
こ
れ
ま
で
「
源
氏
物
栢
j

の
消
息
文
に
つ
い
て
科
紙
や
折
枝
と
の
配
色
に

(
1
)

 

つ
い
て
考
え
て
き
た。

消
息
文
は
首
う
ま
で
も
な
く、

発
信
者
が、

あ
る
事

柄
を
伝
え
る
た
め
に
賠
る
も
の
で
あ
る。
し
か
し
消
息
文
に
魯
か
れ
て
い
る

内
容
だ
け
で
は
な
く、

ど
ん
な
料
紙
を
使
っ
て
い
る
か、

ど
ん
な
枝
に
付
け

て
い
る
か、
い
つ
贈
っ
て
く
る
か、

と
い
う
様
々
な
事
象
も
あ
わ
せ
て、

相

手
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
事
象
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ

が
何
ら
か
の
意
味
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る、

と
い
う
こ
と
で
あ
る。

同
じ
よ

う
に、

消
息
文
を
持
っ
て
く
る
人、
つ
ま
り
文
使
い
も
意
味
を
持
た
さ
れ
て

い
る、

と
い
う
こ
と
が
言
え
る。

源
氏
物
栢
で
は
数
々
の
消
息
文
が
か
わ
さ
れ
る。

そ
の
消
息
文
の
や
り
と

り
に
は、

文
使
い、

あ
る
い
は
取
次
を
す
る
も
の
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る。

消
息
文
が
発
信
者
か
ら
受
信
者
の
手
に
渡
る
ま
で
に、

例
え
ば、

発
信
者
↓
側
近
の
も
の
↓
受
信
者
の
女
房
↓
受
信
者
と
い
う
経
路
を
た
ど
る。

例
を
挙
げ
よ
う。

野
分
巻、

野
分
の
翌
朝、

夕
霧
は
二
遥
の
恋
文
を
紺
い
た。

雲
居
雁
の
許
ヘ
ー
通、

も
う
一
通
は
惟
光
の
娘
の
藤
典
侍
の
許
へ
陪
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る。

夕
霧
は
そ
れ
ら
を
馬
の
助
に
渡
し
た。

源
氏
物
語
に
お
け
る
文
使
い
に
つ
い
て

馬
の
助
に
賜
へ
れ
ば、

を
か
し
き
箪、

ま
た
い
と
馴
れ
た
る
御
随
身
な

ど
に、

う
ち
さ
さ
め
き
て
取
ら
す
る
を、

若
き
人
、々

た
だ
な
ら
ず
ゆ

-2)
 

か
し
が
る

（
四
ー
142)

と
あ
る
よ
う
に、

事
情
を
知
っ
た
側
近
の
者
が、

直
接
行
く
の
で
は
な
く、

音
ゃ
随
身
と
い
っ
た
者
を
相
手
の
女
の
と
こ
ろ
へ
行
か
せ
る
の
で
あ
る。

そ

し
て
相
手
も
童
や
随
身
か
ら
直
接
受
け
取
る
の
で
は
な
く、

女
房
や、

女
流

な
ど
に
渡
す。

例
え
ば
橋
姫
巻
で、

庶
は
宇
治
の
姫
君
に
宛
て
て
愁
い
た
梢

息
文
を、

左
近
の
将
監
を
使
に
し
て、
「
か
の
老
人
（
弁
の
尼）

砕
ね
て、

文
も
取
ら
せ
よ」
（
六
1
287)

と
命
じ
て
い
る。

つ
ま
り
消
息
文
が
届
け
ら
れ
る
段
階
に
は

＊
発
侶
者
か
ら
受
け
取
る
も
の

＊
受
信
者
の
も
と
へ
巡
ぶ
も
の

＊
そ
れ
を
受
け
取
る
も
の

＊
受
信
者
へ
手
渡
す
も
の

が
い
る。
「
文
使
い
」
と
い
う
場
合、

ど
の
段
階
の
も
の
を
言
う
か
も
問
題

と
な
る
が、

今
回
は
消
息
文
が
発
信
者
本
人
か
ら
受
信
者
本
人
に
届
け
ら
れ

坪

井

暢

子
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発
信
者・
受
信
者
の
身
内

ま
ず
発
信
者
が
自
分
の
子
（
成
人）
を
使
い
と
し
て
遣
る
場
合
を
考
え
て

み
よ
う。
「
夕
霧
の
若
君」
「
空
蜘
の

弟小
君」
「
紅
梅
大
納
言
の
若
君」
「
浮

舟
の
弟
小
君」
は
（
三）
の
童・
女
窟
と
し
て
扱
う。

ま
ず、
柏
木。
藤
衷
業
巻
で
内
大
臣
は、
夕
霧
と
栞
居
雁
の
結
婚
を
許
し、

藤
の
花
の
宴
に
夕
霧
を
招
い
た。

四
月
朔
日
ご
ろ、
御
前
の
藤
の
花、
い
と
お
も
し
ろ
う
咲
き
乱
れ
て`

世
の
常
の
色
な
ら
ず、
た
だ
に
見
過
ぐ
さ
む
こ
と
惜
し
き
盛
り
な
る
に、

遊
ぴ
な
ど
し
た
ま
ひ
て、
暮
れ
ゆ
く
ほ
ど
の
い
と
ど
色
ま
さ
れ
る
に、

頭
中
将
し
て、
御

消息
あ
り。

（
四
ー
282)

こ
れ
以
前
に
は、
花
宴
巻
で
右
大
臣
が、
や
は
り
自
邸
で
催
し
た
藤
花
宴

に
源
氏
を
招
く
た
め
に、
息
子
の
四
位
の
少
将
を
造
わ
し
て
い
る。

弥
生
の
二
十
余
日、
右
の
大
殿
の
弓
の
結
に、
上
逹
部、
親
王
た
ち
多

く
つ
ど
へ
た
ま
ひ
て、
や
が
て
藤
の
宴
し
た
ま
ふ。
（
中
略）
源
氏
の

（一）
る
ま
で
に
介
在
す
る
人
を
ま
と
め
て
取
り
上
げ
た
い
と
思
う。

さ
て
文
使
い
•
取
り
次
ぎ
は
発
信
者・
受
信
者
と
の
関
係
で
は
だ
い
た
い

次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る。

(-
）

発
信
者・
受
信
者
の
身
内

（
二）

発
信
者・
受
信
者
の
側
近・
女
房・
乳
母
な
ど

（
三）

童・
女
童
な
ど

こ
れ
ら
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
行
き
た
い。

君
に
も、
一
日、
内
裏
に
て
御
対
面
の
つ
い
で
に、
聞
こ
え
た
ま
ひ
し

か
ど、
お
は
せ
ね
ば、
く
ち
を
し
う、
も
の
の
栄
な
し
と
お
ほ
し
て、

御
子
の
四
位
の
少
将
を
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ。

わ
が
宿
の
花
し
な
ぺ
て
の
色
な
ら
ば
何
か
は
さ
ら
に
君
を
待
た
ま
し

内
裏
に
お
は
す
る
ほ
ど
に
て、
上
に
奏
し
た
ま
ふ。
（
二
1
58
1
59)

後
者
の
例
は、
消
息
文
を
持
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
な
の
で、
文
使

い
と
は
言
え
な
い
が、
こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も、
藤
の
花
咲
に
こ
と
よ
せ
て、

自
分
の
娘
を
相
手
に
差
し
出
す
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る。
親
の
方
か
ら

申
し
出
る
の
で
あ
る
か
ら、
正
式
の
婚
姻
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り、
相

手
を
隙
厭
し
た
使
者
と
い
え
る
だ
ろ
う。

ま
た
野
分
巻
で、
源
氏
が
夕
霧
を
使
者
と
し
て、
秋
好
中
宮
を
見
鐸
わ
せ

て
い
る
の
も
（
四
ー
132)、
幻
巻
で、
致
仕
大
臣
が
紫
上
を
亡
く
し
た
源
氏

に
弔
問
の
文
を
密
き、
息
子
の
蔵
人
少
将
に
持
っ
て
行
か
せ
た
の
も
（
六
！

121)、
自
ら
赴
く
の
に
等
し
い
ぐ
ら
い
の
誼
さ
を
持
っ
て
い
る。

こ
の
よ
う
に
自
分
の
成
人
し
た
息
子
を
使
者
と
し
て
遣
わ
す
の
は、
自
分

の
代
行
を
さ
せ
て
い
る
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い。
そ
し
て
こ
の
場
合
文
使

い
は、
た
だ
消
息
文
を
迎
ぷ
だ
け
で
な
く、
そ
の
消
息
文
を
相
手
に
手
渡
す

段
階
ま
で
行
な
う。
そ
の
意
味
で
夕
霧
巻、
柏
木
の
死
後、
落
紫
宮
の
許
ヘ

夕
霧
が
通
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
知っ
た
致
仕
大
臣
が
亡
き
柏
木
の
立
場

か
ら
も、
ま
た
夕
霧
の
正
要
で
あ
る
裳
居
雁
の
立
湯
か
ら
も、
不
快
に
思
い

鷹
文
を
粛
い
て、
息
子
の
蔵
人
少
将
に
持
っ
て
行
か
せ
た
こ
と
は、
落
菜

宮
に
は
大
き
な
圧
力
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る。
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な
ほ
え
お
ぽ
し
放
た
じ」
と
あ
る
御
文
を、
少
将
持
て
お
は
し
て、
た

（
六
1
94
1
95)

だ
入
り
に
入
り
た
ま
ふ。

蔵
人
少
将
は、
消
息
文
を
持っ
て
き
た
だ
け
で
は
な
く、
自
ら

邸内
へ
入
っ

て
行
く。
「
入
り
に
入
り
た
ま
ふ」
と
い
う
と
こ
ろ
に
弛
引
な
様
子
が
表
れ

て
い
る。
そ
の
上、

時
々
さ
ぶ
ら
ふ
に、
か
か
る
御
簾
の
前
は、
た
づ
き
な
き
こ
こ
ち
し
は

べ
る
を、
今
よ
り
は
よ
す
が
あ
る
こ
こ
ち
し
て、
常
に
参
る
べ
し。
内

外
な
ど
も
ゆ
る
さ
れ
ぬ
べ
き
年
ご
ろ
の
し
る
し
あ
ら
は
れ
は
ぺ
る
こ
こ

（
六
1
96)

ち
な
む
し
は
べ
る

と
言
い
残
し
て
去
る。
蔵
人
少
将
は
単
な
る
文
使
い
で
は
な
く、
致
仕
大
臣

の
代
行
と
し
て
心
情
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う。
そ

れ
だ
け
に
唯一
の
後
見
で
あ
る
母、
御
息
所
を
失
っ
た
落
菜
宮
に
と
っ
て
は、

よ
り
大
き
な
圧
力
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う。

発
信
者・
受
信
者
の
側
近
な
ど

使
い
を
し
た
「
宮
の
権
の
亮」
（
若
菜
上

（
二）発

信
者・
受
信
者
に
仕
え
る
人
の
中
に
は、
秋
好
中
宮
と
朱
雀
院
の
間
の

五
1
36)
の
よ
う
に、
宮
中
か

と
聞
く

「
契
り
あ
れ
や
君
に
心
を
と
ど
め
を
き
て
あ
は
れ
と
思
ふ
う
ら
め
し

大
臣、
か
か
る
こ
と
を
聞
き
た
ま
う
て、
人
笑
は
れ
な
る
や
う
に
お

ぽ
し
嘆
く。
（
中
略）
こ
の
宮
に、
蔵
人
の
少
将
の
君
を
御
使
に
て
た

て
ま
つ
り
た
ま
ふ。

ら
の

消息
文
の
使
い
と
し
て、
公
の
身
分
の
も
の
が
描
か
れ
る
も
の
が
あ
る。

そ
う
は
い
っ
で
も
こ
の
人
物
に
関
し
て
言
え
ば、
「
宮
の
権
の
亮、
院
の
殿

上
に
も
さ
ぶ
ら
ふ」
と
い
う
人
物
で、
院
と
中
宮
の
双
方
に
仕
え
る
人
で
あ

り、
双
方
の
事
惜
に
通
じ
て
い
る
人
が
使
者
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る。

こ
の
ほ
か
惟
光
の
よ
う
な、
源
氏
の
そ
ば
近
く
仕
え
て
い
る
も
の
は、
主

人
の
忍
ぴ
の
仲
に
お
い
て
活
躍
す
る。
惟
光
は
源
氏
の
乳
母
子
の一
人
で、

源
氏
の
忍
ぴ
歩
き
の
伴
を
し
彼
を
よ
く
助
け
て
い
る。
初
出
の
夕
顔
巻
で
は

「
惟
光」
「
惟
光
の
朝
臣」
「
大
夫」
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る
が、
梅
枝
巻
で

は
宰
相
に
な
っ
て
い
る。

若
紫
巻
で
は
源
氏
が
北
山
で
会っ
た
紫
上
を
引
き
取
り
た
い
と、
俯
と
尼

上
に
申
し
出
る
が一
度
は
断
わ
ら
れ
た。
帰
京
後
重
ね
て
消
息
文
を
出
し、

願
い
出
る
が
は
か
ば
か
し
い
返
事
を
得
ら
れ
ず、
遂
に
惟
光
を
北
山
に
向
か

わ
せ
て
い
る。

僧
都
の
御
返
り
も
同
じ
さ
ま
な
れ
ば、
く
ち
を
し
く
て、
二
三
日
あ
り

て、
惟
光
を
ぞ
た
て
ま
つ
れ
た
ま
ふ。
「
少
納
言
の
乳
母
と
い
ふ
人
あ

べ
し。
屈
ね
て、
く
は
し
う
語
ら
へ」
な
ど
の
た
ま
ひ
知
ら
す。
（
中

略）
わ
ざ
と
か
う
御
文
あ
る
を`

俯
都
も
か
し
こ
ま
り
き
こ
え
た
ま
ふ。

少
納
言
に
消
息
し
て
会
ひ
た
り。
く
は
し
く、
お
ぼ
し
の
た
ま
ふ
さ
ま、

お
ほ
か
た
の
御
あ
り
さ
ま
な
ど
語
る。
言
葉
多
か
る
人
に
て、
つ
き
づ

き
し
う
言
ひ
続
く
れ
ど、

(-
1
211)

澪
棉
巻
で、
住
吉
詣
で
に
来
た
明
石
君
の一
行
が、
源
氏
の一
行
に
出
会
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•

Ii

う
も
の
の、
そ
の
華
や
か
な
有
様
に
わ
が
身
の
程
を
痛
感
す
る。
後
で
そ
の

事
情
を
間
い
た
源
氏
は、
か
わ
い
そ
う
に
思
い
「
い
さ
さ
か
な
る
消
息
を
だ

に
し
て
心
な
ぐ
さ
め
ば
や、
な
か
な
か
に
思
ふ
ら
む
か
し」
と
思
う。

堀
江
の
わ
た
り
を
御
覧
じ
て、
「
今
は
た
同
じ
難
波
な
る」
と、
御
心

に
も
あ
ら
で
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
を、
御
車
の
も
と
近
き
惟
光、
う
け

た
ま
は
り
や
し
つ
ら
む、
さ
る
召
L
も
や
と、
例
に
な
ら
ひ
て
懐
に
ま

う
け
た
る
柄
短
き
組
な
ど、
御
車
と
ど
む
る
所
に
て
た
て
ま
つ
れ
り。

を
か
し
と
お
ぽ
し
て、
飛
紙
に、

み
を
つ
く
し
恋
ふ
る
し
る
し
に
こ
こ
ま
で
も
め
ぐ
り
逢
ひ
け
る
え
に

は
深
し
な

と
て、
た
ま
へ
れ
ば、
か
し
こ
の
心
知
れ
る
下
人
し
て
ゃ
り
け
り。

（
三
1

3161
37)

源
氏
が
感
慨
を
他
し
て
い
る
所
に、

す
か
さ
ず
挑
帯
用
の
節
を
手
渡
し、
さ

ら
に
ふ
さ
わ
し
い
使
者
を
選
ん
で、
そ
の
文
を
持
っ
て
行
か
せ
る
な
ど、
忍

ぴ
の
仲
の
恋
文
の
や
り
と
り
を、
住
吉
詣
で
と
い
う
公
の
場
に
近
い
状
況
下

で
行
わ
せ
る
の
に、
十
分
な
配
感
で
あ
っ
た
ろ
う。
し
か
し
こ
こ
で
惟
光
自

身
が
赴
く
の
で
は
な
い。
あ
く
ま
で
も
源
氏
と
明
石
君
の
関
係
を
公
に
は
知

ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る。

．

と
こ
ろ
で
夕
霧
と
丞
居
雁
の
間
の
恋
文
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
の
は
冒

頭
に
挙
げ
た
馬
の
助
の
他
に
右
近
の
将
監
が
い
る。
藤
襄
菜
巻
で、
夕
霧
と

器
居
雁
の
正
式
な
結
婚
が
成
っ
て、
後
朝
の
文
の
使
い
を
す
る。

御
使
の
禄、
な
べ
て
な
ら
ぬ
さ
ま
に
て
賜
へ
り。
中
将、
を
か
し
き
さ

ま
に
も
て
な
し
た
ま
ふ。
常
に
ひ
き
牒
し
つ
つ
隠
ろ
へ
あ
り
き
し
御
使、

今
日
は、
面
も
ち
な
ど
人
々
し
く
ふ
る
ま
ふ
め
り。
右
近
の
将
監
な
る

人
の、
む
つ
ま
し
う
お
ぼ
し
使
ひ
た
ま
ふ
な
り
け
り。
（
四
ー
290)

右
近
の
将
監
程
度
の
人
で
あ
れ
ば、
大
臣
家
の
婚
姻
の
正
式
の
使
者
と
し

て
扱
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う。

橋
姫
巻
で
蕉
が
宇
治
の
姫
君
ら
に
梢
息
文
を
贈
っ
た
時
の
例
を
考
え
て
み

よ
う。御

文
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ。
懸
想
だ
ち
て
も
あ
ら
ず、
白
き
色
紙
の
厚

肥
え
た
る
に、
班
ひ
き
っ
く
ろ
ひ
選
り
て、
困
つ
き
見
所
あ
り
て
杏
き

た
ま
ふ。
（
中
略）
な
ど
ぞ、
い
と
す
く
よ
か
に
書
き
た
ま
へ
る。
左

近
の
将
監
な
る
人
御
使
に
て、
「
か
の
老
人
辱
ね
て、
文
も
取
ら
せ
よ」

と
の
た
ま
ふ。

（
六
ー•
286
1
加）

恋
文
の
使
い
は、
正
式
な
結
婚
の
楊
合
で
な
け
れ
ば、
随
身
や
庶
な
ど
と

い
っ
た
目
立
た
な
い
者
を
使
う
こ
と
が
多
い。
そ
れ
を
考
え
る
と、
左
近
の

将
監
を
使
い
に
使
っ
た
こ
と
で、
庶
が
宇
治
の
姫
君
ら
を
決
し
て
お
ろ
そ
か

に
扱
う
つ
も
り
で
な
い
意
志
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

庶
は
蛸
蛉
巻
で
も、
浮
舟
失
踪
後、
大
蔵
大
夫
を
浮
舟
の
母
の
も
と
へ、

弔
問
の
使
者
と
し
て
送
っ
て
い
る。
こ
の
人
は
照
の
家
司
で、
浮
舟
移
転
の

禅
偏
を
も
し
た
「
か
の
む
つ
ま
し
き
大
蔵
大
夫」
（
八
ー
133)
な
の
で
あ
る。

こ
れ
く
ら
い
の
身
分
の
人
を
使
い
に
す
る
の
は、
浮
舟
に
対
し
て
誡
実
な
態

度
を
と
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う。

ま
た
「
随
身」
と
い
わ
れ
る
人
も
忍
ぴ
の
仲
に
お
い
て
活
蹴
す
る。
随
身
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そ

の
で
も
あ
る。

は
近
衛
府
の
舎
人
で、
将
曹
府
生、
番
長、
近
術
と
い
っ
た
身
分
の
も
の
で

あ
る。
彼
ら
は、

消息
文
を
「
運
ぶ」
と
い
う
役
割
の
み
を
担
わ
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い。
し
か
し
な
が
ら、
し
ば
し
ば
た
し
な
み
が
要
求
さ
れ
る
も

夕
頗
巻、
夕
頷
の
m
に
宙
か
れ
た
歌
に
対
し、
源
氏
は
餞
紙
に
節
跡
を
変

え
て
返
事
を
害
き、
随
身
に
持
っ
て
行
か
せ
る。
こ
の
随
身
は
そ
も
そ
も、

最
初
に
夕
顔
の
宿
を
訪
れ
た
時、
そ
の
た
し
な
み
の
深
い
所
を
表
し
て
い
る。

き
り
か
け
だ
つ
物
に、
い
と
青
や
か
な
る
か
づ
ら
の、
こ
こ
ち
よ
げ
に

は
ひ
か
か
れ
る
に、
白
き
花
ぞ、
お
の
れ
ひ
と
り
笑
の
眉
ひ
ら
け
た
る。

「
返
方
人
に
も
の
庫
す」
と、
ひ
と
り
ご
ち
た
ま
ふ
を、
御
随
身
つ
い

ゐ
て、
「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む、
夕
顔
と
申
し
は
ぺ
る。
花
の
名

は
人
め
き
て、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
む、
咲
き
は
ぺ
り
け
る」
と、

申
す。

（一
ー
122)

源
氏
は
身
分
を
阻
し、
「
か
の
夕
額
の
し
る
ぺ
せ
し
随
身
ば
か
り、
さ
て
は、

顔
む
げ
に
知
る
ま
じ
き
窟一
人
ば
か
り
ぞ、
率
て」
(
Jli)
夕
新
の
許
へ
通

う
よ
う
に
な
っ
た。
夕
顔
の
方
は
源
氏
の
文
使
い
に
尾
行
を
つ
け
る
が、
ま

か
れ
て
し
ま
う。
相
手
に
自
分
の
索
姓
す
ら
明
か
さ
ぬ
よ
う
な
つ
き
合
い
に

お
い
て
は、
文
使
い
に
も
そ
れ
な
り
の
配
慮
が
必
要
に
な
る。

浮
舟
巻
で、
蕉
の
随
身
は
浮
舟
へ
の
恋
文
を
届
け
に
来
て、
匂
宮
の
文
使

い
と
行
き
合
う。
不
布
に
思
い、
迎
れ
て
い
た
童
に
後
を
つ
け
さ
せ、
文
使

い
が、
匂
宮
邸
で
式
部
の
少
粕
（
匂
宮
を
浮
舟
の
許
へ
手
引
き
し
た
者）
に

文
を
手
渡
し
て
い
た
こ
と
を
つ
き
と
め
る。

藤
壺
ゃ
朧
月
夜
の
よ
う
な
秘
密
の
仲
で
は、
恋
文
は
女
房
宛
に
届
け
ら
れ

か
ど
か
ど
し
き
も
の
に
て、
供
に
あ
る
鉦
を、
「
こ
の
男
に、
さ
り

げ
な
く
て
目
つ
け
よ。
左
衛
門
の
大
夫
の
家
に
や
入
る」
と
見
せ
け
れ

ば、
「
宮
に
参
り
て、
式
部
の
少
輔
に
な
む
御
文
は
取
ら
せ
は
ぺ
り
つ

る」
と
言
ふ。
さ
ま
で
恥
ね
む
も
の
と
も、
劣
り
の
下
衆
は
思
は
ず、

こ
と
の
心
を
も
深
う
知
ら
ざ
り
け
れ
ば、
舎
人
の
人
に
見
あ
ら
は
さ
れ

け
む
ぞ、
く
ち
を
し
き
ゃ。

（
八
ー
72)

こ
こ
で
は
薫
の
随
身
が
的
確
な
判
断
を
し
て
奥
相
を
つ
き
と
め
て
い
る。

随
身
に
つ
い
て
は
「
枕
草
子
J

一
九一
段
に、
「
す
き
ず
き
し
く
て
ひ
と

り
住
み
す
る
人」
の
様
子
と
し
て

．

し
ろ
き
単
の
い
た
う
し
ぼ
み
た
る
を、
う
ち
ま
も
り
つ
つ
街
き
は
て
て、

前
な
る
人
に
も
と
ら
せ
ず
立
ち
て、
小
舎
人
窟、
つ
き
づ
き
し
き
随
身

な
ど
近
う
呼
び
よ
せ
て、
さ
さ
め
き
と
ら
せ
て、

(
238
頁｝
3
）

を
持
っ
た
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

女
房
や
侍
女
と
い
っ
た
人
は
主
と
し
て
消
息
文
を
受
け
取
る
女
性
の
側
の

人
と
し
て、
消
息
文
の
取
次
を
す
る
こ
と
が
多
い。
彼
女
た
ち
は
男
君
の
消

ま
た
男
君
の
恋
文
を
女
君
が
見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
り、
返
事
を
街
こ
う
と

と
描
か
れ
て
い
る。
随
身
が
恋
文
の
文
使
い
と
し
て
窟
と
同
様
あ
る
種
の
趣

晏
を
こ
っ
そ
り
女
君
に
取
り
次
ぎ、
男
君
を
女
君
の
許
へ
手
引
き
す
る。

し
な
か
っ
た
り
す
る
と、
恋
文
を
見
せ、
返
事
を
柑
く
よ
う
に
促
し、
時
に

は
代
箪
を
し、
時
に
は
女
君
の
す
さ
ぴ
杏
き
な
ど
を
男
君
に
送
っ
て
や
っ
た

り
す
る。
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つ
る。

中
に
女
君
宛
の
も
の
が
同
封
し
て
あ
る。
女
房
の
中
に
は、・
自
身
も
男
君
の

煎
愛
を
受
け
て
い
る
者
も
多
い。

・
さ
て
女
房
の
中
に
は、
自
分
自
身
で
男
君
と
女
君
の
間
を
行
き
来
し
て
文

を
届
け
る
も
の
も
い
る。
例
え
ば
末
摘
花
の
女
房、

命
婦
は
源
氏
の
乳
母
子

の
一
人
で
あ
る
が、
末
摘
花
巻
で、
年
の
器
れ、

内
裏
の
宿
直
所
に
い
る
源

氏
の
許
へ、
末
摘
花
か
ら
の
消
息
文
と
新
年
の
哨
れが夕
を
持
っ
て
き
た。
そ

れ
ら
が
非
常
織
な
感
覚
の
も
の
な
の
で、
持
っ
て
く
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ

た
が、

末
摘
花
の
気
持
ち
を
無
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い、
と
告
げ
る。

・

年
も
暮
れ
ぬ。
内
裏
の
宿
直
所
に
お
は
し
ま
す
に、
大
莉
の
命
婦
参

れ
り。
（
中
略）
「
か
の
宮
よ
り
は
べ
る
御
文」
と
て、
取
り
出
で
た
り。

（
中
略）

包
み
に、
衣
笞
の
重
り
か
に
古
代
な
る、
う
ち
囮
き
て、
お

し
出
で
た
り。
「
こ
れ
を、
い
か
で
か
は、
か
た
は
ら
い
た
く
思
ひ
た

ま
へ
ざ
ら
む。
さ
れ
ど
朔
日
の
御
よ
そ
ひ
と
て、
わ
ざ
と
は
べ
る
め
る

を、
は
し
た
な
う
は
え
返
し
は
べ
ら
ず。
ひ
と
り
引
き
龍
め
は
べ
ら
む

も、

人
の
御
心
述
ひ
は
ぺ
る
べ
け
れ
ば、
御
覧
ぜ
さ
せ
て
こ
そ
は」

（一
ー
275
ー
276)

ま
た
右
近
は
玉
茎
巻
で、
源
氏
か
ら
の
消
息
文
を
自
ら
玉
茎
の
と
こ
ろ
へ

持
っ
て
く
る。
そ
し
て
源
氏
の
言
業
を
伝
え、
返
事
を
柑
く
よ
う
促
す。

御
文、
み
づ
か
ら
ま
か
で
て、
の
た
ま
ふ
さ
ま
な
ど
聞
こ
ゆ。
（
中
略）

（
玉
茎
は）

苦
し
げ
に
お
ぽ
し
た
れ
ど、
あ
る
べ
き
さ
ま
を、
右
近
Pll

こ
え
知
ら
せ、
（
中
略）

ま
づ
御
返
り
を
と、
せ
め
て
嘗
か
せ
た
て
ま

（
三
ー
315

316316)

こ
の
よ
う
に
直
接
女
房
が
泊
息
文
を
遥
ぶ
楊
合、
女
性
側
と
直
接
対
面
で
き、

発
信
者
側
の
意
向
を
よ
り
は
っ
き
り
と
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る。

桐
壺
帝
の
女
房、

靱
負
の
命
婦
が
桐
壺
更
衣
の
母
の
も
と
へ、
帝
か
ら
の

消
息
文
を
挑
え
て
訪
問
し
た
場
面
を
見
て
み
よ
う。
靱
負
の
命
婦
は、
桐
壺

帝
の
命
を
受
け、
「
野
分
だ
ち
て、
に
は
か
に
膚
寒
き
夕
荘
れ
の
ほ
ど」
（一

|
19)

桐
壺
更
衣
の
母
の
も
と
へ
赴
く。
桐
壺
帝
は、
更
衣
の
母
へ
の
見
舞

い
に、
後
宮
の
女
房
た
ち
を
遣
わ
し
て
お
り、

戟
負
の
命
婦
が
行
く
以
前
に

典
侍
が
す
で
に
赴
い
て
い
る。
ま
ず
戟
負
の
命
婦
は
帝
の
仰
せ
言
を
告
げ、

そ
の
後
消
息
文
を
渡
す。
そ
し
て
更
衣
の
母
か
ら、
返
咎
と
更
衣
の
形
見
の

品
を
持
っ
て
戻
っ
て
く
る。
桐
壺
更
衣
の
死
に
対
す
る
帝
と
更
衣
の
母
の
悲

し
み
が
靱
負
の
命
婦
を
介
し
て
通
じ
合
う
場
面
で
あ
る。

や
や
た
め
ら
ひ
て、
仰
せ
言
伝
へ
き
こ
ゆ。
「「
し
ば
し
は
夢
か
と
の
み

た
ど
ら
れ
し
を
（
中
略）」
な
ど、
は
か
ば
か
し
う
も
の
た
ま
は
せ
ゃ

ら
ず、
む
せ
か
へ
ら
せ
た
ま
ひ
つ
つ、
か
つ
は
人
も
心
弱
く
見
た
て
ま

つ
る
ら
む
と
お
ぽ
し
つ
つ
ま
ぬ
に
し
も
あ
ら
ぬ
御
け
し
き
の
心
苦
し
さ

に、
う
け
た
ま
は
り
果
て
ぬ
や
う
に
て
な
む、
ま
か
で
は
ぺ
り
ぬ
る」

と
て、

御
文
た
て
ま
つ
る。
（
中
略）
・・・・・・
な
ど、
こ
ま
や
か
に
笹
か

せ
た
ま
へ
り。

宮
城
野
の
露
吹
き
む
す
ぶ
瓜
の
音
に
小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
ゃ
れ

と
あ
れ
ど、
え
見
た
ま
ひ
呆
て
ず。

（一
ー
20
i
22)

帝
が
悲
し
み
の
た
め、
は
か
ば
か
し
く
物
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る。

命
婦
も
そ
れ
を
最
後
ま
で
間
け
な
い
よ
う
な
状
態
で、
退
出
す
る。
更
衣
の
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（
三）文

使
い
に
は
菰
や
女
派
な
ど
も
よ
く
使
わ
れ
る。

発
信
者
が
平
生
そ
ば
に

童
・

女
童
な
ど

母
も
ま
た、

帝
か
ら
の
消
息
文
を、

最
後
ま
で
続
め
な
い
。

そ
し
て
命
婦
が
宮
中
に
戻
る
と、

帝
は
「
こ
ま
や
か
に
あ
り
さ
ま
問」

(
l

_
26)

い
、

命
婦
も、
「
あ
は
れ
な
り
つ
る
こ
と
忍
ぴ
や
か
に
奏」

し

て
い
る。

そ
し
て
帝
は
更
衣
の
母
か
ら
の
返
柑
を
見
る。

そ
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る．o

「
故
大
納
言
の
遺
目
あ
や
ま
た
ず、

宮
仕
へ
の
本
意
深
く
も
の
し
た
り

し
よ
ろ
こ
ぴ
は、

か
ひ
あ
る
さ
ま
に
と
こ
そ
思
ひ
わ
た
り
つ
れ
。

い
ふ

か
ひ
な
し
ゃ
」

と
う
ち
の
た
ま
は
せ
て、

い
と
あ
は
れ
に
お
ぽ
し
や
る。

「
か
く
て
も、

お
の
づ
か
ら
若
宮
な
ど
生
ひ
い
で
た
ま
は
ば、

さ
る
ペ

き
つ
い
で
も
あ
り
な
む。

命
長
く
と
こ
そ
思
ひ
念
ぜ
め」

な
ど
の
た
ま

+

0

(
-

|
26
1
27)
 

ー

す

と
あ
る
よ
う
に、

帝
が
そ
の
場
に
い
な
い
更
衣
の
母
に
匝
接
語
り
か
け
て
い

る
よ
う
で
あ
る。

更
衣
の
母
は、

夏
衣
を
亡
き
大
納
目
の
追
言
の
た
め
に
宮

仕
え
に
出
し、

身
に
あ
ま
る
ほ
ど
の
寵
愛
を
受
け
た
も
の
の、

そ
の
た
め
に

却
っ
て
横
死
し
た
よ
う
な
格
好
に
な
っ
た、

と
戟
負
の
命
婦
に
述
ぺ
て
い
た

が、

帝
の
述
懐
は、

こ
の
更
衣
の
母
の
言
葉
に
対
応
し
て
い
る。

そ
し
て
そ

れ
は
戟
父
の
命
婦
を
中
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
。

こ
の
よ
う
に
収
負

の
命
婦
は、

帝
と
更
衣
の
母
が
あ
た
か
も
直
接
話
り
合
う
よ
う
に、

介
在
し

て
い
る
の
で
あ
る。

お
い
て
か
わ
い
が
っ
て
い
る
窟
が
恋
文
を
持
っ
て
行
く
場
合
と、

発
信
者
が

受
信
者
側
の
童
に
消
息
文
を
こ
と
づ
け
る
場
合
と
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
に

は
発
信
者
・

受
信
者
の
身
内
で
あ
る、

空
郷
の
弟
小
君、

紅
梅
大
納
言
の
若

君、

浮
舟
の
弟
小
君
が
あ
る
。

匂
宮
は
椎
本
巻
で、

初
瀬
詣
で
の
帰
り
宇
治
に
中
宿
り
を
し
た
際
に、

桜

の
枝
を
折
っ
て
和
歌
を
添
え
て
宇
治
の
姫
君
ら
に
賠
っ
た。

か
の
宮
は、

ま
い
て
か
や
す
き
ほ
ど
な
ら
ぬ
御
身
を
さ
へ
、

所
狭
く

お
ぽ
さ
る
る
を、

か
か
る
を
り
に
だ
に
と、

忍
ぴ
か
ね
た
ま
ひ
て、

お

も
し
ろ
き
花
の
枝
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て、

御
供
に
さ
ぶ
ら
ふ
上
派
の
を

（
六
1
310)

か
し
き
し
て
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

匂
宮
は、

中
君
へ
の
後
朝
の
文
の
使
い
に
こ
の
上
派
を
遣
わ
し
た
。

紫
苑
色
の
細
長
一

襲
に、

三
重
躾
の
袴
し
て
賜
ふ
。

御
使
苦
し
げ
に
思

ひ
た
れ
ば、

包
ま
せ
て、

供
な
る
人
に
な
む
賠
ら
せ
た
ま
ふ
。

こ
と
こ

と
し
き
御
使
に
も
あ
ら
ず、

例
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
上
蛮
な
り。

こ
と

さ
ら
に、

人
に
け
し
き
も
ら
さ
じ
と
お
ほ
し
け
れ
ば、

咋
夜
の
さ
か
し

が
り
し
老
人
の
し
わ
ざ
な
り
と、

も
の
し
く
な
む
間
こ
し
め
し
け
る。

（
七
ー
55
i
56)

こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に、

後
朝
の
文
に
は、

し
か
る
ぺ
き
使
い
を

述
わ
す
ぺ
き
で
あ
り、

窟
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
使
い
で
は
な
い
、

そ
れ
が

た
と
え
「
を
か
し
き
上
童」

で
あ
っ
て
も、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
る

に、

い
つ
も
の
意
を
逍
っ
た
と
い
う
こ
と
は
匂
宮
が
中
君
を
あ
く
ま
で
も
忍

ぴ
の
通
い
所
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
は
こ
の
上
童
が
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禄
の
品
を
迷
惑
そ
う
に
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る。

匂
宮
が
正

要
と
し
て
迎
え
た
夕
霧
の
六
君
の
後
朝
の
文
の
返
歌
を
持
っ
て
戻
っ
て
き
た

．
使
者
が
「
海
人
の
刈
る
め
づ
ら
し
き
玉
藻
に
か
づ
き
埋
も
れ
た
る」
（
七
ー

墜

と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る。

受
信
者
の
も
と
に
仕
え
て
い
る
窟
に
梢
息
文
を
こ
と
づ
け
る
例
と
し
て
は、

胡
蝶
巻
で、

柏
木
が
至
茎
へ
の
恋
文
を、

玉
宴
に
仕
え
る
「
み
る
こ
」
と
い

う
女
蛮
に
こ
と
づ
け
た
例
が
あ
る。

柏
木
か
ら
の
恋
文
を
見
た
源
氏
が、

右

近
に
誰
か
ら
の
も
の
か
と
恩
ね
る
と
「
か
れ
は
執
念
う
と
ど
め
て
ま
か
り
に

．
け
る
に
こ
そ。

内
の
大
殿
の
中
将
の、

こ
の
さ
ぶ
ら
ふ
み
る
こ
を
ぞ、

も
と

よ
り
見
知
り
た
ま
へ
り
け
る
伝
へ
に
て
は
ぺ
り
け
る。
ま
た
見
入
る
る
人
も

は
べ
ら
ざ
り
し
に
こ
そ」
（
四
1
45)

と
答
え
た。

み
る
こ
の
他
に
「
見
入

る
る」

人
も
い
な
か
っ
た、

と
言
い
訳
を
し
て
い
る。

女
童
ゆ
え
わ
き
ま
え

も
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。

浮
舟
巻
で
も
浮
舟
と
右
近
か
ら
の、

中
君
へ
の
梢
息
文
を
女
童
が
持
っ
て

く
る
場
面
が
あ
る。

睦
月
の
朔
日
過
ぎ
た
る
こ
ろ
（
匂
宮
が
中
君
の
二
条
院
へ）

わ
た
り

た
ま
ひ
て、

若
君
の
年
ま
さ
り
た
ま
へ
る
を、

も
て
あ
そ
ぴ
う
つ
く
し

み
た
ま
ふ
昼
つ
か
た、

小
さ
き
窟、

緑
の
簿
様
な
る
包
み
文
の
大
き
や

か
な
る
に、

小
さ
き
枡
能
を
小
松
に
つ
け
た
る、

ま
た、

す
く
す
く
し

き
立
文
と
り
涼
へ
て、

奥
な
く
走
り
参
る。

（
八
ー
15
)

「
奥
な
く
走
り
参
る」

と
い
う
所
に、

窟
ゆ
え
の
思
感
の
足
り
な
さ
が
表
れ

て
い
る。
こ
の
童
は、

匂
宮
に
「
そ
れ
は
い
づ
く
よ
り
ぞ」
と
聞
か
れ
る
と、

慎
む
こ
と
な
く、

間
単
に
話
し
て
し
ま
い、

小
松
や
恨
簡
の
細
工
が
い
か
に

す
ば
ら
し
い
か、

自
悛
げ
に
解
説
ま
で
す
る。

童
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
空
卸
の
弟
小
君
で
あ
る。

源
氏
に
頼
ま
れ

て
空
輝
に、

恋
文
を
持
っ
て
行
く。

空
蝉
は
ズ
か
く
け
し
か
ら
ぬ
心
ば
へ
は、

つ
か
ふ
も
の
か。

幼
き
人
の
か
か
る
こ
と
言
ひ
伝
ふ
る
は、
い
み
じ
く
忌
む

な
る
も
の
を」
(
-

|
98
i
99)

と
叱
る
が、

小
君
も
源
氏
に
か
わ
い
が
っ

て
も
ら
お
う
と
一
生
懸
命
で
あ
る。

小
君
は
空
蜘
の
許
へ
源
氏
を
手
引
き
す

る
が、

結
局
空
抑
は
逃
げ
て
し
ま
い
源
氏
は
軒
端
の
荻
と
一
夜
を
共
に
し
た。

小
君
は、

源
氏
が
帰
邸
後、

他
紙
に
手
習
い
の
よ
う
に
歌
を
掛
い
た
の
を
恨

に
い
れ、

空
卸
に
届
け
た。

そ
の
後
空
郷
は
夫
に
従
い、

常
陸
へ
下
っ
た
が、

夫
の
任
呆
て
て
上
浴
す

る
際、

石
山
脂
で
の
途
中
の
源
氏
と
逸
坂
の
関
で
再
会
し
た。
こ
の
時
の
文

使
い
を
し
た
の
は、

か
つ
て
の
小
君、

衛
門
の
佐
で
あ
っ
た。

小
君
は
源
氏

の
須
磨
蟄
居
の
際
に
は、

常
陸
に
下
っ
た
た
め、

昔
ほ
ど
党
え
め
で
た
く
は

な
い
が、
「
親
し
き
家
人」
（
三
1
87)

と
し
て
仕
え
て
い
る。

空
蜘
が
「
幼
き
人
の
か
か
る
こ
と
言
ひ
伝
ふ
る
は、
い
み
じ
く
忌
む
な
る

も
の
を」
と
い
っ
た
の
は、

童
は
何
も
わ
か
ら
ず
簡
単
に
恋
文
の
取
次
を
す

る
か
ら、

と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が、
「
忌
む」
と
い
う
強
い
言
業

が
使
わ
れ
て
い
る。
こ
の
場
面
で
は
空
蝉
が
小
君
を
き
っ
く
戒
め
て
い
る
部

分
で
あ
り
感
情
的
に
な
っ
て
も
い
る
の
だ
ろ
う
が、

子
供
を
恋
文
の
使
い
に

す
る
こ
と
を
忌
避
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。
「
字
津
保
物
距
j

に
お
い
て

も
宮
あ
こ
君
が、

行
正
か
ら
あ
て
宮
に
あ
て
ら
れ
た
手
紙
を
持
っ
て
き
た
時

- 99 -





を ち
か ひ
し さ
窟き 窟さ

霧夕 源氏

屈

冥

雁i
典侍

北山尼

野分 若紫

l四l2I 匹ーI 

ク 弁尼の .. 
君
将の中 右近 小少将

の
，， ヶ 従I侍

I、

小侍従 ，， 納言中
IT)

王拗命 ，' 紐命・ ，， 靱負命
婦

宿直 下人 餞の
人 男

君
君

蕉 柏木 朝頻 源氏 源氏 落
喜

女＝ ＝
呂

，' 柏＊ 夕霧 鼠月 源氏 源氏 末摘 氏源 桐壺 桐壺
夜 花 更衣 帝

蕉 氏i原 紫上

宇治
大君

女呈呂 氏源 靡 玉箕 霧夕 嬰 ，， 
宮
女三 居雲

雁
源氏 虞

夜
月 壺藤 源氏 楕

花
末 桐壺

帝
桐壺
更衣

字
大君

治 明石上 氏源

農 塁

橋姫 姫慎 野木 天襲 タ霧 柏木 若菜上
少

女
須磨 葉賀

紅
摘花
末 末摘花 悶 板姫 標澪 石明

加六I 六蕊I 1二6I1 二llil I 3三1I5 6六I5 五273I 五260I 五131I 21ニI6 230 ニI 227 ニI ニ28I 275ーI 刀―I8 -2I 6 -1I 9 
六

I
三

I 二 I 泌5 36滋

（お茶

の

水

女

子
大
学文
孜行学部）

＃伐

納

〗紅樟大 霧夕 空孵 みる 童 令 ，さlヽヶ 樋

童

洗 ． 上霊

，， 

小君

弟の ヶ
若

君

の ，， ク ，' 
弟小

君

の

こ
煎き

情畠煎茎駈合酋塁
雁

醤 々 令 塁繁白嘉 t
嬰飼

羞魯君 茎塁

舟浮 浮舟 真
柱
＊

の..

匂宕 ク霧 源氏 〗

荻
の

ク 空蝉 玉聾 源氏 大
輔 宇由

君

中
近江冠 殿弘甑女＂ 字治中

君
字大
包

恰． 

の 閤開
孜
橋

浮

投
夢浮

紅梅 樟紅 霧タ 頻タ 麗タi 郷蛮 菜 蝶胡 顔夕 舟浮 i舟2 ク 常夏 総角 椎本

叩八1 八Z7l| 1六93l 1六00| 六 5|8 1ー718 ーI乃| 11一1 6 9ー|5 4四15 一1251 八115 八1|5 11『0 1四00| 5七|5 3六1| 0 

-101-


	okadaironkou_22_92_101.pdf
	８．源氏物語における文使いについて.pdf



