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『
源
氏
物
語
』
は
古
く
か
ら
多
く
の
読
者
を
得
て
き
た
作
品
で
あ

る
。
文
学
に
心
魅
か
れ
た
者
は
、
そ
の
名
に
憧
れ
、
い
つ
か
読
み
た

い
と
い
う
願
い
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
十
代
の
頃

に
現
代
の
訳
本
な
ら
読
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
谷
崎
潤
一
郎

の
『
新
訳
源
氏
物
語
』
を
読
み
始
め
、読
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
苦
い
経
験
が
あ
る
。
自
分
の
幼
さ
や
力
量
不
足
を
考
慮
せ

ず
、
た
だ
憧
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

下
田
歌
子
の『
源
氏
物
語
講
義
』は
、首
巻
を
昭
和
九（
一
九
三
四
）

年
四
月
、
第
一
巻
を
昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
五
月
に
出
版
さ
れ

た
。
首
巻
は
「
総
論
及
梗
概
」、
第
一
巻
は
「
桐
壺　

帚
木　

空
蝉
」

の
三
巻
を
著
し
た
。
本
文
は
『
湖
月
抄
』
を
用
い
、
口
訳
、
解
釈
、

評
説
と
し
て
各
巻
の
説
明
と
歌
子
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
講
義
』
首
巻
の
緒
言
に
、
歌
子
も
ま
た
『
源
氏
物
語
』

の
名
称
に
憧
れ
て
早
く
読
み
た
い
と
熱
望
し
て
い
た
と
書
い
て
い

る
。
歌
子
の
父
平
尾
鍒
蔵
は
「
少
女
に
は
害
あ
り
て
益
無
き
書
」
と

し
て
読
む
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
上
京
し
て
和
歌
の
師
や
国
学
の

大
家
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
こ
と
を
勧
め
ら
れ
、
よ
う
や
く
父

の
許
し
を
得
て
『
湖
月
抄
』
を
与
え
ら
れ
た
。
歌
子
は
『
源
氏
物
語
』

の
梗
概
を
知
る
に
及
ん
で
、
自
分
は
何
故
か
淡
い
失
望
に
似
た
、
何

と
な
く
満
た
さ
れ
ぬ
様
な
気
分
が
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
す
る
事
も
出

来
な
か
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
武
家
の
厳
し
い
家
風
の
中
で
育
て
ら

れ
た
歌
子
に
は
、『
源
氏
物
語
』
が
描
く
世
界
は
自
分
の
知
る
そ
れ

と
は
か
け
離
れ
て
い
て
、戸
惑
い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

歌
子
は
日
本
の
女
性
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
り
、
平
安
朝
当
時
の
社

会
精
神
や
女
子
の
思
想
の
目
標
が
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
か
を
探

り
得
た
よ
う
に
思
い
、
著
者
の
思
い
や
作
品
の
良
さ
も
理
解
す
る
よ

下
田
歌
子
の
『
源
氏
物
語
』
講
義

― 
塩
田
良
平
・
三
谷
榮
一
先
生
聞
き
書 

―

大　

井　

三
代
子
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う
に
な
っ
た
。
緒
言
の
最
後
に
、
歌
子
は
自
身
を
「
著
者
紫
式
部
の

信
愛
者
で
あ
り
、
源
氏
物
語
の
禮
賛
者
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
ほ
ど

に
な
っ
た
。
時
代
背
景
や
当
時
の
女
性
の
有
り
様
を
知
る
こ
と
で
、

歌
子
の
『
源
氏
物
語
』
の
鑑
賞
は
深
み
を
増
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

歴
史
上
に
知
ら
れ
た
日
本
の
女
性
た
ち
の
研
究
は
、
大
正
二

（
一
九
一
三
）
年
に
『
日
本
の
女
性
』
と
題
し
て
実
業
之
日
本
社
か

ら
出
版
さ
れ
た
。

歌
子
は
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
宮
中
に
出
仕
、
明
治
九

（
一
八
七
六
）年
に
命
婦
十
等
に
昇
進
し
、竹
の
命
婦
の
名
を
賜
っ
た
。

明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
に
辞
す
る
ま
で
の
宮
中
生
活
は
、
歌
子

に
と
っ
て
貴
重
な
体
験
と
な
っ
た
。『
源
氏
物
語
講
義
』第
一
巻
の「
は

し
が
き
」
に
「
自
分
が
宮
廷
奉
仕
は
、西
の
丸
御
炎
上
前
か
ら
で
あ
っ

た
為
に
、
京
都
宮
中
の
御
物
を
そ
つ
く
り
移
さ
れ
て
あ
っ
て
、
な
ほ

平
安
朝
の
匂
ひ
の
漂
ひ
残
る
ほ
ど
に
て
、
得
難
き
幸
を
蒙
っ
た
」
と

当
時
を
追
想
し
て
い
る
。
西
の
丸
御
殿
が
焼
失
し
た
の
は
明
治
六

（
一
八
七
三
）
年
の
こ
と
で
、
青
山
御
所
が
仮
皇
居
と
な
っ
た
。
ま

た
「
明
治
の
御
代
の
初
年
に
奉
仕
し
た
事
は
、
孰
れ
に
も
せ
よ
有
難

き
事
で
、古
文
取
材
の
點
に
も
資
す
る
所
が
あ
つ
た
に
は
相
違
無
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
実
際
に
『
源
氏
物
語
講
義
』
の
解
釈
に
は
、
明
治

時
代
の
言
い
方
や
「
宮
中
奉
仕
の
頃
の
事
」
と
し
て
歌
子
自
身
の
体

験
を
書
い
て
い
る
箇
所
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

歌
子
は
首
巻
を
出
版
し
た
後
に
右
腕
に
疼
痛
を
感
じ
て
筆
を
持
つ

こ
と
も
困
難
に
な
っ
た
。
第
一
巻
は
小
康
の
時
に
執
筆
す
る
と
い
う

状
況
で
、
出
版
し
た
年
の
十
月
八
日
に
逝
去
し
た
。
こ
の
た
め
歌
子

自
身
が
講
義
録
を
訂
正
増
補
し
た
『
源
氏
物
語
講
義
』
は
、
こ
の
二

冊
の
み
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年
三
月
に

実
践
女
子
学
園
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
講
義
』
若
紫
巻
は
、

大
学
図
書
館
で
所
蔵
し
て
い
る
歌
子
の
自
筆
草
稿
を
も
と
に
制
作
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

歌
子
の
『
源
氏
物
語
』
講
義
は
、
早
稲
田
大
学
の
坪
内
逍
遥
の
講

義
と
並
ぶ
名
講
義
と
い
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。そ
の
講
義
の
記
録
は
、

卒
業
生
の
高
嶋
伊
都
子
が
速
記
で
行
っ
て
い
た
。
大
量
の
速
記
録
は

残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
文
字
化
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
今
日
に

至
っ
て
い
る
。
か
つ
て
大
学
図
書
館
で
は
速
記
録
を
文
字
化
し
、『
源

氏
物
語
講
義
』と
し
て
世
に
出
す
こ
と
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

卒
業
生
か
ら
、
速
記
の
方
式
が
衆
議
院
で
行
わ
れ
て
い
た
荒
波
式
で

あ
る
と
の
情
報
を
得
た
。
荒
波
式
の
速
記
を
す
る
人
を
探
し
て
問
い

合
わ
せ
を
し
た
と
こ
ろ
、
速
記
の
文
字
化
に
は
時
間
が
か
か
る
、
速

記
の
記
録
者
に
は
独
自
の
方
法
が
あ
り
解
読
が
難
し
い
、
概
要
は
わ

か
る
と
思
う
が
完
全
な
も
の
は
望
め
な
い
と
の
こ
と
で
断
念
し
た
と

い
う
経
緯
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
歌
子
の
講
義
を
実
際
に
聞
い
た
塩
田
良
平
先
生
と
三

谷
榮
一
先
生
の
話
を
紹
介
し
た
い
。
塩
田
先
生
の
話
は
、
昭
和

四
十
五
年
、
筆
者
が
大
学
四
年
生
の
時
の
「
国
文
学
史
」
講
義
で
話
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さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
三
谷
先
生
の
話
は
、
平
成
十
三

（
二
〇
〇
一
）
年
の
頃
に
先
生
の
ご
自
宅
で
録
音
し
、
テ
ー
プ
起
こ

し
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

塩
田
良
平
先
生
聞
き
書

下
田
歌
子
の
『
源
氏
物
語
』
の
講
義
は
、そ
の
当
時
評
判
が
よ
か
っ

た
。
世
間
の
評
判
は
い
い
け
れ
ど
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
た
い
し
た
こ

と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
女
だ
て
ら
に
い
い
気
に
な
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
下
田
の
講
義
を
聴
き
に
い
っ
て
、
何
か
お
か
し
な
こ
と
を

い
っ
た
ら
揶
揄
し
て
や
ろ
う
。
私
は
教
室
の
廊
下
に
立
ち
、
腕
を
組

ん
で
寄
り
か
か
り
な
が
ら
聴
き
始
め
た
。
ど
う
せ
た
い
し
た
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
や
っ
て
き
た
の
だ
が
、
い
つ
の
間
に
か
引
き

込
ま
れ
て
、
廊
下
に
じ
っ
と
立
っ
て
聞
い
て
い
た
。
そ
れ
は
す
ば
ら

し
い
も
の
だ
っ
た
。
講
義
が
終
わ
り
、
教
室
の
中
が
騒
が
し
く
な
っ

て
、い
つ
の
間
に
か
講
義
に
聞
き
ほ
れ
て
い
た
自
分
に
気
が
つ
い
た
。

や
が
て
下
田
歌
子
が
教
室
か
ら
出
て
き
て
、
私
は
思
わ
ず
深
々
と
お

辞
儀
を
し
た
。
下
田
は
、
私
の
ほ
う
を
ち
ら
っ
と
見
て
何
も
言
わ
ず

に
立
ち
去
っ
た
。

そ
れ
か
ら
四
、五
日
経
っ
て
、
私
は
馘
を
言
い
渡
さ
れ
た
。『
源
氏

物
語
』
の
講
義
を
聴
き
に
い
っ
た
日
に
、
私
は
酒
を
飲
ん
で
い
た
の

だ
っ
た
。
学
校
に
酒
を
飲
ん
で
く
る
と
は
何
事
か
、
と
見
と
が
め
ら

れ
て
馘
に
な
っ
た
の
だ
。
馘
に
す
る
の
な
ら
、
教
室
か
ら
出
て
き
て

自
分
の
顔
を
見
た
と
き
に
、「
馘
だ
！
」と
い
え
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。

今
に
な
っ
て
言
い
渡
す
な
ん
て
何
事
だ
。
そ
の
時
私
は
、
も
う
二
度

と
実
践
な
ん
か
に
行
く
も
の
か
と
思
っ
た
。
友
人
の
守
随
憲
治
が
文

学
部
長
に
な
り
、
実
践
に
来
な
い
か
と
声
を
か
け
て
き
た
。
守
随
と

私
は
軟
派
で
、
一
緒
に
遊
ん
だ
り
し
て
い
た
間
柄
だ
っ
た
。
そ
の
守

随
に
い
わ
れ
た
の
で
、
二
度
と
行
く
も
の
か
と
思
っ
て
い
た
の
に
、

こ
う
し
て
実
践
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
谷
榮
一
先
生
聞
き
書

私
は
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
七
月
八
日
に
東
京
府
荏
原
郡

大
崎
町
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
中
学
時
代
は
、
特
に
文
学
が
好
き
と
い

う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
よ
く
勉
強
し
ま
し
た
。
絵
を
描
く
こ

と
が
好
き
で
、
一
時
は
絵
描
き
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

國
学
院
大
学
時
代
に
、『
源
氏
物
語
』
に
関
し
て
の
思
い
出
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
頃
の
國
學
院
は
、
予
科
二
年
、
本
科
三
年
で
し
た
。

國
學
院
時
代
に
、
私
は
す
ば
ら
し
い
先
生
方
に
出
会
い
ま
し
た
。
武

田
祐
吉
先
生
、
高
崎
正
秀
先
生
、
今
泉
忠
義
先
生
、
折
口
信
夫
先
生
、

山
岸
徳
平
先
生
に
、
学
問
研
究
の
上
で
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
先
生
方
に
お
会
い
し
な
か
っ
た
ら
、
文
学
を
研
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究
す
る
私
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
頃
折
口
先
生
は
郷
土
研
究
会
を
主
宰
し
、
毎
週
木
曜
日
に
六

時
頃
ま
で
会
を
開
い
て
い
ま
し
た
。
折
口
信
夫
先
生
と
武
田
祐
吉
先

生
の
お
弟
子
が
今
泉
忠
義
先
生
で
す
。
私
は
、
今
泉
先
生
の
お
勧
め

に
よ
り
郷
土
研
究
会
に
入
会
し
ま
し
た
。
ま
た
今
泉
先
生
の
お
勧
め

で
、
鈴
木
棠
三
と
一
緒
に
、
柳
田
国
男
先
生
に
師
事
し
ま
し
た
。
二

人
の
民
俗
学
の
大
家
に
教
え
を
受
け
た
わ
け
で
す
。
お
二
人
の
先
生

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
民
俗
学
を
確
立
し
ま
し
た
。

当
時
研
究
室
で
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
だ
っ
た
の
は
、
能
登
一
宮
の
宮

司
の
ご
子
息
だ
っ
た
藤
井
春
洋
さ
ん
で
す
。
藤
井
さ
ん
は
折
口
信
夫

先
生
の
後
継
者
と
い
っ
た
よ
う
な
存
在
で
、
折
口
先
生
と
同
居
し
て

い
ま
し
た
。
昭
和
十
九
年
に
折
口
先
生
の
養
子
と
な
り
、
先
生
の
お

宅
の
家
政
全
般
を
仕
切
っ
て
い
ま
し
た
。
気
の
毒
な
こ
と
に
藤
井
さ

ん
は
硫
黄
島
で
戦
死
し
ま
し
た
。

私
が
折
口
先
生
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
御
講
義
を
伺
っ
た
の
は
昭

和
七
年
か
ら
十
二
年
ま
で
の
間
で
す
。
折
口
先
生
の
『
源
氏
物
語
』

に
関
す
る
お
考
え
は
、
御
講
義
の
合
間
に
さ
れ
る
の
が
常
で
し
た
。

木
版
本
の
『
湖
月
抄
』
を
用
い
て
、『
万
葉
集
』
の
御
講
義
の
よ
う

な
語
句
に
対
す
る
細
か
い
御
考
証
は
な
く
、
流
暢
な
、
自
然
と
聞
き

ほ
れ
て
い
く
よ
う
な
名
調
子
で
し
た
。

新
し
い
巻
の
講
読
に
際
し
て
は
、
ま
ず
そ
の
巻
に
つ
い
て
の
先
生

の
御
説
を
か
な
り
詳
細
に
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
は
種
々
の
新
説

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
て
い
え
ば
、
折
口
先
生
は
、『
源

氏
物
語
』
は
若
紫
巻
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
お
考
え
を
古
く
か
ら

も
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
ま
た
夕
顔
巻
は
、
平
安
時
代
の
中

期
で
も
末
期
で
も
、
お
よ
そ
女
流
文
学
な
ど
に
は
類
が
な
い
市
井
の

描
写
、
し
か
も
そ
れ
が
な
か
な
か
の
筆
致
で
、
殊
に
河
原
院
に
お
け

る
物
怪
な
ど
の
描
写
は
真
に
迫
っ
て
陰
惨
な
感
じ
さ
え
す
る
。
そ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
作
者
に
つ
い
て
も
、
全
部
が
紫
式
部
の
創
作
に
な

る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

私
が
学
生
の
頃
、
折
口
先
生
は
、
実
践
に
下
田
歌
子
先
生
の
『
源

氏
物
語
』
の
講
義
を
聴
き
に
行
か
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
三
年
頃
か

ら
聴
講
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
折
口
先
生
は
、
そ

の
頃
國
學
院
で
『
源
氏
物
語
』
の
御
講
義
を
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
。

実
践
に
行
く
日
は
い
つ
と
決
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
藤
井
春

洋
さ
ん
か
ら
「
今
日
は
実
践
に
行
く
よ
。」
と
声
が
か
か
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
そ
の
場
に
い
た
五
、六
人
の
学
生
が
一
緒
に
い
く
わ

け
で
す
。
私
も
そ
の
中
の
一
人
に
な
っ
て
、
下
田
先
生
の
『
源
氏
物

語
』
の
御
講
義
を
聴
き
に
い
き
ま
し
た
。

当
時
下
田
先
生
は
宇
治
十
帖
を
御
講
義
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い

ま
す
が
、
大
切
な
ノ
ー
ト
類
を
戦
争
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
詳

細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
下
田
先
生
の
『
源
氏
物
語
』
の
御
講
義
は
、

名
講
義
と
評
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ご
講
義
は
と
て
も
や
さ
し
く
、
わ

か
り
や
す
い
と
い
う
印
象
が
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
考
証
と
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解
釈
は
丁
寧
で
詳
し
く
、
特
に
宮
中
生
活
に
関
す
る
こ
と
、
宮
中
行

事
の
こ
と
な
ど
は
詳
細
で
し
た
。
板
書
は
仮
名
で
美
し
い
文
字
で
し

た
。教

室
の
前
の
ほ
う
に
速
記
を
と
っ
て
い
た
人
が
い
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
教
室
に
は
実
践
の
学
生
だ
け
で
は
な
く
、
卒
業
生
ら
し
い

年
輩
の
婦
人
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
み
な
熱
心
に
聴
講
し
て
い
ま
し

た
。
講
義
が
終
わ
る
と
聴
講
し
て
い
た
女
性
た
ち
が「
下
田
先
生
！
」

と
言
っ
て
、
先
生
を
慕
っ
て
取
り
囲
み
ま
す
。
國
學
院
大
学
が
男
ば

か
り
な
の
で
、
女
性
が
「
わ
ー
！
」
と
い
う
感
じ
で
取
り
囲
む
姿
に

は
一
種
の
異
様
な
雰
囲
気
が
あ
っ
て
、
驚
い
て
ど
ぎ
ま
ぎ
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。

折
口
先
生
は
大
阪
出
身
の
民
間
人
で
し
た
の
で
、
宮
中
に
関
す
る

こ
と
は
理
解
し
に
く
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
折
口
先
生
は
、
ご
自
分
が
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
や
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
を
、
下
田
先
生
が
そ
ろ
そ
ろ
講
義
を
な
さ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
頃
を
見
計
ら
っ
て
聴
講
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
下
田
先
生
の
解
釈
は
、
折
口
先
生
の
文
学
理
解
に
影
響
を
与
え

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

塩
田
・
三
谷
両
先
生
の
話
に
、
歌
子
の
『
源
氏
物
語
』
講
義
の
様

子
を
少
し
は
実
感
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。『
塩
田
良
平
教

授
略
年
譜
』（「
実
践
国
文
学
」
第
一
号　

昭
和
四
十
七
年
三
月
）
に

よ
れ
ば
、
歌
子
の
没
年
の
昭
和
十
一
年
、
塩
田
先
生
は
三
十
七
歳
で

あ
っ
た
。
若
き
日
の
塩
田
先
生
の
御
様
子
を
知
る
一
つ
の
出
来
事
で

あ
る
。塩
田
先
生
は
美
し
い
情
感
の
あ
る
朗
読
を
さ
れ
る
方
だ
っ
た
。

近
代
文
学
だ
け
で
な
く
、『
万
葉
集
』
な
ど
を
通
し
て
、文
学
の
鑑
賞
、

文
学
性
を
問
う
ご
講
義
を
さ
れ
た
。
三
谷
先
生
は
、
長
い
間
大
学
図

書
館
長
に
就
任
さ
れ
て
貴
重
書
の
収
集
に
尽
力
さ
れ
た
。
筆
者
は
、

三
谷
先
生
か
ら
収
集
な
さ
っ
た
本
の
こ
と
な
ど
貴
重
な
お
話
を
う
か

が
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
、
お
二

人
の
先
生
の
御
講
義
の
こ
と
や
収
集
さ
れ
た
資
料
な
ど
に
つ
い
て
書

き
た
い
と
思
う
。

（
お
お
い　

み
よ
こ
・ 

実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
客
員
研

究
員
）


