
措
水
好
子
氏
著
「
源
氏
物
語
論
」

本
書
は
、
第
一
章
　
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
　
に
お
い
て
、
こ
の
冒
頭
表
現

が
、
当
時
の
読
者
に
ど
う
印
象
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
十
一
節
を
設
け
て
詳
論

し
、
源
氏
物
語
の
基
本
的
性
柘
に
迫
っ
て
い
る
。

ヽ

　

ヽ

女
性
仮
託
む
土
佐
日
記
を
は
じ
め
、
か
げ
ろ
ふ
日
記
、
枕
草
子
、
紫
式
部
日

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

記
、
歌
合
仮
名
日
記
、
私
家
集
（
女
流
家
賃
）
な
ど
仮
名
文
の
実
録
が
、
年
号

年
代
を
記
入
し
て
い
な
い
こ
と
、
男
子
公
禍
の
日
記
と
そ
の
点
で
異
な
る
態
度

を
元
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
年
号
年
代
を
記
入

し
な
い
、
歴
史
か
ら
は
切
り
は
霊
さ
れ
た
世
界
に
入
り
こ
む
こ
と
が
、
ひ
と
つ

の
文
学
的
な
女
性
的
な
型
と
な
り
つ
上
の
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
」
看
取
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
と
い
う
不
定
な
言
い
方
は
、
か
よ
う
な
年
号
年
次

に
つ
い
て
の
女
憶
の
対
処
の
仕
方
、
意
識
の
あ
り
方
な
ど
か
ら
し
て
、
そ
の
こ

ろ
の
風
を
伝
え
る
も
の
だ
と
推
考
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
明
白
な
事
実
を
背
後

に
し
て
の
技
巧
で
あ
る
こ
と
、
仮
名
文
1
－
女
性
の
家
集
、
こ
と
に
歌
物
語
の

体
裁
を
と
る
も
の
　
ー
　
に
お
け
る
技
巧
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
を
、
憫
環
、
重
之
集
、
長
能
賃
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ぐ
ら
れ
た
。

源
氏
物
語
は
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女
御
更
衣
あ
ま
た
侍
ひ
給
ひ
け
る
な

か
に
…
…
‥
」
と
膏
の
御
代
に
つ
い
て
、
歴
史
的
時
間
に
つ
い
て
疑
問
の
形
で

森

　

　

　

　

　

　

　

一

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
じ
つ
は
、
伊
労
賃
や
長
鴨
環
、
あ
る
い
は
か
げ
ろ
ふ
日

記
の
よ
う
な
実
録
が
そ
れ
を
し
た
と
き
と
同
様
彗
背
後
に
実
在
の
歴
史
を
踏

ま
え
て
語
り
出
し
て
い
る
の
だ
、
こ
の
話
は
事
実
な
の
だ
、
と
い
う
印
象
を
読

者
に
与
え
は
し
な
か
っ
た
か
（
本
書
六
一
三
）
と
い
う
結
論
が
か
く
て
示
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

従
来
も
、
源
氏
物
語
の
事
実
め
か
す
技
巧
に
つ
い
て
は
説
か
れ
て
い
る
。

が
、
「
い
づ
れ
の
御
暗
に
か
」
と
い
う
語
り
出
し
か
ら
し
て
、
事
宍
だ
と
い
う

印
象
を
読
者
に
与
え
た
と
い
う
本
書
の
論
説
は
、
あ
く
ま
で
新
説
で
あ
る
4

従
来
、
竹
聴
、
う
つ
ぼ
な
ど
、
物
語
の
冒
頭
表
現
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
な

さ
れ
、
わ
ず
か
に
伊
勢
責
、
長
恨
歌
と
の
連
関
が
考
え
ら
れ
た
の
に
く
ら
ぺ

て
、
日
記
、
家
賃
な
ど
、
仮
名
文
の
「
年
次
記
載
の
意
識
と
方
法
」
を
広
く
深
く

実
証
的
に
さ
ぐ
ら
れ
た
と
り
く
み
万
は
、
ま
っ
た
く
本
書
の
所
視
角
で
あ
り
、

功
績
で
あ
る
。

文
献
学
的
実
証
主
責
の
力
の
及
ぶ
限
り
、
源
氏
物
語
の
「
い
づ
れ
の
御
時
に

か
」
と
い
う
語
り
出
し
に
新
し
く
詳
密
な
歴
史
的
具
体
性
を
斌
与
し
た
本
書
の

論
説
の
正
義
は
画
期
的
で
あ
る
。

第
二
葦
は
「
準
拠
」
で
あ
る
が
、
以
下
、
茸
を
改
め
て
あ
っ
て
も
、
こ
の
撞

－64・－・



塾
の
方
法
を
追
求
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
、
だ
い
た
い
一
括
し
て
見
る

こ
と
と
す
る
。

源
氏
物
葦
の
ク
害
▼
宍
め
か
す
藁
巧
〃
と
し
て
こ
の
「
凄
艶
」
の
こ
と
は
琵
采

も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
が
、
木
ヨ
は
単
に
、
事
撃
り
し
く
見
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
事
実
と
実
成
首
せ
る
興
味
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
す
る
に
と
ど
め
ず
、
過

去
の
実
在
の
人
物
、
事
件
を
思
い
浮
べ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
作
者
の
買
図
、
歴

史
的
政
治
的
世
界
へ
の
傾
斜
と
い
う
作
者
の
才
鴨
の
本
質
に
迫
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。し

た
が
っ
て
、
本
書
の
圧
巻
は
、
こ
の
独
自
な
準
拠
諭
に
あ
る
と
思
う
。

河
海
抄
が
「
物
語
の
時
代
は
提
出
朱
雀
村
上
三
代
に
准
ず
る
敗
、
桐
罠
御
門

は
延
喜
、
朱
笹
院
は
天
慶
、
冷
泉
院
は
天
噴
光
源
氏
は
西
宮
左
大
臣
、
如
此

相
当
す
る
也
」
と
述
べ
る
い
わ
ゆ
る
準
聖
銅
は
、
庭
満
に
も
と
づ
く
作
品
の
世

界
と
史
実
と
の
符
合
を
詮
嘉
す
る
中
世
的
坦
稲
と
し
て
　
こ
れ
を
排
斥
し
た
宣

長
の
説
の
影
欝
下
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
捏
祝
さ
れ
て
き
た
。

山
田
孝
雄
博
士
の
「
預
氏
物
語
の
音
楽
」
が
、
こ
の
堕
輿
論
に
検
討
を
加
え

る
べ
き
示
唆
を
与
え
た
が
、
近
時
、
こ
の
準
拠
諭
を
正
し
く
と
り
あ
げ
よ
う
と

す
る
論
説
が
、
特
に
「
註
釈
は
、
河
海
抄
に
止
め
を
さ
す
」
と
言
わ
れ
る
三
上

博
士
を
は
じ
め
と
し
て
諸
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
は
じ
め
た
。
本
書
の
著
者
、
潜

水
好
子
氏
も
そ
の
一
人
で
、
河
海
抄
へ
の
傾
倒
ぶ
り
は
一
途
な
も
の
と
い
っ
て

よ
く
、
事
実
、
本
書
は
「
河
海
抄
に
導
か
れ
て
」
　
（
本
書
、
陵
又
）
成
っ
た
と

言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

河
海
砂
の
言
う
瀕
高
明
準
拠
説
を
中
心
に
、
古
注
の
諸
説
を
精
細
に
吟
味
さ

れ
た
が
、
高
明
が
、
時
代
と
も
ー
ぐ
痕
を
年
か
し
た
舞
台
ぐ
る
み
捉
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
重
視
し
、
高
明
堪
拠
説
の
論
拠
を
き
ざ
み
あ
げ
、
延
喜
天
暦
と
い

う
塾
代
に
参
画
す
る
一
世
漁
民
の
、
理
想
の
人
物
の
生
涯
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

高
明
肇
挺
諭
の
視
点
を
し
ぼ
ら
れ
た
。

さ
て
、
時
代
を
、
延
毒
天
眉
と
い
う
和
蒜
心
の
時
代
1
1
里
代
I
に
設
定

し
、
望
憩
の
人
物
、
光
滞
氏
を
措
い
た
こ
と
に
対
し
、
作
者
の
理
想
主
義
を
見

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
、
光
源
氏
の
須
磨
退
岩
を
周
公
式
窪
に
比
し
た

．
書
き
方
は
、
彗
憩
の
人
物
、
光
頂
氏
の
橡
を
き
ざ
み
あ
げ
る
の
に
中
国
古
代
の

、
聖
人
を
違
慰
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
に
「
作
者
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
理

憩
主
義
を
み
る
」
と
言
わ
れ
る
。
著
者
は
、
か
か
る
考
え
を
導
い
た
河
海
抄
の

「
問
公
に
比
す
る
か
」
と
の
指
摘
を
高
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

須
磨
退
居
の
こ
と
は
周
登
悉
題
に
な
ら
い
、
部
分
的
に
行
平
業
平
菅
公
を
憩

起
さ
せ
、
屈
原
を
も
引
用
し
た
。

だ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
高
明
準
拠
と
い
う
こ
と
は
、
箱
指
盛
ん
な
り
し
聖
代
の

一
世
源
氏
で
あ
る
こ
と
、
一
世
源
氏
元
服
と
し
て
の
党
務
氏
元
眼
の
と
き
な
ど

に
連
想
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
須
憶
曇
宙
の
ば
あ
い
は
、
左
．
迄
と
い
う
点
で
は

ケ
ー
ス
は
似
て
い
て
も
準
拠
と
す
る
べ
き
で
な
く
、
そ
の
自
発
的
隠
出
と
い
う

点
な
ど
か
ら
、
断
然
、
周
公
且
に
準
拠
を
求
め
た
と
す
べ
き
な
の
だ
と
い
う
こ

と
が
本
書
に
よ
っ
て
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
著
者
も
記
さ
れ
て

い
る
ご
と
く
、
こ
の
間
公
且
を
準
拠
す
る
こ
と
に
．
つ
い
て
阿
部
秋
生
博
士
の
詳

説
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
に
は
、
断
然
と
し
て
周
公
旦
準
拠
に
ひ
き
む
す
ぶ

論
の
展
開
が
あ
り
、
自
発
的
隠
退
（
こ
れ
は
多
屋
頼
俊
博
士
の
説
に
賛
同
さ
れ

て
い
る
）
を
論
拠
と
し
て
詳
説
さ
れ
て
お
り
、
お
お
む
ね
は
阿
部
博
士
と
同
様

な
が
ら
、
諭
旨
は
一
途
で
あ
り
強
い
調
子
と
な
っ
て
い
る
。

準
拠
と
モ
デ
ル
と
の
違
い
と
い
う
こ
と
が
期
せ
ず
し
て
甲
ら
か
に
さ
れ
て
も

い
る
の
で
あ
っ
て
、
準
拠
と
い
う
の
は
、
退
去
の
児
実
の
違
憩
に
よ
っ
て
　
虚

構
の
物
語
と
正
史
と
が
同
じ
次
元
に
並
び
、
正
史
琴
ら
ざ
る
児
実
だ
と
し
て
享
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受
す
る
読
者
を
予
憩
す
る
、
源
氏
物
語
独
自
の
方
法
、
作
風
な
の
で
あ
る
。

河
海
抄
な
ど
古
注
が
、
史
実
に
準
拠
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
の
は
、
源
氏
物
語

の
書
き
方
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
源
氏
物
語
の
作
風
の
独
自
性
を
つ
く

も
の
な
る
こ
と
を
論
じ
、
準
拠
と
い
う
こ
と
を
、
源
氏
物
語
の
独
自
な
方
法
、

作
風
と
し
て
把
起
し
、
精
細
に
解
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
本
書
の
眼
目
が
あ
る
。

本
書
は
、
準
拠
の
方
法
が
、
作
者
が
自
覚
的
に
、
慧
詩
的
に
と
り
あ
げ
た
方

法
1
技
法
1
－
－
で
あ
る
と
の
見
地
に
立
っ
て
、
そ
の
文
学
的
達
成
の
解
明
を

試
み
て
い
る
が
、
準
拠
と
写
実
性
の
結
び
つ
き
を
説
い
た
一
節
は
、
な
か
で
も

著
者
の
こ
ま
や
か
な
眼
が
光
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
著
者
の
面
目
が
そ

の
ま
ま
に
元
さ
れ
て
い
る
売
こ
ろ
だ
と
い
え
よ
う
。

史
上
実
在
の
人
物
や
事
物
を
連
想
さ
せ
る
手
法
は
、
源
氏
物
語
の
写
実
性
と

し
っ
か
り
結
び
つ
い
て
お
り
、
人
物
の
動
き
の
必
然
が
、
現
実
世
界
の
た
と
え

ば
具
体
的
な
場
所
と
場
所
の
因
果
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
印
象
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
人
物
が
、
作
者
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
動
く

非
現
実
性
を
捨
て
、
人
物
の
動
き
を
甥
実
世
界
の
時
空
の
中
に
は
っ
き
り
鶏
冠

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
性
を
か
ち
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
、
準
拠
の
方
法
は
、
源
氏
物
語
の
写
実
性
に
参
与
す
る
と
い
う
論
述
に

は
、
著
者
の
文
学
的
力
量
が
ま
っ
た
く
さ
え
わ
た
っ
て
い
る
。

本
書
は
、
著
者
の
従
来
の
論
文
の
趣
き
か
ら
は
、
か
な
り
大
き
な
飛
躍
が
印

象
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
実
証
的
な
本
書
の
内
容
に
も
結
局
は
著
者

の
そ
う
し
た
資
質
が
こ
ま
や
か
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

ヽ

　

ヽ

準
拠
の
方
法
を
追
求
し
た
本
書
は
、
源
氏
物
語
の
技
法
論
と
言
う
べ
き
か
と

思
う
が
、
著
者
は
「
作
中
人
物
や
事
件
を
史
上
実
在
の
そ
れ
と
な
い
ま
ぜ
る
、

過
去
の
史
実
を
遠
恕
さ
せ
ず
に
お
か
ぬ
よ
う
な
、
史
上
の
前
例
に
倣
っ
て
書
く

方
法
1
1
準
拠
の
方
法
1
1
こ
そ
、
じ
つ
は
歴
史
的
政
治
的
世
界
を
と
り
あ
げ

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
彼
女
の
才
能
の
本
質
的
な
傾
向
、
し
た
が
っ
て
源
氏

物
語
の
基
本
的
な
性
格
と
不
可
分
の
表
現
手
段
で
あ
っ
た
の
だ
と
」
、
こ
の
準

拠
の
方
法
に
源
氏
物
語
の
独
自
性
を
証
し
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
「
歴
史
へ
の
傾
斜
」
に
「
栄
花
物
語
へ
の
遺
」
を
見
出
さ
れ
、
日

本
文
学
史
の
上
で
の
源
氏
物
語
の
位
軍
つ
け
に
新
し
い
提
言
を
も
試
み
て
い
る

の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
の
ク
政
治
〃
へ
の
関
心
、
ク
政
治
〃
の
把
起
、
認
識
は
本
質
的
だ

と
思
わ
れ
る
。

「
物
の
あ
は
れ
」
の
一
語
で
か
た
づ
け
ら
れ
て
き
た
感
の
あ
る
源
氏
物
語
へ

の
認
識
は
大
き
く
変
改
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

本
書
の
提
言
に
賛
意
と
敬
意
を
蓑
し
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
一

た
だ
二
言
希
望
を
申
し
琴
え
る
な
ら
ば
、
「
栄
花
物
藷
へ
の
這
」
も
さ
る
こ
　
6
6

と
な
が
ら
、
や
は
り
「
大
鏡
へ
の
遺
」
を
詳
試
し
て
ほ
し
い
と
思
う
も
の
で
あ
一

る
。
「
紫
式
部
の
儒
教
的
な
理
恵
主
義
を
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
　
著
者
、

「
栄
花
物
語
と
源
氏
物
語
を
区
別
す
る
も
の
は
こ
れ
な
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る

著
者
は
、
大
鏡
へ
の
送
を
十
分
知
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
は
ず
で
あ
る
。

栄
花
が
模
し
た
以
上
に
、
大
鏡
は
源
氏
物
語
に
学
ん
で
い
る
と
息
わ
れ
る

が
、
栄
花
は
女
流
（
女
房
）
の
筆
（
通
訳
）
と
の
お
考
え
か
ら
、
本
書
で
は
、

そ
の
受
け
つ
ぎ
を
特
に
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
栄
花
の
側
か
ら
の
詳
し
い
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