
1 はじめに

は
じ
め
に

本
書
は
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、『
源
氏
物
語
』
を
よ
り
専
門
的
に
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
大
学
生
・
大
学
院
生
や
中
高
の
教
員
、
一
般

の
方
々
に
向
け
て
、
研
究
の
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
目
指
し
た
も
の
で
す
。

『
源
氏
物
語
』
は
日
本
古
典
文
学
の
最
高
峰
と
い
わ
れ
、
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
魅
力
を
た
た
え
た
作
品
で
す
。
後
代
に
も
大
き
な
影
響
を

あ
た
え
て
、
文
学
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
絵
画
・
演
劇
・
芸
能
な
ど
広
く
文
化
全
般
に
及
ん
で
い
ま
す
。
作
家
に
よ
る
現
代
語
訳
も
近
代

か
ら
何
度
も
試
み
ら
れ
、
世
界
で
も
数
多
く
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
は
い
ま
や
世
界
文
学
の
一
つ
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
こ
の
物
語
は
中
世
以
来
の
膨
大
な
研
究
史
を
抱
え
て
、
ま
た
毎
年
、
夥
し
い
数
の
論
文
や
研
究
書
が
量
産
さ
れ
、
専
門
の
研
究

者
で
も
そ
の
全
貌
を
つ
か
む
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
ば
か
り
の
方
々
が
何

を
読
ん
だ
ら
よ
い
の
か
、
迷
い
が
生
じ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

か
つ
て
は
『
國
文
學　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
と
い
っ
た
国
文
学
専
門
の
月
刊
雑
誌
が
あ
り
、「
源
氏
物
語

を
ど
う
読
む
か
」
な
ど
テ
ー
マ
別
に
研
究
史
が
整
理
さ
れ
、
今
後
の
課
題
な
ど
示
す
特
集
が
し
ば
し
ば
組
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が

『
必
携
』
シ
リ
ー
ズ
や
『
源
氏
物
語
を
読
む
た
め
の
基
礎
百
科
』
と
い
っ
た
形
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
専
門

誌
が
廃
刊
と
な
り
、
世
に
『
源
氏
物
語
』
の
論
集
や
入
門
書
は
溢
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
研
究
状
況
や
今
後
の
研
究
の
可
能
性
な

ど
把
握
し
に
く
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
で
新
た
な
世
代
に
よ
る
斬
新
な
研
究
成
果
も
、
今
日
ま
で
着

実
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
筈
で
す
。

そ
こ
で
本
書
で
は
、
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
学
生
や
一
般
読
者
の
関
心
に
資
す
る
よ
う
な
25
の
テ
ー
マ
を
設
け
て
、
実
績
の
あ
る
先
生
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方
に
執
筆
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
、
本
文
・
注
釈
・
書
誌
学
を
は
じ
め
、
仏
教
・
儒
教
な
ど
思
想
、
史
実
や
先
行
作
品
と
の
関

わ
り
、
和
歌
や
漢
詩
文
な
ど
の
引
用
、
花
鳥
風
月
な
ど
自
然
、
音
楽
・
匂
い
な
ど
五
感
に
関
わ
る
も
の
、
建
築
・
庭
園
や
衣
装
、
通
過
儀

礼
な
ど
生
活
や
風
俗
、
噂
・
名
・
メ
デ
ィ
ア
な
ど
語
り
と
の
関
係
、
皇
女
や
女
性
な
ど
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
関
わ
る
も
の
、
絵
画
や
現
代
語
訳
、

国
語
教
育
な
ど
享
受
や
教
育
の
ほ
か
、
重
要
な
も
の
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

本
書
の
構
成
は
、『
源
氏
物
語
』
の
展
開
に
沿
っ
て
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
一
つ
の
巻
を
中
心
に
テ
ー
マ
別
で
論
じ
た
も
の
を
巻
順
に

並
べ
た
25
章
（
桐
壺
巻
～
浮
舟
巻
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
い
か
に
『
源
氏
物
語
』
の
巻
々
が
新
し
く

み
ず
み
ず
し
く
読
め
て
く
る
の
か
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
具
体
的
な
事
例
を
示
し
ま
し
た
。
ま
た
各
章
に
テ
ー
マ
の
概
要
と
研
究
の
展

望
を
配
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
軌
跡
を
総
括
し
な
が
ら
、
研
究
の
最
前
線
を
示
す
書
籍
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
最
後
に
物
語
全
般
に
関
わ
る

「
参
考
文
献
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
サ
イ
ト
一
覧
」
を
加
え
て
、『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
の
調
査
・
研
究
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
際
に
有
益
な

も
の
を
示
し
ま
し
た
。
各
サ
イ
ト
に
つ
い
て
は
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
読
み
込
め
る
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
も
付
け
た
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

本
書
が
専
門
の
研
究
者
は
も
と
よ
り
、
学
生
や
一
般
読
者
に
源
氏
研
究
の
魅
力
を
伝
え
て
、
未
来
に
向
け
て
複
眼
的
な
思
考
を
促
す
手

引
き
と
も
な
れ
ば
、
編
者
と
し
て
こ
れ
に
勝
る
幸
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
後
に
、
ご
執
筆
の
先
生
方
を
は
じ
め
、
構
成
な
ど
様
々
な
ア
イ

デ
ィ
ア
を
提
供
し
て
く
れ
た
共
編
者
の
松
本
大
氏
、
編
集
作
業
を
迅
速
に
進
め
て
く
だ
さ
っ
た
武
蔵
野
書
院
の
前
田
智
彦
社
長
に
心
か
ら

謝
意
を
表
し
ま
す
。

　
　
　

二
〇
二
三
年
八
月

河
　
　
添
　
　
房
　
　
江
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1 1 桐壺巻×歴史

1 
桐
壺
巻
×
歴
史

歴
史
的
研
究
の
課
題
と
展
望

今
　
　
　
井
　
　
　
　
上

概
要
─
准
拠
論
の
隆
盛

個
性
ゆ
た
か
な
登
場
人
物
た
ち
と
複
雑
な
人
間
関
係
、
そ
し
て
な
に
よ
り
起
伏
に
富
ん
だ
筋
書
、
そ
こ
に
『
源
氏
物
語
』
の
魅
力
が
あ

る
の
は
間
違
い
な
い
が
、
し
か
の
み
な
ら
ず
こ
の
物
語
に
は
も
う
一
つ
別
の
、
次
の
よ
う
な
楽
し
み
方
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
源
氏
物

語
』
に
は
、
白
居
易
の
『
長
恨
歌
』
に
代
表
さ
れ
る
中
国
文
学
や
、
和
歌
や
先
行
す
る
物
語
、
さ
ら
に
は
古
伝
承
や
神
話
の
か
ず
か
ず
も

貪
欲
に
取
り
込
ま
れ
て
い
て
、
読
者
か
ら
す
る
と
、
物
語
の
背
後
に
あ
る
多
様
な
典
拠
を
さ
ぐ
り
だ
し
、
作
者
が
そ
れ
ら
を
い
か
に
自
然

に
、
ど
の
よ
う
に
工
夫
を
こ
ら
し
て
作
品
世
界
の
う
ち
に
溶
け
込
ま
せ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
味
わ
う
こ
と
も
ま
た
、
こ
の
物
語
な
ら
で
は

の
楽
し
み
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
う
し
た
典
拠
の
一
つ
に
、
歴
史
上
の
事
件
や
出
来
事
、
実
在
の
人
物
の
事
蹟
が
あ
り
、
こ
う
し
た
歴
史
的
な
素
材
を
『
源
氏
物
語
』

研
究
の
分
野
で
は
、
他
と
区
別
し
て
「
准
拠
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
、
現
在
、
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
に
踏
ま
え
ら
れ
た
史
実
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
、
戦
後
、
ひ
じ
ょ
う
に
盛
ん
と
な
り
、
こ
ん
に
ち
で
は
個
別
の
論
文
や
研
究
書
に
あ
た
ら
ず
と
も
、
注
釈
書

の
頭
注
欄
や
脚
注
欄
、
文
庫
本
の
付
録
な
ど
に
も
、
紫
式
部
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
史
実
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
物
語
の
准
拠
と
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�

（『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
巻
頭
解
説
）

・
朱
雀
院
が
最
も
よ
く
利
用
さ
れ
た
の
は
延
喜
・
天
暦
（
九
〇
一
～
九
五
六
）
ご
ろ
。
准
拠
と
し
て
そ
の
時
期
の
史
実
が
指
摘
さ
れ
る
。

と
く
に
醍
醐
天
皇
に
よ
る
宇
多
法
皇
の
四
十
賀
（
延
喜
六
年
十
一
月
七
日
）
や
五
十
賀
（
同
十
六
年
三
月
七
日
）
な
ど
が
有
力

（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）

・
河
海
抄
な
ど
古
注
釈
は
、
醍
醐
帝
主
催
の
宇
多
法
皇
四
十
賀
・
五
十
賀
を
准
拠
と
し
て
指
摘
す
る�

（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』）

紅
葉
賀
巻
の
行
幸
は
、
史
実
（
こ
こ
で
い
え
ば
延
喜
年
間
の
ふ
た
つ
の
行
幸
）
に
も
と
づ
い
て
描
か
れ
た
と
い
う
理
解
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
は
さ
ら
に
、
著
名
な
「
延
喜
天
暦
准
拠
説
」（『
源
氏
物
語
』
は
、
紫
式
部
の
同
時
代
を
舞
台
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ

り
百
年
ほ
ど
前
を
物
語
の
舞
台
と
し
て
設
定
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
）
も
導
き
出
さ
れ
て
く
る
。
読
者
も
お
の
ず
と
、
そ
う
し
た
過
去

の
時
代
を
想
起
し
な
が
ら
、
物
語
を
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
こ
の
よ
う
な
理
解
が
ひ
ろ
く
い
き
わ

た
っ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。

右
に
掲
げ
た
諸
注
釈
書
以
前
に
出
版
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
注
釈
書

─
島
津
久
基
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
』、

吉
澤
義
則
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』、
池
田
亀
鑑
『
朝
日
古
典
全
書
』、
山
岸
徳
平
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
を
Ｂ
と

す
る
）

─
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
書
に
紅
葉
賀
巻
の
行
幸
は
、
史
上
の
延
喜
六
年
の
行
幸
に
准
拠
し
て
描

か
れ
た
と
か
、
十
六
年
の
行
幸
が
そ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
注
は
見
出
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
虚
構
の
、
物
語
の
な

か
の
出
来
事
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
Ａ
と
Ｂ
、
両
グ
ル
ー
プ
に
は
注
釈
態
度
に
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
さ
て
両

者
の
あ
い
だ
に
は
、
は
た
し
て
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
鍵
を
握
る
の
は
、
右
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
、『
河
海
抄
』
と
い
う
書
物
で
あ
る
。
四
辻
善
成
（
一
三
二
六
─
一
四
〇
二
）
に
よ
っ

て
あ
ら
わ
さ
れ
た
こ
の
注
釈
書
は
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
に
わ
か
に
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
次
の
よ
う
な
言
説
を
見
た
い
。

・「
河
海
抄
」
な
か
り
せ
ば
、「
源
氏
」
読
解
の
基
準
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
我
々
は
混
迷
の
う
ち
に
彷
徨
せ
ざ
る
を
得
な
い
で

し
て
取
り
ざ
た
さ
れ
る
史
実
も
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
が
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
、
看
過
で
き
な
い
問
題
も
生

じ
は
じ
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
章
で
は
、
虚
構
と
史
実
の
関
係
を
ど
う
考
え
て
ゆ
く
べ
き
か
、
そ
の
課
題
と
展
望
を
、
桐
壺
と

紅
葉
賀
、
ふ
た
つ
の
巻
に
即
し
て
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。

読
む
─
「
紅
葉
賀
巻
の
朱
雀
院
行
幸
」
と
「
桐
壺
巻
の
三
歳
源
氏
内
裏
退
出
」

説
明
の
都
合
上
、
ま
ず
は
じ
め
に
紅
葉
賀
巻
を
取
り
上
げ
た
い
（
１
）。
当
該
巻
は
、
次
の
よ
う
に
幕
を
開
け
る
。

朱
雀
院
の
行
幸
は
、
神
無
月
の
十
日
あ
ま
り
な
り
。
世
の
常
な
ら
ず
、
お
も
し
ろ
か
る
べ
き
た
び
の
こ
と
な
り
け
れ
ば
、
御
方
々
、

も
の
見
給
は
ぬ
こ
と
を
口
惜
し
が
り
給
ふ
。
上
も
、
藤
壺
の
見
給
は
ざ
ら
む
を
あ
か
ず
思
さ
る
れ
ば
、
試
楽
を
御
前
に
て
せ
さ
せ
給

ふ
。�

（
紅
葉
賀
①
三
一
一
）

︹
訳
︺
桐
壺
帝
が
朱
雀
院
に
行
幸
な
さ
る
の
は
十
月
の
十
日
過
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
格
別
の
、
素
晴
ら
し
い
も
の
に
な
る
の
が
間
違

い
な
い
今
回
の
催
し
で
あ
る
か
ら
、
き
さ
き
た
ち
は
、
そ
の
見
物
が
か
な
わ
な
い
こ
と
を
く
ち
お
し
が
り
な
さ
る
。
桐
壺
帝
も
、
藤

壺
が
ご
覧
に
な
れ
な
い
の
を
残
念
に
お
思
い
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
予
行
演
習
を
清
涼
殿
の
前
庭
で
さ
せ
な
さ
る
こ
と
に
し
た
。

桐
壺
帝
が
光
源
氏
を
と
も
な
っ
て
、
太
上
天
皇
の
も
と
に
行
幸
す
る
の
は
十
月
十
日
ご
ろ
の
こ
と
と
決
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
語
っ
て

幕
を
開
け
る
紅
葉
賀
巻
は
、『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
も
史
実
と
の
関
わ
り
が
と
り
わ
け
濃
厚
な
巻
と
さ
れ
、
そ
れ
は
、
現
代
の
代
表
的

な
注
釈
書
が
、
右
の
巻
頭
部
分
に
次
の
よ
う
な
注
を
ほ
ど
こ
す
点
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
以
下
で
は
、
次
に
掲
げ
る
注
釈
書
を
一
括
し
て

Ａ
と
す
る
）。

・
こ
の
行
幸
に
つ
い
て
は
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
の
准
拠
説
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
、『
花
鳥
余
情
』
の
延
喜
十
六
年

（
九
一
六
）
三
月
七
日
説
に
よ
れ
ば
、
行
幸
は
天
暦
四
年
の
消
失
以
前
の
事
と
な
る�

（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』）

・
こ
の
行
幸
は
、
延
喜
十
六
年
三
月
七
日
、
宇
多
法
皇
五
十
の
賀
の
た
め
の
朱
雀
院
行
幸
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
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と
い
う
の
も
こ
の
物
語
を
本
格
的
に
読
ん
で
み
よ
う
と
か
、
新
た
に
研
究
し
て
み
よ
う
と
い
う
人
た
ち
が
、
Ａ
の
い
ず
れ
で
も
よ
い
、

現
行
の
注
釈
書
を
手
に
し
た
と
き
、
そ
こ
に
想
像
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
紅
葉
賀
巻
を
開
い
て
み
る
と
す
ぐ
そ
こ
に

「
こ
の
行
幸
は
、
延
喜
十
六
年
三
月
七
日
、
宇
多
法
皇
五
十
の
賀
の
た
め
の
朱
雀
院
行
幸
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
」
と
い
っ
た
注
記

が
あ
り
、
か
つ
他
の
注
釈
書
を
参
照
し
て
み
て
も
同
様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
延
喜
六
年
と
十
六
年
、
二

つ
の
行
幸
に
つ
い
て
は
そ
の
実
態
が
か
な
り
詳
し
く
把
握
で
き
、
そ
れ
が
物
語
の
記
述
と
も
細
部
ま
で
一
致
す
る
、
ゆ
え
に
、
作
者
紫
式

部
が
、
史
実
に
も
と
づ
い
て
物
語
の
朱
雀
院
行
幸
を
描
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
が
各
注
釈
書
に
反
映
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
読
者
が
思
う
の
は
、
そ
う
し
た
考
証
の
過
程
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
紙
幅
の
制
約
の
た
め
に
、
そ
の
結
論
部
分
だ
け
が
欄
外

に
掲
げ
ら
れ
た
と
考
え
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
実
、
紅
葉
賀
巻
の
朱
雀
院
行
幸
の
〈
准
拠
〉
は
、
右
の
よ
う
な
手
つ
づ
き
に

基
づ
き
、
史
実
と
物
語
の
突
き
合
わ
せ
を
経
て
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
は
、
な
い

0

0

。

そ
れ
は
一
見
、
奇
異
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
で
、
紅
葉
賀
巻
の
物

語
が
重
点
的
に
描
く
の
は
、
行
幸
に
さ
き
が
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
清
涼
殿
前
庭
で
の
試
楽
の
さ
ま
と
、
そ
れ
に
の
ぞ
ん
だ
人
々
の
こ
こ
ろ

の
諸
相

─
藤
壺
を
意
識
し
な
が
ら
青
海
波
を
舞
う
光
源
氏
の
妖
し
い
ま
で
の
美
し
さ
と
、
そ
れ
を
御
簾
の
か
げ
か
ら
複
雑
な
ま
な
ざ
し

で
み
つ
め
る
藤
壺
、
二
人
の
関
係
を
何
も
知
ら
ぬ
ま
ま
源
氏
の
麗
姿
と
藤
壺
の
懐
妊
を
た
だ
喜
ぶ
桐
壺
帝
、
と
い
っ
た
皮
肉
な
関
係

─

で
あ
り
、
そ
の
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
朱
雀
院
行
幸
の
場
面
は
、
さ
ほ
ど
の
具
体
的
記
述
も
な
い
ま
ま
に
、
今
回
も
源
氏
の
青
海
波
が
格
別

で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
語
っ
て
、
か
な
り
あ
っ
さ
り
と
幕
を
閉
じ
て
し
ま
う
。
延
喜
六
年
の
行
幸
に
せ
よ
、
十
六
年
の
そ
れ
に
せ
よ
、
史

上
の
朱
雀
院
行
幸
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
宇
多
法
皇
か
ら
藤
原
仲
平
を
介
し
て
横
被
の
被
物
が
あ
っ
た
こ
と
（
延
喜
六
年
）
や
、
試
楽

の
際
に
は
天
皇
が
南
殿
に
出
御
し
て
法
皇
の
賀
料
た
る
陸
奥
の
馬
五
十
匹
を
御
覧
に
な
っ
た
こ
と
（
同
十
六
年
）
な
ど
、
そ
の
実
態
を
そ

れ
な
り
に
明
ら
か
に
で
き
る
の
に
対
し
て
、
物
語
の
朱
雀
院
行
幸
は
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
記
述
を
欠
い
て
い
る
た
め
に

─
ゆ
え

に
、
そ
れ
は
算
賀
行
幸
で
あ
っ
た
と
か
、
そ
う
で
な
か
っ
た
と
い
っ
た
基
本
的
な
点
で
の
甲
論
乙
駁
が
、
今
も
つ
づ
い
て
い
る
わ
け
だ
が

あ
ろ
う
と
さ
へ
思
ふ
。
…
「
河
海
抄
」
が
な
か
っ
た
ら
、
私
は
「
源
氏
」
研
究
に
手
を
つ
け
る
気
さ
へ
起
さ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

（
石
田
穣
二
「
朱
雀
院
の
こ
と
と
准
拠
の
こ
と
─
源
氏
物
語
の
世
界
」「
学
苑
」
二
三
八
、
一
九
六
〇
。
の
ち
『
源
氏
物
語
論
集
』
一
九
七
一
、
桜
楓
社
）

・（『
源
氏
物
語
』
の

─
稿
者
注
）
第
一
部
で
は
古
代
の
物
語
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
約
束
が
作
者
の
壮
大
な
意
図
の
も
と
に
駆
使
さ
れ
て
、

物
語
の
骨
組
み
を
し
っ
か
り
し
た
も
の
に
し
て
い
る
。
私
は
そ
れ
を
河
海
抄
に
導
び
か
れ
て
知
っ
た
。

（
清
水
好
子
『
源
氏
物
語
論
』
一
九
六
六
、
塙
書
房
）

右
の
著
者
た
ち
が
、
や
が
て
、
Ａ
と
し
て
掲
げ
た
注
釈
書
の
校
注
者
た
ち
に
も
な
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
、
彼
ら
に
よ
っ
て
〈
再
発
見
〉
さ

れ
た
『
河
海
抄
』
に
、
紅
葉
賀
巻
の
朱
雀
院
行
幸
は
、
延
喜
六
年
と
十
六
年
の
行
幸
に
准
拠
す
る
旨
の
注
記
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
書
を

見
て
ゆ
く
と
、『
源
氏
物
語
』
に
「
准
拠
な
き
事
一
事
も
な
き
也
」
と
か
「
桐
壺
御
門
は
延
喜
」
な
ど
と
い
っ
た
見
解
ま
で
見
え
る
。
Ｂ

か
ら
Ａ
へ

─
物
語
の
朱
雀
院
行
幸
は
特
定
の
史
実
に
も
と
づ
い
て
描
か
れ
た
と
い
っ
た
趣
旨
の
注
記
が
登
場
す
る
背
景
に
は
、
一
九
六

〇
年
代
の
『
河
海
抄
』
の
再
評
価
、
そ
れ
を
発
端
と
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
古
注
釈
書
ブ
ー
ム
と
い
っ
た
研
究
史
上
の
ト
ピ
ッ
ク
が
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
こ
ん
に
ち
で
は
、
そ
う
し
た
理
解
を
前
提
に
さ
ら
な
る
准
拠
探
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
作
者
が
紅
葉
賀
巻
を
書
く
際
に
は

康
保
三
年
の
臨
時
楽
も
参
考
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
寛
弘
二
年
の
相
撲
節
会
も
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
、
あ
る
い
は
さ
ら
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
嵯
峨
天
皇
の
御
代
と
の
か
か
わ
り
を
も
っ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。

物
語
と
史
実
の
関
係
に
注
目
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
歴
史
的
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
拡
張
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
の
で

あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
次
の
よ
う
に
問
い
直
し
て
み
た
い
。
紅
葉
賀
巻
冒
頭
に
Ａ
の
よ
う
な
注
記
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
生
ま
れ
の
研
究
者
た
ち
か
ら
大
正
・
昭
和
に
生
ま
れ
た
人
々
へ
と
研
究
の
バ
ト
ン
が
渡
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

古
い
理
解
は
あ
ら
た
め
ら
れ
、
物
語
の
理
解
は
一
段
と
ふ
か
ま
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
お
り
、
現
代
の
読
者
も
『
河
海
抄
』
の
手
引
き
に

よ
っ
て
、
作
者
が
真
に
意
図
し
た
と
こ
ろ
、
当
時
の
読
者
の
読
み
取
り
に
よ
う
や
く
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た

─
わ
た
し
た
ち
は
研
究
の

現
状
を
そ
の
よ
う
に
把
握
し
、
そ
の
め
ざ
ま
し
い
進
展
に
目
を
み
は
っ
て
い
れ
ば
十
分
な
の
か
、
と
。


