
確
認
し
て
い
る
。
本
稿
で
、
後
掲
の
表
に

掲
げ
た
古
筆
切
に
つ
い
て
も
、
鎌
倉
期
瞥
写
の
も
の
は
、
基
本
的
に
は
「
源

氏
物
語
」
本
文
の
言
葉
を
尊
重
し
つ
つ
、
省
略
箇
所
は
ま
と
め
た
表
現
に

置
き
換
え
て
は
い
る
も
の
の
、
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
て
、
で
き
る
限
り



あ
か
し
の
姫
君
、
い
つ
し
か
お
と
な
に
成
給
へ
ば
、
御
も
ぎ
せ
さ
せ

奉
給
ふ
。
（
中
略
）
前
の
斎
院
よ
り
と
て
、
散
過
た
る
梅
の
枝
に
付
た

る
文
も
て
ま
い
れ
り
。
お
と
ぎ
よ
り
た
き
物
を
あ
つ
ら
へ
申
給
け
る

を
奉
給
な
り
。
く
る
ば
う
な
り
。
ぢ
ん
の
は
こ
に
、
る
り
の
つ
ぼ
ふ

た
つ
す
へ
て
、
大
き
に
ま
る
が
し
つ
、
い
れ
給
へ
り
。
御
ふ
み
に
は
、

極
、
花
の
香
は
散
に
し
枝
に
と
ま
ら
ね
ど
う
つ
ら
ん
袖
に
浅
く
し
ま

め
や
。
（
中
略
）
御
返
、
源
氏
、
花
の
え
に
い
と
静
心
を
し
む
る
か
な

（
９
）

人
の
と
が
め
ん
香
を
ば
つ
、
め
ど
。
（
「
源
氏
大
鏡
」
）

こ
の
ま
き
、
梅
か
え
と
い
ふ
事
、
正
月
っ
こ
も
り
こ
ろ
、
源
氏
の

お
と
、
の
六
て
う
い
ん
に
て
、
た
き
物
あ
は
せ
あ
り
。
是
は
、
あ
か

し
の
う
へ
の
御
は
ら
の
御
む
す
め
、
は
る
み
や
に
ま
い
り
た
ま
ふ
御

い
そ
き
な
り
。
か
う
と
も
、
お
ん
か
た
／
、
へ
く
は
り
て
、
い
と
み

あ
わ
せ
た
ま
ふ
。
せ
ん
さ
い
ゐ
ん
と
申
は
、
か
の
あ
さ
か
ほ
の
さ
い

ゐ
ん
、
源
氏
に
心
つ
よ
く
て
、
や
み
し
人
な
り
。
こ
の
御
か
た
よ
り
、

ち
り
す
き
た
る
む
め
の
え
た
に
、
お
ん
文
つ
け
て
、
こ
ん
る
り
の
つ

ほ
に
、
た
き
物
い
れ
て
、
五
は
の
え
た
に
つ
け
、
し
ろ
き
つ
ほ
に
も
、

た
き
物
い
れ
て
、
む
め
を
ゑ
り
て
、
つ
け
ら
れ
た
り
。
（
中
略
）
そ
の

う
た
に
、花

の
か
は
ち
り
に
し
え
た
に
と
ま
ら
れ
と
う
つ
ら
ん
袖
に
あ
さ

く
し
ま
め
や

Ｌ
Ｌ

ノ
ノ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
室
町
時
代
初
期
の
書
写
に
な
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
古
筆
切
は
、
１
行
目
に
「
第
十
八
梅
か
枝
」

と
あ
る
よ
う
に
、
梅
枝
巻
の
冒
頭
部
分
、
明
石
姫
君
の
裳
着
、
入
内
に
向

け
て
準
備
を
す
る
光
源
氏
の
と
こ
ろ
に
、
朝
顔
の
前
斎
院
か
ら
調
合
し
た

薫
物
が
届
け
ら
れ
た
場
面
を
梗
概
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
梗
概
は
「
源
氏
物
語
」
本
文
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い

る
上
に
、
「
源
氏
物
語
」
本
文
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
含
ま
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
３
～
４
行
目
に
「
お
り
物
二
か
さ
ね
薫
け
こ
そ
へ
て
六
条

院
へ
を
く
り
給
ふ
」
と
あ
る
が
、
朝
顔
の
前
斎
院
が
薫
物
を
届
け
た
際
に

「
お
り
物
二
か
さ
ね
」
も
一
緒
に
贈
っ
た
と
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
ま

た
、
１
～
２
行
目
に
「
け
ん
し
の
ひ
め
君
の
中
宮
に
た
、
せ
給
ふ
へ
き
」

と
あ
る
が
、
明
石
姫
君
は
東
宮
妃
と
し
て
入
内
す
る
の
で
あ
っ
て
、
中
宮

に
な
る
の
は
御
法
巻
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
源
氏

物
語
」
本
文
を
先
取
り
し
た
り
誤
解
し
た
り
し
て
い
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。

ツ
レ
が
見
出
せ
な
い
の
で
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
も
こ
う
し
た
「
源
氏
物

語
」
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
や
誤
解
が
見
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
は

不
明
だ
が
、
鎌
倉
期
の
古
筆
切
に
は
見
い
出
せ
な
か
っ
た
梗
概
化
の
方
法

で
あ
る
。

梗
概
化
の
方
法
と
し
て
は
「
源
氏
大
鏡
」
や
「
源
氏
小
鏡
」
に
近
い
と

も
言
え
る
が
、
両
書
と
記
述
を
比
較
し
て
み
る
と
、



と
、
あ
り
し
な
り
。

と
い
う
よ
う
に
、
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
伝
称
筆
者
不
明
の
室
町
中
期
の
古
筆
切
の
場
合

（
叩
）

（
「
源
氏
小
鏡
』
）

き
さ
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
書
か
れ
て
い
る
。
１
～
５
行
目
が
秋
好
中
宮

の
季
の
御
読
経
の
場
面
の
後
半
に
位
置
す
る
、
秋
好
中
宮
と
紫
の
上
と
の

一
眼
一

贈
答
歌
の
部
分
（
「
源
氏
物
語
大
成
」
七
八
六
⑦
～
七
八
七
④
）
、
６
～
７

行
目
前
半
は
光
源
氏
が
玉
鍵
を
訪
ね
る
夕
方
の
場
面
（
「
源
氏
物
語
大
成
」

七
九
五
⑦
）
、
７
行
目
後
半
～
９
行
目
前
半
は
そ
の
夜
の
場
面
（
「
源
氏
物

語
大
成
」
七
九
七
④
）
、
９
行
目
後
半
～
ｎ
行
目
は
次
の
日
の
場
面
（
「
源

氏
物
語
大
成
」
七
九
九
⑧
～
八
○
○
①
）
に
該
当
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
、

話
は
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、
場
面
、
場
面
を
抜
き
書
き
し
て
い
る
よ
う
な

形
式
を
採
る
。

前
半
の
１
～
５
行
目
は
梗
概
化
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
半

は
胡
蝶
巻
の
梗
概
と
し
て
文
章
を
ま
と
め
る
意
識
も
な
い
よ
う
で
、
各
場

面
を
一
字
分
を
空
け
て
続
け
て
お
り
、
抄
出
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ツ
レ
が
見
い
出
せ
れ
ば
、
も
う
少
し
梗

概
化
の
方
法
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
「
源
氏
小
鏡
」
で
は
、

こ
の
ま
き
を
、
こ
て
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
、
む
か
し
は
い
ん
く
う
、

一
の
人
、
き
さ
き
な
と
も
、
四
き
に
御
と
つ
き
や
う
と
て
、
い
か
め

し
き
ほ
う
ゑ
あ
り
。
に
ん
わ
う
き
や
う
、
大
は
ん
に
や
と
も
な
り
。

秋
こ
の
中
宮
、
六
て
う
い
ん
に
て
、
お
こ
な
は
せ
給
ふ
。
そ
の
つ
い

て
に
、
む
ら
さ
き
の
う
へ
、
ほ
と
け
に
花
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
と
て
、

九
つ

え解
こて説 ま
のいに１０９８７６５４３２１ず

古るあ雨警；儲’
翻

筆のる
切でよ

Iま、 う 見 の花けへやこあう秋掲
、 そに〃-、所さやりのへてつらまげ

雛蓬操雛、
灘蔀§て藻眺鮒りにとく
る－が館もるや木りな力、見
・と破蔵 わ月みなせれねる

：輔小す影てとばしてら
所翻て津れ お 風 の 心 し んかの 青あ も

測％善竹やり
場示頁筆て
面しの切
がて文緊
抜あ字睦
きるが
書・見型



こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
期
脅
写
の
古
筆
切
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
梗
概
化

の
方
法
を
採
る
も
の
が
、
南
北
朝
期
以
降
に
は
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
鎌
倉
期
書
写
の
も
の
と
同
様
の
梗
概
化
の
方
法
を
採
る
伝
猪

苗
代
兼
赦
筆
切
の
よ
う
な
古
筆
切
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
南
北
朝
期
以
降
は
連
歌
師
た
ち
の
活
躍
が
始
ま
る
時
期
と
重

な
り
、
「
中
世
源
氏
物
語
の
世
界
」
と
も
言
う
べ
き
「
源
氏
物
語
」
の
世
界

が
形
成
さ
れ
て
く
る
時
期
で
も
あ
る
。
こ
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
、
「
源
氏
大
鏡
」
や
「
源
氏
小
鏡
」
は
、
そ
う
し
た
連
歌
師
た
ち
の

活
躍
を
後
押
し
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
「
源
氏
物
語
」
本
文
の
梗

概
化
に
も
「
源
氏
大
鏡
」
や
「
源
氏
小
鏡
」
、
「
中
世
源
氏
物
語
の
世
界
」

の
影
響
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
和
歌
が
中
心
で
古
筆
切
の
よ
う
な
情
景
描
写
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
、

梗
概
化
の
内
容
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。

後
掲
の
表
に
掲
げ
た
、
伝
冷
泉
為
秀
筆
切
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
を

（
３
）
ま
と
め

三
伝
冷
泉
為
秀
筆
夜
の
寝
覚
切
に
つ
い
て

ノし

中
宮
の
御
か
た
へ
、
は
な
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
と
て
、
と
り
ま
い
ら

せ
た
ま
ふ
。
こ
て
う
、
花
そ
の
へ
、
ま
い
て
ゐ
る
と
あ
り
し
。
お
と

め
の
ま
き
に
、
「
は
る
ま
つ
そ
の
」
、
御
返
事
、
「
花
そ
の
、
こ
て
う

を
さ
へ
や
」
と
、
申
を
く
り
給
ひ
し
も
、
こ
の
ま
き
な
れ
は
、
こ
て

う
と
い
ふ
。
さ
て
、
こ
の
ま
き
に
、
ふ
な
あ
そ
ひ
、
二
の
ふ
れ
う
か

へ
て
、
御
か
く
あ
り
て
、
心
ゆ
き
お
も
し
ろ
か
り
し
事
、
こ
れ
は
、

は
る
な
る
へ
し
。

（
「
源
氏
小
鏡
」
）

の
よ
う
に
、
季
の
御
読
経
の
場
面
は
少
し
描
か
れ
る
が
、
そ
の
後
の
光
源

氏
と
玉
墜
と
の
場
面
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
源
氏
大
鏡
」
で

は
、

紫
、
花
ぞ
の
、
小
蝶
を
さ
へ
や
下
草
に
秋
待
む
し
は
う
と
く
見
る
ら

ん
。
秋
好
中
宮
、
ほ
そ
ゑ
み
て
見
給
ひ
て
、
過
に
し
秋
、
は
こ
の
ふ

た
に
ひ
ろ
ひ
た
り
し
紅
葉
の
御
返
と
心
得
給
ふ
。
御
返
、
中
宮
、
小

蝶
に
も
さ
そ
は
れ
な
ま
し
心
有
て
八
重
山
吹
を
へ
だ
て
ざ
り
せ
ば
と

ぞ
有
け
る
諦
汲
龍
。
（
中
略
）
源
氏
も
、
玉
か
づ
ら
の
君
を
よ
そ
に
見

な
さ
ん
事
は
口
お
し
く
て
、
源
氏
、
ま
せ
の
う
ち
に
根
深
く
う
へ
し

竹
の
子
の
を
の
が
世
々
に
や
生
か
は
る
べ
き
。
玉
霊
、
今
更
に
い
か

な
ら
ん
世
か
わ
か
竹
の
生
は
じ
め
け
ん
根
を
ぱ
忘
れ
ん
。
（
以
下
、
光

源
氏
と
玉
墜
と
の
贈
答
歌
が
続
い
て
置
か
れ
る
）
（
『
源
氏
大
鏡
こ

の
よ
う
に
、
季
の
御
読
経
の
場
面
も
そ
の
後
の
光
源
氏
と
玉
窒
と
の
場
面



も
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
七
行
分
の
本
文
な
が
ら
、
現
存
本
と
の
比
較

に
よ
っ
て
、
「
夜
の
寝
覚
」
を
根
本
的
に
再
考
す
べ
き
問
題
を
芋
む
も

の
か
も
知
れ
な
い
。

と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
小
松
氏
が
比
較
に
用
い
ら
れ
た
現
存
本
の
「
夜

の
寝
覚
」
の
伝
本
で
あ
る
、
島
原
松
平
文
庫
本
の
該
当
箇
所
を
見
て
み
る

と
、

そ
の
ほ
い
あ
り
て
い
と
や
む
こ
と
な
き
お
ほ
え
に
も
の
し
た
ま
ふ
北

の
か
た
ひ
と
、
こ
ろ
は
あ
せ
ち
の
大
納
言
の
む
す
め
そ
こ
に
お
と
こ

こ
人
も
の
し
給
ふ
そ
ち
の
宮
の
御
女
の
は
ら
に
は
女
二
人
お
は
し
け

り
か
た
み
と
も
を
う
ら
や
み
な
く
と
秘
め
を
き
て
き
ほ
ひ
か
く
れ
た

ま
ひ
に
し
の
ち
世
を
う
き
も
の
に
こ
り
は
て
魁
い
と
ひ
ろ
く
お
も
し

ろ
き
宮
に
ひ
と
り
す
み
に
て
お
と
こ
女
き
ん
た
ち
を
も
み
な
ひ
と
つ

に
む
か
へ
よ
せ
て
よ
の
つ
ね
に
お
ほ
し
う
つ
る
ふ
御
心
も
た
え
て
ひ

（
脇
）

と
り
の
御
は
ね
の
し
た
に
四
所
を
は
く
、
み
た
て
ま
つ
り
給
ひ
つ
魁

と
あ
る
。
そ
こ
で
、
伝
冷
泉
為
秀
筆
切
と
現
存
本
「
夜
の
寝
覚
」
の
島
原

松
平
文
庫
本
の
内
容
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
現
存
本
の
「
夜
の
寝
覚
」
で

は
二
人
の
妻
が
一
人
は
男
二
人
、
も
う
一
人
は
女
二
人
を
産
ん
で
死
ん
だ

後
、
新
た
な
妻
も
迎
え
ず
子
供
た
ち
を
同
じ
邸
に
迎
え
育
て
た
、
と
あ
る

が
、
伝
冷
泉
為
秀
筆
切
で
は
世
間
と
交
際
せ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
妻
は
姫

君
二
人
を
産
ん
で
死
ん
だ
の
で
、
邸
が
荒
れ
た
、
と
な
り
、
類
似
と
い
う

ノし
一●

説
明
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
当
該
切
は
、
『
古
筆
学
大
成
」
に
お
い
て

「
夜
の
寝
覚
切
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
ず
翻

刻
を
掲
げ
る
と
、

１
は
て
ぬ
る
よ
に
て
ま
し
ら
い
給
は
す

２
い
と
蚤
か
す
か
に
て
を
は
す
と
し
こ
ろ

３
の
き
た
の
か
た
大
臣
の
御
女
に
て

４
を
は
し
け
る
ひ
め
き
み
二
人
う

５
み
を
き
て
か
く
れ
た
ま
ひ
ぬ
れ
は

６
い
と
ひ
ろ
く
を
も
し
ろ
き
宮
の
う
ち

７
い
た
く
あ
れ
ゆ
け
は
い
け
や
ま
の
こ

（
「
古
筆
学
大
成
第
二
十
四
巻
」
図
版
筋
）

で
あ
る
。
こ
の
切
に
関
し
て
、
「
古
筆
学
大
成
」
の
解
説
で
小
松
茂
美
氏

は
、
「
本
文
は
、
現
存
本
の
「
夜
の
寝
群
些
の
巻
第
一
の
発
端
部
分
。
た
だ

し
、
そ
の
本
文
は
著
し
い
異
文
を
示
し
て
い
る
」
と
し
て
、
「
夜
の
寝
覚
」

の
伝
本
で
あ
る
島
原
松
平
文
庫
本
と
比
較
さ
れ
、
「
類
似
の
本
文
は
わ
ず
か

な
部
分
に
す
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
弓
夜
の
寝
巻
曇
の
巻
頭
部
分

に
該
当
す
る
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
ど
と
断
じ
て
お
ら
れ
る
。
続
け
て
、

現
存
本
が
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
の
書
写
本
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ

れ
は
十
四
世
紀
前
半
の
こ
ろ
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
伝
本
で
あ
り
、
当

時
に
通
行
し
て
い
た
「
夜
の
寝
覚
」
と
推
知
で
き
る
本
文
を
伝
え
る



ｕ
経
を
か
た
て
に
も
ち
て
か
つ
よ
み
つ
、
し
や
う

（
「
古
筆
学
大
成
第
二
十
三
巻
」
図
版
剛
）

内
容
は
、
「
源
氏
物
語
」
橋
姫
巻
の
冒
頭
近
く
に
該
当
す
る
。
光
源
氏
の
須

磨
退
去
後
、
朱
雀
帝
の
母
で
あ
る
弘
徽
殿
大
后
の
企
み
に
よ
っ
て
、
当
時

東
宮
で
あ
っ
た
冷
泉
帝
の
代
わ
り
に
、
宇
治
の
八
宮
が
東
宮
に
据
え
ら
れ

そ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
光
源
氏
復
帰
後
に
は
世
間
と
の
交
際
も
な
く

な
り
、
妻
亡
き
後
は
邸
も
荒
れ
果
て
る
中
で
、
仏
道
修
行
を
し
な
が
ら
、

娘
二
人
に
事
や
琵
琶
な
ど
を
教
え
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
「
源
氏
物
語
大
成
」
で
は
一
五
○
七
⑤
～
一
五
一
三
⑪
あ
た
り
に

該
当
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
伝
後
花
園
天
皇
勾
当
内
侍
鉦
切
は
、
先
に

述
べ
た
南
北
朝
以
降
の
梗
概
化
の
方
法
と
同
様
、
「
源
氏
物
語
」
本
文
を
梗

概
作
成
者
の
言
葉
で
言
い
替
え
て
お
り
、
梗
概
化
さ
れ
た
文
章
は
、
「
源
氏

物
語
』
本
文
と
は
描
か
れ
る
順
序
も
表
現
も
異
な
る
が
、
「
源
氏
物
語
」
橋

姫
巻
を
梗
概
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
伝
後
花
園
天
皇
勾
当
内
侍
筆
切
と
伝
冷
泉
為
秀
筆
夜
の
寝
覚
切
と

を
比
べ
て
み
る
と
、
伝
冷
泉
為
秀
筆
夜
の
寝
覚
切
は
、
伝
後
花
園
天
皇
勾

当
内
侍
筆
切
の
３
行
目
後
半
か
ら
９
行
目
前
半
ま
で
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

普
写
の
際
の
誤
り
か
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
わ
ず
か
な
異
同
は
あ
る
が
、

内
容
、
表
現
な
ど
は
一
致
し
て
い
る
。
表
記
の
違
い
が
あ
る
た
め
、
直
接

の
書
承
関
係
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
同
一
梗
概
本
の
、
別
の
写
本
の
断

ノし

に
は
厳
し
い
。
ま
た
、
姫
君
（
女
）
二
人
を
産
ん
だ
妻
に
関
し
て
も
、
現

存
本
の
「
夜
の
寝
覚
」
で
は
帥
の
宮
の
娘
だ
が
、
伝
冷
泉
為
秀
筆
切
で
は

大
臣
の
娘
で
あ
り
、
こ
れ
も
類
似
し
て
い
る
と
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
。

要
す
る
に
、
二
人
の
娘
を
生
ん
だ
北
の
方
が
死
ん
だ
、
と
い
う
共
通
点
し

か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
伝
冷
泉
為
秀
筆
切
が
「
夜
の
寝
覚
」
で
あ

る
と
は
言
い
切
れ
ず
、
同
様
の
人
物
関
係
が
あ
る
他
の
作
品
（
散
逸
物
語

を
含
む
）
の
可
能
性
は
残
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
伝
冷
泉
為
秀
筆
夜
の
寝
覚
切
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ

ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
伝
後
花
園
天
皇
勾

当
内
侍
筆
源
氏
物
語
梗
概
本
切
で
あ
る
。

１
よ
｝
）
さ
ま
に
お
ほ
し
か
ま
へ
て
此
宮
を
世
中

２
に
た
ち
つ
き
給
へ
く
わ
か
御
子
に
し
て
も

３
て
か
し
つ
き
給
け
る
さ
は
き
に
な
り
は
て

４
ぬ
る
世
に
て
ま
し
ろ
ひ
給
は
す
い
と
か
す
か
に
て

５
を
は
す
と
し
こ
ろ
の
北
の
か
た
は
大
臣
の
御
む

６
す
め
に
て
を
は
し
け
る
姫
君
二
人
う
み
を

７
き
て
か
く
れ
給
ぬ
れ
は
い
と
ひ
ろ
く
お
も

８
し
ろ
き
宮
の
う
ち
い
た
く
あ
れ
ゆ
け
は

９
池
山
の
木
た
ち
う
ち
な
か
め
て
姫
君
に

⑩
ひ
は
中
の
君
に
し
や
う
の
事
な
ら
は
し
て



う
ち
に
、
ふ
る
き
宮
す
み
給
ふ
。
こ
の
み
や
は
、
き
り
つ
ほ
の
御
門

の
八
の
み
や
、
け
ん
し
に
も
御
お
と
画
そ
か
し
。
れ
い
せ
ん
ゐ
ん
御

く
ら
ゐ
の
お
り
、
し
ゆ
し
ゃ
く
ゐ
ん
の
御
は
、
、
は
ら
あ
し
き
さ
き
、

よ
｝
」
さ
ま
に
お
ほ
し
か
ま
へ
て
、
「
こ
の
八
の
み
や
を
御
く
ら
ゐ
に
、

た
て
ま
つ
ら
は
や
」
な
と
の
、
く
わ
た
て
あ
り
け
る
に
、
心
か
ま
へ

や
も
れ
け
ん
。
源
氏
な
と
も
、
御
心
よ
か
ら
す
、
お
も
ひ
た
て
ま
つ

り
て
、
世
に
お
し
け
た
れ
て
お
は
し
け
る
か
、
八
て
う
に
御
け
に
ん

あ
り
て
、
す
ま
せ
給
ふ
。
こ
の
八
て
う
の
御
家
さ
へ
、
や
け
に
し
の

ち
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
、
み
や
こ
の
す
ま
ゐ
も
、
む
つ
か
し
く
お
ほ

し
て
、
宇
治
に
、
や
ま
さ
と
も
ち
た
ま
へ
り
け
る
と
こ
ろ
に
、
う
つ

り
す
ま
せ
給
ふ
。
そ
れ
よ
り
、
宇
治
の
み
や
と
申
。
や
か
て
、
御
く

し
な
と
お
ろ
し
て
、
こ
れ
た
か
の
御
こ
の
、
き
た
の
、
や
ま
ち
の
あ

と
を
も
、
た
つ
ね
給
へ
き
に
、
い
と
う
つ
く
し
き
ひ
め
き
み
、
二
に

ん
、
も
ち
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
か
、
見
す
て
か
た
く
お
ほ
し
て
、
そ

へ
な
か
ら
、
お
こ
な
は
せ
給
ふ
。
（
中
略
）

こ
の
ひ
め
き
み
た
ち
は
熟
き
み
は
、
大
し
ん
の
む
す
め
に
て
お
は

せ
し
か
、
い
も
う
と
の
き
み
、
う
み
た
て
ま
つ
り
て
、
や
か
て
は
か

な
く
、
な
ら
せ
た
ま
ふ
。
そ
の
ま
餌
、
ひ
し
り
に
て
、
そ
く
な
か
ら

お
こ
な
い
給
ふ
。
（
「
源
氏
小
鏡
」
）

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

ノ L
lJLI

簡
同
士
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

伝
冷
泉
為
秀
筆
夜
の
寝
覚
切
だ
け
か
ら
で
は
わ
か
る
こ
と
が
限
ら
れ
て

お
り
、
ど
の
作
品
の
ど
の
よ
う
な
写
本
の
断
簡
で
あ
る
の
か
は
断
定
で
き

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
伝
後
花
園
天
皇
勾
当
内
侍
筆
切
を
通
し
て
見

て
み
る
と
、
伝
冷
泉
為
秀
筆
夜
の
寝
覚
切
は
、
「
夜
の
寝
覚
」
の
古
筆
切
で

は
な
く
、
「
源
氏
物
語
」
橋
姫
巻
の
梗
概
本
の
古
筆
切
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
あ
る
。
伝
後
花
園
天
皇
勾
当
内
侍
筆
切
と
伝
冷
泉
為
秀
筆
切
、
こ
れ
ら

二
種
類
の
古
筆
切
の
ツ
レ
が
と
も
に
多
数
見
い
出
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
詳
し

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ツ
レ
の
出
現
が
待
ち
望
ま
れ
る
。

な
お
、
伝
後
花
園
天
皇
勾
当
内
侍
筆
切
と
伝
冷
泉
為
秀
筆
切
が
「
源
氏

大
鏡
」
や
「
源
氏
小
鏡
」
と
は
異
な
る
梗
概
で
あ
る
こ
と
は
、

其
比
、
世
に
か
ず
ま
へ
ら
れ
給
は
い
ふ
る
宮
お
は
し
け
り
と
本
に
有

は
、
源
氏
の
御
弟
也
。
太
上
天
皇
の
第
八
の
御
子
也
。
宇
治
の
宮
と

系
図
有
。
う
ば
そ
く
の
宮
と
も
、
是
也
。
北
の
方
は
姫
君
二
人
う
み

置
て
隠
れ
給
ふ
。
其
後
は
、
お
と
こ
な
が
ら
、
ひ
じ
り
に
て
此
姫
君

を
そ
だ
て
給
ふ
。
世
の
人
、
ひ
じ
り
の
宮
と
も
、
又
う
ば
そ
く
の
宮

と
も
、
又
ぞ
く
聖
と
も
申
け
り
。
姫
君
た
ち
十
ば
か
り
に
成
給
へ
ば
、

姉
君
に
び
は
、
中
の
君
に
し
や
う
の
琴
を
な
ら
は
し
給
ふ
。
宮
は
御

経
を
か
た
て
に
持
て
、
し
や
う
が
し
給
ふ
さ
ま
、
い
と
な
ま
め
か
し

く
き
よ
ら
に
見
え
給
ふ
。
（
「
源
氏
大
鏡
」
）



鎌
倉
期
の
梗
概
本
は
、
「
源
氏
物
語
」
本
文
を
尊
重
し
た
梗
概
化
を
お
こ

な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
南
北
朝
期
以
降
の
梗
概
本
は
、
「
源
氏
物
語
」

本
文
を
梗
概
作
成
者
の
言
葉
で
ま
と
め
る
と
い
う
、
「
源
氏
大
鏡
」
や
「
源

氏
小
鏡
」
の
よ
う
な
梗
概
化
を
お
こ
な
う
も
の
が
現
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

「
源
氏
大
鏡
」
や
「
源
氏
小
鏡
」
と
比
較
す
る
と
、
表
現
や
梗
概
化
し
て
い

る
「
源
氏
物
語
」
の
内
容
が
異
な
り
、
両
瞥
の
影
響
が
あ
る
と
は
言
え
な

いる
。

最
後
に

た
り
、
新
た
な
梗
概
本
の
古
筆
切
の
存
在
が
知
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、

中
世
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
』
の
梗
概
本
に
関
し
て
、
よ
り
詳
し
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ノＬ
ＪＩＺ

そ
う
す
る
と
、
や
は
り
す
で
に
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
梗
概
本
は
、

各
家
々
も
し
く
は
各
学
問
グ
ル
ー
プ
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
の
関

心
に
応
じ
て
自
分
た
ち
な
り
の
梗
概
本
を
作
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
お
互
い

に
書
写
し
合
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
梗
概

化
さ
れ
た
梗
概
本
が
古
筆
切
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い

う
考
え
が
南
北
朝
以
降
も
含
め
て
成
り
立
つ
よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
伝
冷

泉
為
秀
筆
切
と
伝
後
花
園
天
皇
勾
当
内
侍
筆
切
の
よ
う
に
、
一
致
す
る
梗

概
を
持
つ
二
種
の
古
筆
切
が
時
代
を
前
後
し
て
現
存
し
て
い
る
、
と
い
う

例
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
各
家
々
も
し
く
は
各
学
問
グ
ル
ー
プ
な
ど
の

内
部
で
は
、
書
写
を
重
ね
て
伝
え
て
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

今
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
古
筆
切
の
ツ
レ
が
あ
る
程
度
の
枚
数
が
集
成
さ
れ



古筆学大成第23巻図版340

伝西行筆（鎌倉時代前期密写）

伝称筆者不明（南北朝期笹写）

伝後京極良経誰（鎌倉時代前期番写）

伝藤原家隆箪（鎌倉時代前期審写）

伝冷泉為秀錐（南北朝期瞥写）

伝慈円筆切（鎌倉時代前期瞥写）

伝猪苗代兼職筆（室町時代中期書写）

伝源頼政雄（鎌倉時代中期啓写）

伝藤原為家雄切（鎌倉時代中期瞥写）

伝正般（正徹門弟）筆（室町時代中期審写）

伝二条為氏錐切（鎌倉時代後期番写）

伝吉田兼好簸（鎌倉時代後期瞥写）

し
ぎ

８
グ
ェ
グ

中世「源氏物語」梗概本古筆切一覧

伝西行華（鎌倉時代前期替写）

伝後土御門天皇勾当内侍雛（室町時代中期啓写）

伝称筆者不明（室町時代中期番写）

伝後花園天皇勾当内侍筆（室町時代初期啓写）

伝下冷泉持為兼（室町時代初期瞥写）

１ 若菜下巻 国文学古箪切入門８４ 15.7ｘｌ６９ 11行 六半切

２ 夕霧巻 潮音堂書蹟典籍目録－５３（伝国夏筆） 来見(小林強氏による）

１ 橋姫巻 古筆学大成第23巻図版370 16.0ｘ15.0 １１行 六半切

２ 藤袴巻 高城弘一蔵（伝後土御門天皇勾当内侍縦） 来見(小林強氏による）

１ 若菜上巻 古筆学大成第23巻図版344 16.7ｘ15.7 13行 六半切

２ 若菜上巻 商城弘一蔵 未見(小林強氏による）

１ 総角巻 徳川美術館蔵手鑑「藁畿」人3６ 26.3ｘ15.1 9行

２ 夢浮橋巻 金刀比羅宮蔵手鑑「古今読陳」 11行



〔
注
〕

（
１
）
拙
稿
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
」
梗
概
化
の
方
法
ｌ
古

筆
切
を
手
が
か
り
に
ｌ
」
（
「
国
文
学
」
（
関
西
大
学
）
第
九
十
五
号

平
成
二
十
三
年
二
月
）

（
２
）
「
古
筆
学
大
成
」
第
二
十
三
巻
（
講
談
社
、
平
成
四
年
六
月
）
、
第

二
十
四
巻
（
講
談
社
、
平
成
五
年
十
一
月
）

（
３
）
伊
井
春
樹
・
高
田
信
敬
編
「
古
筆
切
提
要
」
（
淡
交
社
、
昭
和
五
十

九
年
一
月
）

（
４
）
久
曽
神
昇
編
「
源
氏
物
語
断
簡
集
成
」
（
汲
古
書
院
、
平
成
十
二
年

十
二
月
）

（
５
）
小
林
強
「
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
資
料
集
成
稿
」
（
「
本
文
研
究

考
証
・
情
報
・
資
料
」
第
６
集
和
泉
書
院
、
平
成
十
六
年
五
月
）

（
６
）
国
文
学
研
究
資
料
館
（
冒
口
ご
看
乏
君
昌
一
．
“
旦
己
へ
）
古
筆
切
所
収

（
６
）
国
文
学
研
究
客

情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
７
）
田
中
登
「
九
三

（
皿
）
「
源
氏
小
鏡
」
の
引
用
は
、
岩
坪
健
編
。
源
氏
小
鏡
」
諸
本
集
成
」

（
和
泉
書
院
、
平
成
十
七
年
二
月
）
所
収
の
第
一
系
統
第
一
類
伝
持
明

院
基
春
筆
本
に
よ
る
。

（
皿
）
慶
応
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
講
座
編
「
慶
応
義
塾
図
書

館
蔵
小
津
家
古
筆
切
緊
影
」
（
汲
古
書
院
、
平
成
元
年
七
月
）

（
吃
）
池
田
亀
鑑
編
著
「
源
氏
物
語
大
成
」
中
央
公
論
社

（
過
）
高
村
元
継
編
「
校
本
夜
の
寝
覚
」
（
明
治
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
十

月
）
に
よ
る
。

（
な
か
ば
よ
し
こ
／
本
学
非
常
勤
講
師
）

犯
し

（
７
）
田
中
登
「
九
三
二
条
為
明
六
半
切
（
源
氏
物
語
）
」
（
「
平
成
新

修
古
筆
資
料
集
」
第
四
集
思
文
閣
出
版
、
平
成
二
十
年
九
月
）

（
８
）
藤
井
隆
「
源
氏
・
狭
衣
物
語
古
筆
切
に
つ
い
て
」
今
久
曾
神
昇
博

士
還
暦
記
念
研
究
資
料
集
」
風
間
書
房
、
昭
和
四
十
八
年
五
月
）

（
９
）
「
源
氏
大
鏡
」
の
引
用
は
、
「
源
氏
大
鏡
訂
正
版
」
（
古
典
文
庫

棚
、
平
成
元
年
二
月
）
に
よ
る
。


