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5 まえがき

ま
え
が
き

皆
さ
ん
は
な
ぜ
源
氏
物
語
が
こ
れ
ほ
ど
有
名
な
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
理
由
は
色
々
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、
和
歌
を
作
る
時
の
参
考
書
と
し
て
使
え
る
こ
と
で
す
。
と
言
う
の
は
、
源
氏

物
語
に
は
全
部
で
七
百
九
十
五
首
と
い
う
、
第
一
勅
撰
集
で
あ
る
古
今
集
の
千
百
首
と
比
較
し
て
も
、
そ
れ
ほ

ど
見
劣
り
し
な
い
数
の
和
歌
が
あ
り
、
し
か
も
歌
集
よ
り
も
詳
し
い
、
そ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
の
状
況
説
明
が

付
い
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

最
初
に
そ
れ
を
言
っ
た
の
は
、
新
古
今
和
歌
集
の
撰
者
で
、
歌
の
名
人
と
し
て
有
名
な
藤
原
定
家
の
父
に
し

て
、
自
身
も
第
七
勅
撰
集
の
撰
者
で
あ
っ
た
藤
原
俊
成
で
す
が
、
詳
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
本
書
の
第
一
話
を
お

読
み
頂
く
と
し
て
、
そ
れ
以
来
歌
人
に
と
っ
て
は
、
源
氏
物
語
は
必
読
書
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
現
在

で
は
、
源
氏
物
語
を
ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
い
る
歌
詠
み
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
こ
で
読
ん
で
い
な
い
者
に
も
分
か

る
、
源
氏
物
語
の
歌
の
解
説
の
よ
う
な
も
の
を
お
願
い
で
き
な
い
か
と
い
う
依
頼
が
、
同
じ
宮
崎
に
住
む
よ
し

み
で
、
日
本
を
代
表
す
る
歌
人
の
一
人
で
あ
る
伊
藤
一
彦
先
生
か
ら
、
源
氏
物
語
を
専
門
と
す
る
私
の
と
こ
ろ

に
舞
い
込
み
ま
し
た
。
そ
れ
で
始
ま
っ
た
の
が
、
伊
藤
先
生
主
催
の
短
歌
雑
誌
『
梁
』
に
、
現
在
も
連
載
し
て

い
る
「
源
氏
物
語
と
和
歌
」
で
、
本
書
は
そ
の
二
十
回
目
ま
で
を
収
め
た
も
の
で
す
。

本
書
の
書
名
に
「
和
歌
る
」
と
い
う
造
語
を
用
い
た
の
も
そ
の
た
め
で
、「
和
歌
で
（
源
氏
物
語
を
）
分
か
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1　

「
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」

宮
崎
大
学
で
源
氏
物
語
を
講
じ
て
い
る
山
田
と
言
い
ま
す
。
こ
の
度
、
宮
崎
の
ご
出
身
で
、
全
国
的
に
も
有

名
な
歌
人
・
伊
藤
一
彦
先
生
の
御
依
頼
で
、
作
歌
を
な
さ
る
方
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
に
と
、「
源
氏
物
語
と

和
歌
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
一
書
を
も
の
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
最
初
の
部
分
は
一
度
、
伊
藤
先
生
の

歌
会
で
お
話
し
し
た
こ
と
と
重
な
る
の
で
す
が
、
お
聞
き
に
な
れ
な
か
っ
た
方
も
当
然
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、

繰
り
返
し
て
お
話
し
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

今
回
の
タ
イ
ト
ル
は
、
藤
原
定
家
の
父
で
、
第
七
勅
撰
集
・
千
載
集
の
撰
者
と
し
て
も
有
名
な
藤
原
俊
成
の

科
白
か
ら
引
用
し
て
み
た
の
で
す
が
、
彼
は
な
ぜ
、「
源
氏
を
知
ら
な
い
よ
う
な
歌
人
は
ダ
メ
だ
」
と
言
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
源
氏
物
語
に
は
七
百
九
十
五
首
と
い
う
、
古
今
集
（
千
百
首
）
並
の
和
歌
が
含
ま
れ
て
お
り
、

し
か
も
そ
の
全
て
が
名
歌
と
い
う
こ
と
も
理
由
の
一
つ
と
し
て
あ
り
ま
し
ょ
う
が
（
但
し
そ
れ
は
、
い
ず
れ
お

話
し
し
ま
す
が
、
歌
が
下
手
と
設
定
さ
れ
て
い
る
人
物
の
歌
は
ち
ゃ
ん
と
下
手
に
作
っ
て
あ
る
と
い
う
意
味
も
含
め
て

の
話
で
す
。
ち
な
み
に
紫
式
部
は
歌
集
も
残
し
て
い
ま
す
が
、
後
で
引
用
す
る
俊
成
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ

に
あ
る
歌
よ
り
も
源
氏
物
語
中
の
歌
の
方
が
上
手
い

│
つ
ま
り
、
自
分
の
立
場
で
詠
む
よ
り
も
作
中
人
物
に
成
り
代

る
」
と
、「
和
歌
を
作
る
」
を
掛
け
て
あ
り
ま
す
。
本
書
が
「
和
歌
作
り
」
に
少
し
で
も
お
役
に
立
て
ば
、
そ

れ
に
優
る
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
伊
藤
先
生
に
は
初
め
か
ら
申
し
上
げ
て
い
ま
す
が
、
私
に
は
古
典
の
歌
の
善
し
悪
し
は
分
か
っ

て
も
、
現
代
短
歌
の
善
し
悪
し
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
時
々
ず
れ
て
い
る
話
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
皆
さ
ん
が
和
歌
を
作
ら
れ
る
時
に
、
多
分
こ
れ
は
お
役
に
立
つ
だ
ろ
う
と
、
無
い
知
恵
を
絞
っ

て
書
い
た
の
が
本
書
で
、
そ
れ
が
番
外
編
と
し
て
古
典
仮
名
遣
い
と
文
法
の
話
も
あ
る
理
由
で
す
。
現
代
短
歌

は
現
代
仮
名
遣
い
で
書
か
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
は
古
典
仮
名
遣
い
で
書
く
も
の
だ
か
ら
で
す
。

そ
れ
と
、
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
大
体
八
頁
く
ら
い
に
ま
と
め
ま
し
た
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
間
は
連
想
形
式
を

取
っ
て
は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
の
直
接
的
な
繋
が
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
皆
さ
ん
は
、
既

に
御
存
知
の
と
こ
ろ
は
跳
ば
し
て
、
必
要
な
箇
所
だ
け
読
ん
で
頂
い
て
も
結
構
で
す
。
と
に
か
く
肩
肘
張
ら
ず

に
、
源
氏
物
語
の
和
歌
の
世
界
に
お
つ
き
あ
い
頂
け
れ
ば
、
有
難
く
存
じ
ま
す
。

な
お
、
源
氏
物
語
の
本
文
引
用
と
現
代
語
訳
は
、
原
則
と
し
て
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り

ま
し
た
が
、
若
干
私
に
直
し
た
部
分
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
巻
末
に
、
本
書
で
取
り
上
げ
た
源
氏
物
語
作
中
人
物

の
全
歌
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
何
し
ろ
光
源
氏
、
薫
と
言
っ
た
主
人
公
級
の
人
物
は
、
本
書
で
取
り
上

げ
た
歌
の
数
よ
り
も
、
取
り
上
げ
な
か
っ
た
方
が
多
い
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
、
そ
の
人
物
の
全
体
的
作
歌
傾

向
を
読
み
取
っ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。


