
稲
賀
敬
二
氏
著
『
源
氏
物
語
の
研
究
　
－
成
立
と
伝
流
－
』

「
中
世
」
に
お
け
る
源
氏
受
容
の
動
態
を
、
従
来
未
開
拓
の
分
野
に
大
き
く

鍬
を
打
ち
込
ん
で
生
き
生
き
と
浮
彫
り
せ
ら
れ
た
本
書
は
、
新
し
い
研
究
を
き

り
ひ
ら
い
た
先
達
の
書
で
あ
る
。
深
く
学
恩
を
感
謝
し
、
心
よ
り
敬
仰
す
完
も

の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
の
「
中
世
」
に
お
け
る
受
容
を
著
者
は
中
世
の
諸
資
料
の
本
文
、

勘
物
の
精
査
、
解
釈
－
1
意
味
の
発
見
1
を
通
し
て
体
系
化
さ
れ
た
。
一
行

の
行
文
も
精
細
な
調
査
の
厚
み
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
ず
っ
し
り
と
し
た
学
問

の
重
み
で
あ
る
。
中
世
の
源
氏
学
者
の
動
態
、
人
間
関
係
が
活
写
、
浮
彫
り
せ

ら
れ
て
、
「
人
間
」
の
生
み
出
す
源
氏
学
の
様
相
が
ま
ざ
ま
ざ
と
現
前
し
て
い

る
の
は
著
者
の
卓
抜
せ
る
力
量
で
あ
る
。

吉
川
家
本
親
行
奥
書
に
見
え
る
素
寂
の
浮
彫
り
な
ど
、
卓
抜
尤
解
釈
力
を
も

っ
て
三
相
一
句
の
精
確
な
読
み
か
ら
史
実
を
組
み
上
げ
て
い
ら
れ
る
。
新
資
料

岩
国
吉
川
家
蔵
源
氏
物
語
の
奥
書
に
よ
っ
て
、
親
行
自
筆
夢
浮
橋
は
親
行
の
手

許
に
残
ら
ず
、
一
時
、
素
寂
の
許
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の

事
実
は
、
紫
明
抄
の
若
紫
巻
に
つ
い
て
の
親
行
と
紫
衣
の
問
答
と
か
み
合
わ
せ

て
、
河
内
本
の
二
流
と
い
う
著
者
の
新
見
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

河
内
本
が
唯
一
の
親
行
本
か
ら
の
派
生
で
は
な
く
、
素
寂
系
を
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
薪
知
見
で
あ
る
。

紫
明
抄
の
若
紫
巻
の
一
句
を
め
ぐ
る
素
寂
の
強
弁
や
今
川
了
俊
の
「
源
氏
六

植
抄
」
の
記
事
の
素
寂
の
才
覚
ぶ
り
な
ど
か
ら
、
河
内
方
源
氏
研
究
を
二
分
し

て
い
く
人
物
的
契
機
を
描
放
さ
れ
る
著
者
の
見
解
は
、
「
人
間
」
を
介
在
さ
せ

た
研
究
史
、
受
容
史
の
精
細
に
し
て
見
事
な
展
開
で
あ
る
。

か
く
て
河
内
本
な
ら
ざ
る
河
内
本
の
流
布
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
論

理
的
に
言
っ
て
、
吉
川
家
本
の
夢
浮
橋
巻
以
外
の
諸
巻
は
素
寂
校
訂
本
で
あ
る

可
能
性
が
強
い
。
著
者
は
、
親
行
の
河
内
本
証
本
の
行
能
筆
桐
壷
巻
と
吉
川
家

本
桐
壷
巻
と
を
比
校
し
、
吉
川
家
本
は
別
本
的
性
格
を
有
す
る
広
義
の
河
内
本

と
認
定
し
、
こ
う
い
う
吉
川
家
本
の
性
格
は
素
寂
の
家
本
の
流
れ
を
く
む
と
こ

ろ
か
ら
生
じ
た
と
解
釈
さ
れ
た
。
中
世
に
お
い
て
「
河
内
本
」
と
よ
ば
れ
た
も

の
の
真
実
が
、
親
行
・
聖
覚
の
流
れ
だ
け
で
な
く
素
寂
の
流
れ
を
加
え
て
考
え

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
は
、
河
内
本
の
み
な
ら
ず
別
本
と
い
う
も
の
へ
の
新
し

い
視
角
を
提
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
功
績
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
「
源
氏

物
語
絵
巻
」
、
「
無
名
草
子
」
、
「
風
葉
和
歌
集
」
な
ど
に
引
用
さ
れ
る
本
文

は
別
木
系
統
で
あ
り
、
ま
た
梗
概
宙
の
一
群
は
風
葉
和
歌
集
の
本
文
と
一
致
す

る
な
ど
の
事
実
か
ら
、
中
世
を
通
し
て
の
流
布
本
の
位
置
を
占
め
て
い
た
も
の

は
別
本
系
統
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
る
、
と
い
う
注
目
す
べ
き

考
説
に
著
者
は
達
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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紫
寂
七
惜
準
を
あ
て
た
著
者
は
、
素
寂
の
注
釈
を
、
吉
川
家
本
掛
物
、
異
本

紫
明
抄
所
引
の
素
寂
初
期
の
注
、
晩
年
の
紫
明
抄
へ
と
あ
と
づ
け
ら
れ
、
ま
た
、

素
寂
、
孝
行
同
人
説
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
な
ど
、
紫
寂
を
大
き
く
浮
彫
り
せ
ら
れ

た
。
素
寂
の
紫
明
抄
に
見
え
る
叙
述
方
法
が
、
漢
文
を
引
用
す
る
ば
あ
い
、
文

中
の
詞
句
、
構
成
要
素
の
位
置
を
、
前
後
に
移
動
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
で
あ

る
事
は
中
世
源
氏
物
語
梗
概
霞
の
梗
概
化
一
般
の
方
法
と
軌
を
一
に
し
て
い
る

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
あ
た
り
は
、
中
世
の
源
氏
物
語
の
梗
概
化
と
い
う
受

容
の
問
題
に
た
え
ず
焦
点
を
定
め
て
、
そ
の
方
法
を
さ
ぐ
っ
て
い
ら
れ
る
視
座

を
示
す
も
の
で
、
素
寂
の
活
動
の
意
義
が
、
著
者
の
研
究
の
視
点
の
中
で
と
ら

え
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
世
源
氏
物
語
梗
板
書
の
各
論
は
諸
本
を
四
期
に
分
類
し
、
源
氏
物
語
鑑
賞

享
受
の
実
態
を
、
各
期
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
精
細
な
御
研
究

の
集
積
に
よ
っ
て
従
来
ほ
と
ん
ど
空
自
に
ひ
と
し
か
っ
た
こ
の
分
野
が
ず
っ
し

り
と
好
み
を
な
し
て
体
系
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
著
者
の
関
心
が
板
紙
叙
述
の

方
法
に
最
も
強
い
こ
と
は
受
容
の
方
法
の
進
展
、
受
容
の
動
向
を
さ
ぐ
る
要
を

な
し
て
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
源
氏
物
語
提
要
と
花
鳥
余
情
と
の
関
係

を
さ
ぐ
ら
れ
て
、
注
釈
史
展
間
を
あ
と
づ
け
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
は
教
示
さ
れ

る
と
こ
ろ
大
き
い
。
注
釈
の
動
向
を
知
る
上
に
提
要
の
役
割
を
介
在
さ
せ
ら
れ

た
わ
け
で
あ
る
が
、
兼
良
や
、
三
条
由
家
源
氏
学
と
の
連
関
を
さ
ぐ
っ
て
、
十

四
世
紀
ま
で
の
源
氏
物
語
享
受
形
態
を
望
見
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
著
者
の
新
知
見

が
あ
る
。

傍
流
の
中
に
息
づ
き
保
守
さ
れ
て
い
る
か
っ
て
の
伝
統
的
な
試
み
を
望
見
し

よ
う
と
す
る
票
者
の
立
場
、
こ
れ
は
若
者
の
源
氏
物
語
伝
流
の
研
究
で
あ
る
と

同
時
に
源
氏
物
語
成
立
論
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
書
は
、
た
え
ず
源
氏
物

語
の
「
成
立
」
を
た
ぐ
る
意
図
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
中
世
漁
氏
物
語
研
究
・
享
受

の
動
態
の
解
明
な
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
お
び
た
だ
し
い
源
氏
物
語
梗
概
書
を
精
査
さ
れ
て
い
く
中
で
、
源

氏
研
究
の
傍
流
の
系
統
に
源
氏
物
語
の
古
い
享
受
の
名
残
り
、
残
影
を
見
出
さ

れ
た
。
源
氏
物
語
の
成
立
を
「
中
世
」
の
地
点
か
ら
望
見
す
る
と
い
う
若
者
の

き
わ
め
て
斬
新
な
研
究
視
座
と
方
法
は
こ
の
精
査
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
か
く
て
源
氏
物
語
の
「
成
立
」
を
紫
式
部
日
記
に
お
い
て
で
な
く
、
「
中

世
」
の
地
点
か
ら
望
見
し
、
斬
新
に
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
仮
説
を
生
み
出
し
て
い

か
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
本
書
の
体
系
の
有
機
的
必
然
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

現
行
巻
序
の
整
っ
た
五
十
四
帖
の
源
氏
物
語
が
紫
式
部
に
お
い
て
成
立
せ
し

め
ら
れ
た
・
の
で
は
な
く
　
（
五
十
四
帖
の
整
序
が
紫
式
部
に
よ
る
の
で
は
な
い
と

い
う
意
味
。
制
作
は
紫
式
部
作
を
大
部
分
と
考
え
て
い
ら
れ
る
）
中
世
時
代
に

こ
そ
「
成
立
」
1
－
1
正
し
く
は
「
系
列
化
」
　
－
　
し
た
と
い
う
の
が
若
者
の
確

立
せ
ら
れ
た
御
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
五
十
四
棺
の
古
典
源
氏
物
語
の
「
成

立
」
は
中
世
時
代
の
享
受
と
か
か
わ
る
と
見
ら
れ
る
わ
け
で
、
あ
ら
ゆ
る
角
度

か
ら
論
証
に
つ
と
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
享
受
史
的
研
究
と
い
っ
て
も
、
単
に
享

受
の
動
態
を
た
ど
る
の
と
は
ち
が
っ
て
、
源
氏
物
語
そ
の
も
の
の
歴
史
的
具
体

性
の
解
明
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
新
し
い
源
氏
物
語
の
相
貌
を
浮
彫

り
す
る
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
で
あ
る
。
謙
虚
な
お
人
柄
で
あ
り
、
放
正
な
学

者
で
あ
る
著
者
は
、
ひ
か
え
め
に
「
中
味
は
『
中
世
源
氏
物
語
の
伝
流
』
と
い

う
に
近
い
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
「
中
世
源
氏
物
語
の
伝
涜
」
の
解
明

の
功
績
が
い
か
に
大
き
い
か
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
の
見
る

と
こ
ろ
、
梗
概
化
と
い
う
中
世
源
氏
受
容
の
動
向
を
見
き
わ
め
る
中
で
、
著
者

の
視
点
は
源
氏
物
語
の
「
成
立
」
に
た
え
ず
光
っ
て
い
る
。
若
者
の
問
題
意
識

は
平
安
末
期
の
梗
概
化
の
芽
と
い
う
べ
き
巻
名
巻
序
一
覧
表
と
し
て
臥
「
源
氏

－50－



目
録
」
を
問
題
と
さ
れ
る
。
現
行
の
目
録
と
は
異
る
教
程
の
目
録
が
想
定
さ

れ
、
そ
れ
が
現
行
の
目
録
に
確
定
す
る
ま
で
の
流
動
が
著
者
に
と
っ
て
問
題
な

の
で
あ
る
。

現
行
の
「
源
氏
日
録
」
が
成
立
す
る
ま
で
に
「
源
氏
物
語
の
顆
」
の
流
動
が

あ
り
、
「
輝
く
日
の
宮
」
　
「
桜
人
」
　
「
巣
守
」
等
の
散
快
諾
巻
は
現
行
五
十
四

柏
に
系
列
化
す
る
過
程
に
お
い
て
脱
落
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
在

り
し
時
点
の
「
源
氏
物
語
の
類
」
の
す
が
た
を
復
元
し
て
み
よ
う
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
「
源
氏
物
語
の
期
」
か
ら
現
行
五
十
四
帽
に
系
列
化
し
て
い
く
過
程
の

視
雑
な
再
構
成
の
想
定
を
さ
れ
る
。

思
う
に
、
現
行
五
十
四
帖
を
成
立
当
初
の
も
の
と
し
て
読
む
伝
統
的
な
あ
り

方
も
、
源
氏
物
語
成
立
の
歴
史
的
具
体
性
を
追
求
す
る
立
場
か
ら
は
、
一
つ
の

仮
説
に
も
と
づ
く
読
み
の
あ
り
よ
う
に
は
か
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
現
行
の
「
源

氏
物
語
五
十
四
輯
」
成
立
以
前
の
流
動
す
る
源
氏
物
語
の
す
が
た
を
「
中
世
」

の
地
点
か
ら
望
見
す
る
著
者
の
仮
説
も
伝
統
に
は
異
端
で
あ
っ
て
も
学
術
的
に

は
同
等
の
地
位
を
有
す
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
著
者
の
仮
説
の
長
大
の
焦
点
は
真
守
物
語
の
成
立
に
あ
る
。
無
名
草

子
、
風
索
和
歌
集
が
著
者
の
仮
説
の
有
力
な
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
。
風
菜

和
歌
集
に
は
現
存
五
十
四
鴨
に
含
ま
れ
ぬ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宇
治
十
帽
と
か

か
わ
り
の
あ
る
四
首
の
歌
が
見
出
さ
れ
る
。
風
葉
集
の
記
載
方
法
か
ら
し
て
風

葉
集
編
者
か
ら
こ
の
臭
守
巻
の
四
首
は
源
氏
物
語
プ
ロ
パ
ー
と
同
列
に
見
ら
れ

て
い
た
証
と
認
め
う
る
と
い
う
著
者
0
論
理
は
首
肯
で
き
る
。
無
名
草
子
の
源

氏
物
語
人
物
評
で
、
「
巣
守
の
中
の
君
」
　
「
巣
守
の
君
」
の
二
つ
の
呼
称
に
つ

き
、
こ
の
二
人
の
蕾
に
対
す
る
態
度
の
差
か
ら
考
え
て
、
従
来
の
宇
治
八
の
宮

の
姫
君
と
す
る
考
え
に
は
疑
問
が
あ
る
と
さ
れ
、
賀
守
物
語
の
モ
場
人
物
と
考

え
ら
れ
た
こ
と
も
賛
成
で
あ
る
。

無
名
草
子
、
風
葉
和
歌
集
は
別
本
系
統
の
本
文
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
、
定

家
や
親
行
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
本
文
で
は
な
い
別
の
系
統
の
も
の
に
は
巣
守

巻
（
巣
守
物
語
）
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
蛍
宮
一
家
の
子
孫
の

物
語
と
い
う
性
格
を
も
つ
真
守
物
語
が
「
源
氏
物
語
の
親
」
の
中
で
成
立
し
た

可
能
性
は
強
い
。

現
行
五
十
四
帽
の
構
成
を
見
て
も
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
単
元
化
が
可
能
で
あ

り
、
一
巻
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
発
表
、
流
布
の
可
能
性
が
強
い
。
今
日
、

五
十
四
帖
を
一
挙
に
発
表
し
た
と
思
う
人
は
ま
ず
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
る

と
、
著
者
の
言
わ
れ
る
、
匂
宮
巻
－
－
橋
姫
物
語
、
竹
河
巻
1
1
巣
守
物
語
、

紅
梅
1
－
浮
舟
物
語
（
巣
守
物
語
の
骨
子
l
こ
基
づ
く
淳
舟
物
語
と
、
真
守
物
語

残
余
部
分
の
再
構
成
と
し
て
の
紅
梅
巷
の
成
立
＜
宇
治
十
楯
の
成
立
、
巣
守
物

語
の
弱
体
化
V
と
い
う
グ
ル
ー
プ
別
単
元
の
成
立
は
可
能
性
が
あ
る
。

真
守
物
語
の
想
定
さ
れ
る
内
容
と
浮
舟
物
語
の
類
似
性
か
ら
考
察
さ
れ
、
巣

守
物
語
の
骨
子
に
基
づ
い
て
浮
丹
物
語
が
作
ら
れ
た
と
想
定
さ
れ
、
存
在
意
義

の
な
く
な
っ
た
舶
守
物
語
が
脱
落
し
て
い
っ
た
と
い
う
論
理
も
首
肯
で
き
る
。

は
じ
め
匂
営
為
1
1
橋
姫
物
語
の
系
列
に
並
存
し
て
竹
河
巻
1
1
巣
守
物
語
の

系
列
が
存
し
た
と
い
う
想
定
に
も
論
理
が
通
っ
て
い
る
。
い
ま
そ
の
細
説
を
す

る
余
幅
が
な
い
が
、
わ
た
く
L
が
こ
の
想
定
に
首
肯
す
る
最
大
の
理
由
は
巣
守

物
語
の
想
定
さ
れ
る
内
容
が
現
行
宇
治
十
帖
の
世
界
、
つ
ま
り
薫
を
主
人
公
と

し
て
お
し
す
す
め
て
い
く
世
界
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
矛
盾
が
な

さ
そ
う
だ
と
考
え
う
る
こ
と
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
蛍
宮
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は

ヽ

　

ヽ

苦
に
そ
ぐ
わ
ぬ
感
が
あ
る
の
だ
が
、
想
定
さ
れ
る
巣
守
物
語
の
内
容
、
蛍
宮
の
子

孫
の
物
語
は
茄
の
世
界
に
か
な
う
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
、
無
名
草
子
、
風
葉

集
の
地
点
か
ら
望
見
で
き
る
別
本
系
統
諸
本
の
世
界
が
、
定
家
や
親
行
に
校
訂

さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
以
前
の
、
つ
ま
り
源
氏
物
語
成
立
の
原
初
形
態
に
近
い
す
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が
た
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
若
者
の
導
き
に
よ
っ

て
知
る
か
ら
で
あ
る
。

若
者
の
仮
説
の
組
立
て
の
一
部
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る
説
、
た
と
え
ば
竹

河
巻
は
柄
姫
巻
以
下
と
の
問
に
夕
霧
の
昇
任
な
ど
の
点
で
直
接
関
係
を
認
め
え

注

ぬ
事
な
ど
の
一
項
は
私
見
と
相
異
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
一
項
は
著
者
と
し

て
は
竹
河
・
巣
守
を
同
列
の
次
元
に
お
く
た
め
の
心
証
と
し
て
は
大
事
で
あ
ろ

う
が
、
著
者
の
仮
説
構
築
は
他
の
も
ろ
も
ろ
の
根
拠
で
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ

え
に
わ
た
く
L
か
ら
見
る
と
き
著
者
の
仮
説
は
ゆ
る
が
な
い
の
で
あ
る
。

熊
守
物
語
を
後
人
補
作
と
見
る
論
理
は
立
て
や
す
い
。
著
者
は
そ
の
見
方
を

わ
か
り
す
ぎ
る
ほ
ど
よ
く
ど
存
じ
の
上
で
、
こ
の
仮
説
を
組
み
立
て
ら
れ
た
。

現
存
し
な
い
こ
の
物
語
を
め
ぐ
っ
て
提
出
さ
れ
た
著
者
の
仮
説
は
、
巣
守
物
語

の
源
氏
プ
ロ
パ
ー
と
し
て
の
存
否
そ
れ
じ
た
い
の
問
題
に
閉
鎖
し
て
受
け
取
る

べ
き
で
な
く
、
源
氏
物
語
全
篇
の
成
立
・
伝
流
の
問
題
と
し
て
望
見
的
理
解
が

必
要
な
の
で
あ
る
。

本
書
の
教
導
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
多
大
で
あ
る
。

注
　
拙
稿
「
源
氏
物
語
の
構
想
の
方
準
1
匂
宮
、
紅
梅
、
竹
河
の
三
帖
を

め
ぐ
っ
て
　
ー
　
」
　
（
「
同
語
と
国
文
学
」
昭
和
四
十
二
年
十
月
号
）
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