
「
源
氏
物
語
」
の
研
究
分
野
の
一
つ
に
「
享
受
」
の
研
究
と
い
う
の
が
あ

る
、
と
一
般
に
は
認
識
さ
れ
て
い
る
“
最
近
、
こ
の
こ
と
に
疑
問
を
抱
く
よ

う
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
中
世
や
近
世
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
」
関
連

書
の
ほ
と
ん
ど
は
、
『
源
氏
物
語
』
を
消
極
的
に
「
受
け
手
」
と
し
て
「
享

受
」
し
た
も
の
で
は
到
底
あ
り
得
な
い
か
ら
だ
。
今
ま
で
『
源
氏
物
語
」
の

「
享
受
」
資
料
と
さ
れ
た
多
く
の
テ
ク
ス
ト
が
、
実
は
極
め
て
主
体
的
な
立

場
を
堅
持
し
、
多
く
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明

ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
『
源
氏
物
語
』
の
「
享
受
」

や
「
受
容
」
な
ど
と
言
っ
た
消
極
的
な
創
作
意
識
を
示
す
用
語
を
用
い
る
こ

と
は
休
止
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
う
し
た
中
世
・
近
世
の
テ
ク
ス
ト
の
自
律
的

な
あ
り
様
を
積
極
的
に
評
価
す
る
学
究
態
度
へ
と
考
え
方
を
転
換
す
べ
き
時

が
来
た
と
考
え
る
。
中
西
健
治
氏
の
編
著
書
「
源
氏
物
語
忍
草
の
研
究
」

は
、
そ
う
し
た
姿
勢
を
推
進
す
る
根
拠
と
な
る
研
究
成
果
と
し
て
、
今
後
の

評
価
が
な
さ
れ
る
も
の
と
私
は
思
う
。

さ
て
、
小
林
健
二
氏
は
『
研
究
報
告
基
幹
研
究
「
王
朝
文
学
の
流
布
と

〔
書
評
〕

中
西
健
治
編
著
『
源
氏
物
語
忍
草
の
研
究

本
文
・
校
異
編
論
考
編
」
『
同
自
立
語
索
引
編
』

従
来
の
古
典
文
学
研
究
は
、
と
も
す
る
と
作
品
や
時
代
ご
と
の
枠
組
み
に

拘
束
さ
れ
る
面
が
あ
り
、
よ
り
成
立
年
代
に
近
い
古
写
本
や
善
本
に
関
心
が

集
中
し
が
ち
で
し
た
。
ま
た
、
逆
に
近
世
の
研
究
者
は
、
中
古
・
中
世
に
成

立
し
た
古
典
文
学
が
、
近
世
期
に
い
か
に
受
容
さ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に

つ
い
て
は
、
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、

一
伊
勢
物
語
」
「
源
氏
物
語
」
な
ど
を
始
め
と
す
る
王
朝
文
学
は
、
何
百
年
と

い
う
時
代
の
波
に
洗
わ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
様
々
な
享
受
や

再
創
造
の
営
為
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
時

代
の
営
為
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
作
品
の
享
受
だ
け
で
は
な
く
、

そ
こ
か
ら
古
態
へ
の
遡
及
、
あ
る
い
は
既
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
逸
文
・
逸

書
の
復
元
も
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

継
承
」
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
○
二
年
）
の
「
は
し
が
き
」
に
お
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

原
豐
二
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今
ま
で
、
中
世
や
近
世
に
「
再
創
造
」
さ
れ
た
「
伊
勢
物
語
」
や
『
源
氏

物
語
」
の
関
連
書
の
研
究
は
、
主
に
中
古
文
学
研
究
者
が
担
っ
て
来
た
と
い

う
、
常
識
的
な
が
ら
も
実
は
い
く
ら
か
の
違
和
感
を
伴
う
問
題
に
こ
こ
で
は

触
れ
て
い
る
。
一
方
、
中
古
文
学
の
研
究
者
は
、
そ
の
写
本
等
が
中
世
や
近

世
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
全
面
的
に
中
古
の
文
学

作
品
と
し
て
見
る
こ
と
に
疑
い
を
持
つ
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
。
こ
の
小
林
氏

の
「
は
し
が
き
」
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
主
体
の
現
実
に
一
石
を
投
じ
る
貴

重
な
内
容
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。

北
村
湖
春
著
「
源
氏
物
語
忍
草
』
（
以
下
、
「
忍
草
』
と
す
る
。
）
と
、
こ

の
度
の
中
西
氏
著
書
に
話
を
移
そ
う
。

ま
ず
「
忍
草
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
も
い
く
ら
か
そ
の
研
究
は
あ
っ
た

が
、
体
系
的
・
学
術
的
に
全
体
を
ま
と
め
得
た
成
果
は
な
く
、
中
西
氏
著
書

の
意
義
は
こ
こ
に
あ
り
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
も
し
、
こ
れ
が
研
究
成

果
と
し
て
時
期
が
遅
す
ぎ
た
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
長
い
間
続
い

た
近
世
期
の
「
享
受
」
資
料
へ
の
一
方
的
な
軽
視
に
よ
る
も
の
に
違
い
な

い
。
「
忍
草
』
の
営
為
は
、
少
な
く
と
も
「
再
創
造
」
と
し
て
考
え
る
べ
き

事
柄
で
あ
ろ
う
し
、
同
様
に
そ
の
研
究
も
好
事
家
の
た
め
の
単
な
る
「
資
料

紹
介
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

中
西
氏
著
書
は
、
全
二
冊
構
成
と
な
っ
て
い
て
、
一
冊
目
に
は
「
本
文
・

校
異
編
」
と
「
論
考
編
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
本
文
・
校
異
編
」
で
は
、

天
保
五
年
六
月
の
成
島
司
直
の
序
文
を
持
つ
著
者
所
蔵
の
版
本
を
底
本
と

し
、
十
本
の
写
本
を
対
校
し
て
い
る
。
『
忍
草
』
に
関
す
る
本
格
的
な
校
異

が
示
さ
れ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
り
、
文
献
調
査
の
成
果
と
し
て
の
価

値
が
こ
こ
に
十
二
分
に
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
「
論
考
編
」
は
、
西
川

響
子
氏
と
須
藤
圭
氏
と
の
共
著
で
あ
る
が
、
書
誌
な
ら
び
に
文
献
的
な
問
題

は
中
西
氏
の
手
に
お
お
よ
そ
負
っ
て
い
る
。
二
冊
目
の
「
自
立
語
索
引
編
」

は
、
助
詞
・
助
動
詞
を
除
く
語
彙
の
索
引
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
索
引

編
」
の
作
成
に
は
多
大
な
労
苦
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

さ
て
、
本
著
刊
行
以
前
に
も
、
既
に
中
西
氏
は
『
忍
草
」
に
関
す
る
論
考

を
発
表
し
続
け
て
お
り
、
そ
う
し
た
成
果
も
併
せ
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い

と
思
う
。
以
下
、
管
見
の
限
り
示
し
て
お
き
た
い
。

①
「
小
野
高
校
蔵
源
氏
物
語
忍
草
に
つ
い
て
」
「
春
曙
文
庫
蔵
源
氏
物
語

忍
草
に
つ
い
て
」
「
平
安
末
期
物
語
巧
」
所
収
（
勉
誠
社
、
一
九
九
七

年
）
〔
初
出
は
こ
れ
よ
り
前
〕

②
「
北
村
湖
春
「
源
氏
物
語
忍
草
」
の
「
祓
文
」
に
つ
い
て
」
「
解
釈
』

六
○
八
号
・
六
○
九
号
（
二
○
○
五
年
）

③
「
源
氏
物
語
忍
草
本
文
校
訂
割
記
」
『
立
命
館
文
学
」
五
九
八
号
（
二

○
○
七
年
）

④
「
「
あ
え
か
に
」
か
「
ひ
は
づ
に
」
か
ｌ
源
氏
物
語
忍
草
・
若
菜
上
・

下
巻
本
文
検
討
か
ら
ｌ
」
「
平
安
文
学
研
究
・
衣
笠
編
」
（
和
泉
書
院
、

二
○
○
九
年
）

⑤
「
源
氏
物
語
の
隠
れ
た
読
み
巧
者
ｌ
北
村
湖
春
の
人
と
仕
事
ｌ
」
「
立

命
館
文
学
」
六
一
二
号
（
二
○
○
九
年
）

ま
た
、
『
平
安
文
学
研
究
・
衣
笠
編
』
第
二
輯
（
二
○
一
○
年
）
は
、
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ヨ
源
氏
物
語
忍
草
」
特
集
」
号
で
あ
り
、
中
西
氏
の
「
巻
頭
言
」
に
加
え
、

荻
田
み
ど
り
氏
、
岸
本
悠
子
氏
、
須
藤
圭
氏
の
論
考
を
掲
載
し
て
い
る
口
加

え
て
、
中
西
氏
著
書
の
「
雅
文
遠
望
ｌ
茶
屋
峠
を
越
え
て
ｌ
』
（
私
家
版
、

二
○
一
○
年
）
に
も
『
忍
草
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
一
読
の
価
値
を
有

す
る
。
要
す
る
に
、
本
著
は
中
西
氏
の
長
期
に
わ
た
る
『
忍
草
」
研
究
の
集

大
成
で
あ
り
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
が
お
お
よ
そ
こ
の
一
冊
に
お
い
て
達
成

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
今
後
の
学
界
へ
の
寄
与
が
期
待
で
き
る
好
著
と

な
る
に
相
違
な
い
も
の
と
考
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
著
の
よ
り
具
体
的
な
活
用
の
方
法
は
ど
の
よ
う
に
あ

る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
本
著
に
よ
っ
て
、
書
誌
学
的
あ
る
い
は
文
献
学
的
な
研

究
は
一
応
の
達
成
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
『
忍
草
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト

自
体
に
回
帰
さ
れ
る
歴
史
性
や
文
学
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
評
価
に
関
わ
る
問

題
は
、
改
め
て
考
察
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

や
や
大
き
な
視
野
に
立
て
ば
、
湖
春
の
父
で
あ
る
北
村
季
吟
と
の
相
関
関

係
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
言
わ
ず
も
が
な
季
吟
は
多
く
の
古

典
文
学
作
品
の
注
釈
を
行
っ
た
人
物
で
あ
り
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
研
究

に
お
い
て
も
、
そ
の
著
「
湖
月
抄
」
は
今
な
お
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い

る
。
『
忍
草
」
を
『
湖
月
抄
」
的
な
マ
ク
ロ
な
世
界
を
体
現
し
た
一
種
の
縮

小
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
北
村
父
子
の
最
も
強
く
伝
え
よ
う
と

望
ん
だ
『
源
氏
物
語
』
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
包
摂
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
北
村
季
吟
の
多
く
の
業
績
に
は
、
湖
春
の
献
身
的
な
貢
献
が
あ
っ

た
と
い
う
の
が
、
現
在
考
え
ら
れ
る
当
時
の
学
究
状
況
で
あ
る
か
ら
だ
。

ま
た
、
『
忍
草
』
に
『
源
氏
物
語
』
の
「
再
創
造
」
と
し
て
の
価
値
を
見

中
西
健
治
編
著
『
源
氏
物
語
忍
草
の
研
究
本
文
・
校
異
編
論
考
編
」
「
同
自
立
語
索
引
編
」

出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
江
戸
時
代
（
主
に
元
禄
期
前
後
）

と
い
う
「
再
創
造
」
の
同
時
代
的
な
歴
史
性
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
近
世
文
学
研
究
者
や
近
世
史
研
究
者
と
の
共
同
作
業

が
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
そ
れ
は
近
世
に
お
け
る
出
版
の
あ
り
方
に
も

深
く
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
中
世
の
「
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
が
連
歌
の
た

め
の
手
引
書
と
し
て
の
側
面
が
強
か
っ
た
の
と
違
っ
て
、
元
禄
期
前
後
の
文

学
的
状
況
は
、
単
純
に
創
作
の
補
助
と
な
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
そ
こ
に
求

め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
『
忍
草
』
の
出
版
が
天
保
期
ま
で
な
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
は
疑
問
の
一
つ
と
し
て
残
る
が
、
中
西
氏
著
書
に
よ
っ

て
、
そ
こ
に
至
る
「
写
本
」
の
あ
り
様
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
や
は
り
重
要
で

あ
る
。
「
源
氏
物
語
」
で
は
な
く
、
「
忍
草
」
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
、
活
用

さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
真
筆
に
探
究
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ

》
『
ノ
○

一
方
で
、
近
年
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
」
に
つ
い
て
論
じ
た

書
籍
が
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ

う
。
『
源
氏
物
語
』
の
「
享
受
」
史
の
研
究
が
主
に
中
世
期
を
対
象
に
し
た

時
期
の
長
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
う
し
た
状
況
自
体
は
歓
迎
す
べ
き
こ

と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
世
に
比
べ
て
江
戸
時
代
の
方

が
圧
倒
的
に
関
連
資
料
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
し
づ
ら
い

と
い
う
点
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』
を
認
知
す
る
上
で
の
「
型
」
が
固
定
化
・

ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
さ
れ
、
そ
う
し
た
も
の
が
単
純
に
再
生
産
さ
れ
続
け
、
そ

の
結
果
、
ど
こ
ま
で
が
著
者
・
編
者
の
独
自
性
に
よ
る
も
の
か
不
明
瞭
に
な

り
が
ち
で
あ
る
点
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
『
源
氏
物
語
」
を
理
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解
・
掌
握
す
る
こ
と
の
難
し
さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
昨
今
、
『
源
氏
物

語
」
の
研
究
に
関
し
て
、
絵
画
資
料
を
用
い
、
研
究
の
補
助
線
と
す
る
こ
と

が
流
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
が
、
特
に
江
戸
時
代
の
「
源
氏
絵
」
の
豊
富

さ
は
、
か
え
っ
て
こ
う
し
た
難
し
さ
を
助
長
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
雑
然
と
し
た
江
戸
時
代
の
「
源
氏
物
語
』
の
「
享
受
」
、

あ
る
い
は
「
再
創
造
」
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
毅
然
と
し
た
筋
道
を

定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
か
つ
て
の
中
古
文
学
会
で
の
一
駒
で
あ

る
が
、
江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
、
王
朝
文
学
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
絵
画
資
料

を
紹
介
す
る
発
表
に
対
し
て
、
故
三
谷
邦
明
氏
が
「
こ
う
し
た
も
の
を
学
問

の
領
域
に
入
れ
て
よ
い
の
か
」
と
い
う
主
旨
の
発
言
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
。
や
や
も
す
る
と
江
戸
時
代
の
『
源
氏
物
語
」
研
究
は
こ
の
よ
う
な
趣
味

的
・
好
事
的
な
博
物
学
的
収
集
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
私
が
思
う
範
囲
の
こ
と
を
言
え
ば
、
ま
ず
近
世
初

期
か
ら
の
公
家
衆
に
よ
る
「
源
氏
物
語
」
研
究
や
そ
の
「
再
創
造
」
の
さ
ら

な
る
調
査
研
究
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
湖
月
抄
」
を
中
心
と
し
た
北
村

父
子
及
び
そ
の
周
辺
の
学
問
の
状
況
、
さ
ら
に
後
の
国
学
者
に
よ
る
研
究

と
、
こ
の
三
箇
所
に
主
な
軸
足
を
置
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
多
様
な
意
匠
を
そ
の
研
究
対
象
に
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い

の
だ
が
、
こ
う
し
た
体
系
的
な
学
術
状
況
を
把
握
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
に
手

を
つ
け
て
欲
し
い
と
密
か
に
願
う
も
の
で
あ
る
。

私
も
不
惑
を
前
に
し
て
、
中
古
文
学
会
（
界
）
の
流
れ
を
い
く
ら
か
見
渡

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
時
々
の
流
行
と
い
う
も
の
が
あ

っ
た
の
だ
と
振
り
返
っ
て
思
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
否
定
は
し
な

い
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
文
献
学
的
な
処
理
だ
け
が
「
文
学
研
究
」
と
は
思

わ
な
い
。
そ
れ
だ
け
文
学
の
あ
り
方
が
困
難
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
ろ
う
。

「
忍
草
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
高
度
な
手
法
を
伴
う
テ
ク
ス
ト
の
ミ
ニ

チ
ュ
ア
化
と
い
う
現
象
を
見
て
い
る
と
、
時
に
痛
々
し
い
も
の
を
感
じ
る
こ

と
が
あ
る
。
湖
春
が
相
当
な
能
力
と
技
量
を
も
っ
て
し
て
、
そ
の
梗
概
化
を

な
し
得
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ロ
ー
ラ
ー
式
に
学
識
を
ひ
け
ら
か
す
よ
う

な
、
だ
ら
だ
ら
と
し
た
文
章
を
書
く
方
が
い
と
も
簡
単
で
あ
る
こ
と
は
、
真

蟄
な
研
究
者
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
理
解
す
る
に
違
い
な
い
。
多
く
の
学
識
や
知

見
を
削
ぎ
落
と
す
、
こ
う
し
た
湖
春
の
執
筆
姿
勢
を
「
痛
々
し
い
」
と
思
う

の
で
あ
る
。
「
源
氏
物
語
』
を
自
ら
の
血
肉
と
し
た
、
そ
の
文
章
を
削
ぐ
。

例
え
ば
、
私
の
よ
う
な
自
己
顕
示
欲
の
強
い
人
間
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
刑
罰

に
も
等
し
い
。
そ
れ
で
も
、
湖
春
が
そ
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
を
な
し
得
た
の

は
、
文
学
の
危
機
的
状
況
を
脱
す
る
た
め
、
近
世
に
勃
興
し
た
多
く
の
新
興

文
化
層
に
「
源
氏
物
語
」
を
伝
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
社
会
的
な
責

務
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
や
や
憶
測
が
過
ぎ
た
が
、
『
忍
草
』
は
決
し

て
安
直
に
書
か
れ
た
梗
概
書
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

私
自
身
、
『
忍
草
』
と
の
関
わ
り
は
、
鳥
取
県
の
琴
浦
町
に
あ
る
河
本
家

（
稽
古
有
文
館
）
の
蔵
書
調
査
の
中
で
、
初
め
て
そ
の
写
本
に
触
れ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
拙
著
に
そ
の
こ
と
を
書
い
た
の
で
、
そ
の
後
、
中
西

氏
へ
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
西
氏
は
多
忙
な
中
、
河
本
家

に
近
い
Ｊ
Ｒ
赤
碕
駅
ま
で
来
ら
れ
た
。
実
は
そ
の
時
初
め
て
お
会
い
し
た
の

で
あ
る
が
、
氏
が
『
忍
草
』
の
た
め
に
遠
方
ま
で
来
て
い
た
だ
い
た
の
に
、
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ほ
と
ん
ど
お
も
て
な
し
の
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
ん
で
い
る
。
な
お
、

中
西
氏
著
書
の
「
本
文
・
校
異
編
」
に
「
稽
古
有
文
館
本
」
と
あ
る
の
は
、

こ
の
河
本
家
蔵
本
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
本
著
に
表
わ
さ
れ

て
い
る
。
本
著
の
成
り
立
ち
の
一
断
片
と
し
て
関
わ
れ
た
こ
と
を
光
栄
に
思

う
の
と
同
時
、
中
西
氏
に
よ
る
地
道
な
文
献
調
査
に
よ
っ
て
本
著
が
出
来
上

が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ぜ
ひ
知
っ
て
欲
し
い
と
思
う
。

（
和
泉
書
院
、
二
○
二
年
一
月
三
一
日
、
四
五
二
頁
・
三
一
九
頁
、
定
価

一
八
、
○
○
○
円
十
税
）

中
西
健
治
編
著
「
源
氏
物
語
忍
草
の
研
究
本
文
・
校
異
編
論
考
編
』
『
同
自
立
語
索
引
編
』

（
は
ら
・
と
よ
じ
米
子
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授
）

八
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