
書　評

木
船
市
二
昭
氏
著
　
『
源
氏
物
語
　
の
研
究
』

自
己
の
武
の
憂
悶
を
紫
式
部
日
記
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
た
水
損

氏
は
、
紫
式
部
の
精
神
の
孤
独
を
「
お
い
ら
け
も
の
怒
識
・
心
情
」
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
魂
の
出
会
い
に
よ
る
直
観
の
作
用
が
お
そ
ら
く
は
た

ら
い
て
い
ら
れ
た
も
の
と
推
察
す
る
。
氏
は
そ
れ
を
語
学
的
・
文
法
的
な
解

釈
、
用
例
実
証
に
よ
っ
て
論
考
さ
れ
、
「
お
い
ら
け
も
の
」
を
、
「
紫
式
部
の

切
実
な
魂
の
咲
き
・
悩
み
・
坤
き
が
吐
き
出
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
こ
と

ば
、
す
な
わ
ち
、
紫
式
部
の
造
語
で
あ
る
、
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
」
と
の
澤
い
考
察
に
達
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
一
編
は
上
下
に

分
た
れ
、
下
は
源
氏
物
語
へ
の
お
い
ら
け
も
の
意
識
・
心
情
の
投
影
の
追
究

で
、
そ
の
意
識
の
深
化
を
成
立
過
程
の
問
題
と
も
連
関
さ
せ
つ
つ
考
察
さ
れ

た
。
女
性
の
命
題
に
つ
い
て
の
源
氏
物
語
の
本
質
に
追
楚
示
唆
多
き
力
作
で
あ

り
、
鋭
い
市
報
と
村
会
な
論
証
に
貫
ぬ
か
れ
た
源
氏
物
語
諭
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
第
l
編
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、
氏
の
精
神
の
紫
式
部
の
そ
れ
へ
の
対
面
と
い

う
、
文
学
研
究
に
と
っ
て
第
一
義
的
な
、
ま
こ
と
に
精
神
的
な
風
土
か
ら
生
ま

れ
た
。
こ
の
第
一
編
は
お
そ
ら
く
木
船
氏
に
と
っ
て
忘
れ
が
た
い
永
遠
の
研
究

的
÷
笠
で
こ
と
な
る
で
至
？
っ
。
氏
の
研
究
の
い
わ
ば
序
説
な
の
で
あ
る
。

・
日
本
船
氏
は
そ
の
後
雲
に
精
力
的
に
論
文
を
発
表
さ
れ
た
。
第
二
縞
「
源
氏
物

け
い

良

譜
年
紀
男
」
は
氾
氏
物
語
研
究
上
の
町
定
点
へ
の
切
り
∴
山
み
て
あ
る
が
、
氏
は

そ
こ
で
卓
抜
㍍
論
理
を
展
開
さ
れ
た
。
「
第
一
部
年
幻
賃
こ
て
た
と
え
ば
、

「
年
齢
操
作
は
、
作
者
の
ケ
ア
レ
ス
・
・
、
、
ス
で
は
十
才
、
て
．
作
者
の
ケ
ア
フ
ル
・

ト
リ
ッ
ク
だ
、
と
見
る
ほ
う
が
、
玉
柏
に
近
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
論
考
は
あ

ざ
や
か
で
あ
っ
た
し
、
年
紀
を
、
物
語
の
展
間
の
動
態
的
位
榔
に
お
い
て
考
察

す
る
視
点
の
卓
抜
さ
に
共
感
と
尊
敬
の
感
を
深
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
第
二

部
年
紀
考
」
で
は
、
た
と
え
ば
桔
箪
・
鈴
虫
・
夕
霧
三
相
の
年
次
一
年
間
と
い

う
説
に
よ
っ
て
光
源
氏
の
五
十
封
の
な
か
っ
た
ゆ
え
ノ
ル
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
あ

た
り
、
発
表
当
時
大
変
感
銘
を
受
け
た
こ
と
を
今
も
記
憶
し
て
い
る
。
氏
が
そ

れ
を
「
奥
入
」
に
学
ん
で
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
感
銘
を
．
受
け
る
。
光
源
氏
、
の
五

十
賀
を
描
か
な
か
っ
た
こ
と
は
別
の
視
点
か
ら
も
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、

氏
の
説
は
そ
れ
ら
に
比
し
て
も
貴
重
と
思
う
。

第
三
編
に
移
ろ
う
。
「
か
が
や
く
日
の
宮
」
の
新
見
も
学
界
を
刺
激
し
て
い

る
か
、
わ
た
く
L
も
氏
の
立
て
ら
れ
た
設
問
を
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
ろ
こ

び
を
持
ち
た
い
。
「
世
に
戴
な
し
と
且
布
引
紺
訓
」
の
主
語
は
光
源
氏
で
は
あ

る
ま
い
か
。
こ
の
段
落
は
光
源
氏
の
藤
重
恩
某
に
買
ぬ
い
て
い
て
、
「
こ
よ
な

．
う
心
よ
せ
闘
え
給
へ
れ
ば
」
と
い
う
の
ノ
〃
少
し
前
に
あ
る
。
垣
説
の
．
帝
が
、
三
言
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で
は
敬
意
が
軽
い
と
考
え
ら
れ
る
「
見
本
り
拾
ひ
」
の
「
拾
ひ
」
の
こ
と
も
、

源
氏
に
は
「
自
ら
滞
り
見
奉
る
」
の
箇
所
で
は
尊
敬
語
も
な
い
ぐ
ら
い
で
、
源

氏
が
主
語
な
ら
問
題
は
な
い
て
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
の
直
前
は
「
弘
徴
殿
の
女

御
、
…
…
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
源
氏
の
藤
亮
恩
缶
ゆ
え
に
源
氏
が
憎

い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
源
氏
の
藤
重
恩
説
を
、
弘
徴
般
女
御
の

心
情
の
側
か
ら
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
も
の
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
源
氏

が
藤
責
を
思
洪
す
る
〝
主
語
″
が
〝
内
容
的
に
は
″
　
「
こ
よ
な
う
心
よ
せ
闘
え

給
へ
れ
ば
」
か
ら
つ
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
世
に
期
な
し
と
見
奉
り
給

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ひ
」
と
い
う
の
が
「
幼
心
地
」
に
し
て
は
ま
せ
て
い
る
か
、
七
つ
の
年
に
「
今

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

よ
り
だ
ま
め
か
し
う
恥
か
し
げ
に
お
は
す
れ
ば
、
い
と
を
か
し
う
う
ち
解
け
ぬ

近
ひ
ぐ
さ
に
、
誰
も
誰
も
思
ひ
聞
え
給
へ
り
」
と
あ
っ
た
し
、
「
年
月
に
添
へ

て
」
と
あ
る
よ
う
に
そ
の
後
何
年
か
た
ち
、
十
二
の
元
服
も
近
い
年
頃
と
見
ら

れ
る
か
ら
別
に
源
氏
の
女
性
批
評
と
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
「
名
革
っ
お
は

す
る
官
」
は
「
先
帝
の
四
の
宮
の
、
御
容
貌
す
ぐ
れ
給
へ
る
闘
え
高
く
お
は
し

ま
す
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
藤
壷
宮
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
次
に
「
な
は
に
は
ほ

し
さ
は
…
…
相
の
人
光
封
と
闘
ゆ
」
と
あ
る
よ
う
に
こ
こ
は
光
源
氏
の
こ
と
を

い
う
の
が
主
旨
な
の
で
あ
る
。
女
性
の
垂
革
の
美
人
藤
壷
宮
よ
り
も
ま
さ
る
と

い
う
の
だ
。
‥
聖
回
で
あ
る
。
「
藤
最
写
ら
び
給
ひ
て
…
…
」
は
つ
け
た
し
で
、

文
草
と
し
て
は
「
世
の
人
光
君
と
閻
ゆ
」
と
「
か
が
や
く
日
の
宮
と
聞
ゆ
」
と

対
を
な
し
て
い
る
が
、
桐
壷
巷
の
後
半
が
「
源
氏
の
君
」
を
拓
く
こ
と
を
主
ヒ
日

と
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
も
そ
の
例
外
で
は
あ
る
ま

い
。
藤
霜
は
「
な
は
に
は
ほ
し
さ
は
＝
…
」
と
鋸
氏
の
封
を
請
奏
す
る
主
旨
の

た
め
に
使
わ
れ
た
が
、
も
と
も
と
「
世
に
拙
な
し
と
見
本
り
姶
ひ
、
名
高
う
お

は
す
る
宮
の
御
容
貌
」
で
あ
る
。
た
だ
源
氏
の
君
を
讃
美
す
る
だ
け
の
貝
で
こ

こ
の
文
を
終
わ
ら
せ
て
は
と
の
心
理
か
ら
つ
け
足
さ
れ
た
一
く
だ
り
と
見
ら
れ

る
。
北
山
鮪
大
氏
（
「
源
氏
物
語
の
新
解
釈
」
）
は
、
帝
が
源
氏
の
翠
の
容
貌

を
、
世
に
顆
な
し
と
見
奉
り
給
う
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
だ
が
、
「
独
鈷
を
こ

ね
る
よ
う
で
あ
る
が
、
帝
か
、
宮
の
容
貌
を
『
世
に
剋
な
し
』
と
見
た
こ
と
に

す
る
と
、
当
然
源
氏
の
容
貌
を
ば
、
こ
れ
に
及
ぼ
す
と
見
た
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
振
問
を
山
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
も
主
語
か
源
氏
な
ら

問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
源
氏
は
藤
壷
宮
を
「
世
に
類
な
し
l
：
．
重
口
回
・
］
－
と

見
奉
り
拾
ひ
」
、
が
、
そ
の
藤
蓑
宮
よ
り
も
源
氏
は
ま
さ
る
の
だ
。
当
の
源

氏
が
自
ら
は
お
い
て
藤
壷
を
「
世
に
顆
な
し
」
と
見
、
そ
の
源
氏
を
塊
三
者
が

「
た
と
へ
む
方
な
く
う
つ
く
し
げ
な
る
」
と
見
る
の
は
何
の
矛
爪
も
不
自
然
も
な

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

い
。
源
氏
は
そ
の
．
後
も
「
心
の
う
ち
に
は
、
た
だ
藤
壷
の
御
有
様
を
、
顆
な
し

と
思
ひ
聞
え
て
」
　
（
榊
蛮
ホ
克
）
　
い
る
。
な
お
「
か
が
や
く
日
の
宮
」
は
藤

正
女
御
で
あ
ろ
う
。
紅
葉
賀
巻
に
も
「
玉
光
り
か
が
や
き
て
…
…
」
と
あ
る
。

「
相
姦
院
」
は
力
作
で
あ
る
。
〝
政
治
家
椚
壷
院
″
の
機
能
性
と
い
う
御
論

は
お
お
む
ね
首
肯
で
き
る
。
が
、
機
能
的
で
は
あ
っ
て
も
非
人
格
的
で
あ
る
か

ど
う
か
。
機
能
的
イ
コ
ー
ル
非
人
格
的
と
い
う
言
葉
の
論
理
や
、
近
代
小
説
的

な
統
一
し
た
人
格
像
を
持
た
重
い
と
い
う
意
味
は
首
出
目
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
た
と
え
ば
「
藤
苧
こ
の
関
わ
り
そ
の
も
の
が
、
本
質
的
に
は
機
能
的
で
あ

り
、
非
人
絡
的
だ
、
と
い
っ
て
よ
い
」
　
（
三
四
九
日
）
と
い
っ
た
論
述
は
や
や

勇
み
足
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
氏
が
こ
こ

で
い
わ
れ
る
〝
人
帝
性
〃
は
程
虻
の
差
こ
そ
あ
れ
、
他
の
作
中
人
物
に
も
求
め

え
な
い
も
の
で
な
か
ろ
う
か
。

第
四
編
で
は
「
琴
笛
の
廿
に
き
こ
え
か
よ
ひ
・
・
－
－
藤
露
橡
の
修
正
　
－
　
」
が

汀
目
す
べ
き
論
文
で
あ
る
。
㌫
沢
義
山
高
士
の
「
源
氏
随
致
」
の
根
強
い
支
配

下
に
あ
る
通
説
に
対
し
見
事
に
反
論
さ
れ
た
。
が
、
吾
沢
説
の
面
白
さ
は
残
る

で
あ
ろ
う
。
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木
船
氏
の
論
考
は
酪
な
る
訓
話
注
釈
で
は
な
い
。
一
語
一
句
の
解
釈
が
作
品

論
的
視
野
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
学
問
的
な

新
し
さ
、
華
扁
さ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
た
く
L
も
念
屈
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
の
だ
が
、
ひ
そ
か
に
思
う
に
こ
の
方
法
は
．
華
麗
な
る
が
ゆ
え
の
危
険
性
を

自
覚
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
語
一
句
と
作
品
論
の
連
関
は
つ
ぼ
に
は
ま
っ

た
と
き
に
は
快
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
つ
と
め
て
そ
の
連
関
は
慎
重

に
し
、
一
語
一
句
に
注
目
し
、
作
品
の
読
み
を
深
め
る
こ
と
に
撤
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
わ
た
く
し
の
自
戒
で
あ
る
の
だ
が
、
同
学
同
志
の

木
船
氏
も
共
感
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
と
思
う
の
で
あ
る
。

木
船
氏
の
こ
の
大
著
は
学
界
に
新
風
を
送
り
学
罪
を
刺
激
し
た
。
氏
の
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
用
例
実
証
、
本
文
批
判
の
解
釈
学
が
作
品
論
の
方
法
と
し
て
大

い
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
今
日
の
源
氏
学
界
の
自
己
批
判
が
あ
り
、
こ
の
大

著
の
登
場
の
意
義
も
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
L
は
こ
の
書
評
で
い
さ
さ
か

こ
の
大
著
と
〝
議
論
″
を
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
木

船
氏
の
論
考
に
刺
激
さ
れ
誘
発
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
氏
の
設
け
た
土
俵
に
思
わ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ず
の
ぼ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
氏
の
設
け
た
土
俵
、
そ
れ
は
こ
と
ば
を
お
さ

え
て
の
、
本
文
に
即
し
て
の
立
論
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
議
論
、

賛
成
に
せ
よ
、
反
対
に
せ
よ
、
こ
の
土
俵
の
上
に
人
々
は
の
ぼ
ら
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
氏
に
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
次
第
で

あ
る
。氏

の
研
究
方
法
は
古
注
や
本
文
批
判
、
用
例
実
証
に
立
っ
て
の
展
開
で
あ

り
、
き
わ
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
こ
と
も
か
え
っ
て
今
日
の
源
氏
学
界

で
は
新
鮮
で
あ
る
。
そ
し
て
大
胆
に
新
見
を
提
山
さ
れ
る
こ
と
を
尊
ぶ
。
研
究

に
試
行
錯
誤
は
つ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
異
説
の
提
出
に
よ
っ
て
新
た
な

説
を
呼
ぶ
。
弁
証
法
的
発
展
と
も
言
い
得
よ
う
。
読
み
は
綜
合
科
学
的
に
深
め

ら
れ
て
い
く
。
氏
も
わ
た
く
L
も
決
し
て
機
械
的
・
市
報
的
・
種
宮
的
と
な
ら

ず
、
柔
軟
に
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
読
み
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
今
後
つ
と
め
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
互
に
は
げ
ま
し
あ
い
努
め
て
い
き
た
い
と
念
じ
、
氏
の
研

究
の
い
っ
そ
う
の
御
発
展
を
心
よ
り
祈
っ
て
ペ
ン
を
描
く
。
文
中
、
失
礼
を
も

か
え
り
み
ず
、
お
お
け
な
い
言
辞
を
つ
ら
ね
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
点
あ
ら
た
め

て
お
わ
び
し
て
お
く
。

（
昭
和
四
十
四
年
九
月
十
日
刊
。
A
5
判
、
四
八
八
貢
。
四
、
五
〇
〇
円
、

大
学
生
刊
）

－
甲
南
女
子
大
学
助
教
授
－

46




