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長
ら
く
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
の
数
々
を
学
界
に
発
信
し
続
け
て
き
た

林
田
孝
和
氏
の
全
四
巻
か
ら
成
る
著
作
集
が
刊
行
さ
れ
た
。
林
田
氏
は
こ

れ
ま
で
、『
源
氏
物
語
の
発
想
』（
桜
楓
社
、
昭
和
五
五
年
）、『
王
朝
び
と

の
精
神
史
』（
桜
楓
社
、昭
和
五
八
年
）、『
異
郷
論
─
王
朝
び
と
の
心
象
─
』

（
桜
楓
社
、
昭
和
六
一
年
）、『
源
氏
物
語
の
精
神
史
研
究
』（
桜
楓
社
、

平
成
五
年
）、『
源
氏
物
語
の
創
意
』（
お
う
ふ
う
、
平
成
二
三
年
）
な
ど

の
単
著
を
上
梓
さ
れ
て
き
て
お
り
、本
著
作
集
は
そ
れ
ら
を
軸
と
し
つ
つ
、

未
収
録
だ
っ
た
論
文
や
著
作
物
を
も
含
め
て
再
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

編
集
を
担
っ
た
の
は
、
竹
内
正
彦
氏
（
全
体
統
括
）、
津
島
昭
宏
氏
（
第

一
巻
担
当
）、
太
田
敦
子
氏
（
第
二
巻
担
当
）、
春
日
美
穂
氏
（
第
三
巻
担

当
）、
畠
山
大
二
郎
氏
（
第
四
巻
担
当
）
の
五
名
で
あ
る
。
林
田
氏
は
、

母
校
で
あ
る
國
學
院
大
學
の
兼
任
講
師
と
な
っ
た
昭
和
四
六
年
四
月
に
國

學
院
大
學
物
語
文
学
研
究
会
を
発
足
し
、
多
く
の
学
生
や
卒
業
生
た
ち
と

共
に
『
源
氏
物
語
』
を
輪
読
し
て
こ
ら
れ
た
の
だ
が
、
編
集
に
あ
た
っ
た

五
名
は
い
ず
れ
も
そ
の
門
下
生
と
な
る
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
単
著
刊
行

時
に
も
折
々
の
門
下
生
た
ち
が
編
集
作
業
に
あ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
委
細

は
著
作
集
各
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
あ
と
が
き
」
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
申
し
添
え
て
お
く
。

　

著
作
集
の
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
う
。第
一
巻「
源
氏
物
語
の
発
想
」は
、

第
一
単
著
の
『
源
氏
物
語
の
発
想
』
を
収
録
し
、
そ
の
後
に
「
源
氏
物
語

の
発
想　

追
補
」
と
し
て
、
第
三
単
著
の
『
異
郷
論
─
王
朝
び
と
の
心
象

─
』
か
ら
六
編
の
論
考
、『
物
語
文
学
論
究
』（
國
學
院
大
學
物
語
文
学
研

究
会
）
第
一
三
号
に
寄
稿
し
た
論
考
、
及
び
林
田
氏
の
共
編
著
『
源
氏
物

語
事
典
』（
大
和
書
房
）
で
担
当
し
た
一
二
編
の
項
目
を
載
せ
る
。
巻
末

に
は
津
島
昭
宏
氏
の
「
解
説
」
を
付
す
。

　

著
作
集
第
二
巻
「
源
氏
物
語
の
精
神
史
研
究
」
は
、
第
四
単
著
の
『
源

氏
物
語
の
精
神
史
研
究
』
を
収
録
す
る
。
な
お
、
同
単
書
は
博
士
学
位
請

求
論
文
の
礎
稿
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
単
著
『
王
朝
び
と
の
精
神

史
』
か
ら
八
編
、
第
三
単
著
『
異
郷
論
─
王
朝
び
と
の
心
象
─
』
か
ら
二

編
の
論
考
を
再
録
す
る
か
た
ち
で
体
系
化
が
図
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
を
持

つ
。
ま
た
、
旧
単
著
の
「
第
四
編　

源
氏
物
語
の
人
生
儀
礼
」
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
て
い
た
一
一
編
の
論
考
は
本
巻
で
収
録
さ
れ
ず
、
著
作
集
第
三

〔
書
評
〕

林
田
孝
和
著

『
林
田
孝
和
著
作
集
』
全
四
巻

森
野
正
弘
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巻
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
巻
末
に
は
太
田
敦
子
氏
の
「
解
説
」

を
付
す
。

　

著
作
集
第
三
巻
「
源
氏
物
語
の
創
意
」
は
、
第
五
単
著
の
『
源
氏
物
語

の
創
意
』
を
収
録
し
、
そ
の
後
に
、
先
述
し
た
第
四
単
著
の
一
一
編
の
論

考
を
載
せ
る
。
巻
末
に
は
春
日
美
穂
氏
の
「
解
説
」
を
付
す
。

　

著
作
集
第
四
巻
「
王
朝
文
学
の
精
神
史
研
究
」
は
、『
源
氏
物
語
』
以

外
の
作
品
や
中
古
文
学
に
関
す
る
論
考
を
集
め
た
も
の
で
、「
新
編　

王

朝
び
と
の
精
神
史
」、「
新
編　

異
郷
論
─
王
朝
び
と
の
心
象
─
」、「
随
想
、

書
評
そ
の
他
」
と
い
う
三
部
構
成
と
な
る
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
、
第

二
単
著
の
『
王
朝
び
と
の
精
神
史
』
と
第
三
単
著
の
『
異
郷
論
─
王
朝
び

と
の
心
象
─
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は

な
い
。「
新
編　

王
朝
び
と
の
精
神
史
」
全
九
章
は
、『
王
朝
び
と
の
精
神

史
』
の
論
考
三
編
、『
異
郷
論
─
王
朝
び
と
の
心
象
─
』
の
論
考
一
編
、

及
び
、
単
著
未
収
録
の
論
考
五
編
か
ら
成
る
。
ま
た
、「
新
編　

異
郷
論

─
王
朝
び
と
の
心
象
─
」
全
七
章
は
、『
異
郷
論
─
王
朝
び
と
の
心
象
─
』

の
論
考
三
編
、
単
著
未
収
録
の
論
考
四
編
か
ら
成
る
。
巻
末
に
は
畠
山
大

二
郎
氏
の
「
解
説
」、
及
び
、「
林
田
孝
和
略
年
譜
」「
林
田
孝
和
著
作
目
録
」

を
載
せ
、
著
作
集
全
体
の
統
括
を
担
っ
た
竹
内
正
彦
氏
の
「
編
集
後
記
」

を
付
す
。

　

以
上
、
全
四
巻
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
る
著
者
の
研
究
方
法
を
端
的
に

述
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
民
俗
学
的
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
こ
の

民
俗
学
的
研
究
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
紐
解
く
に
あ

た
っ
て
、
ま
ず
は
『
源
氏
物
語
必
携
』（
學
燈
社
、
昭
和
五
三
年
）
に
掲

載
さ
れ
た
池
田
和
臣
氏
の
「
研
究
史
と
研
究
書
解
題
」
と
い
う
レ
ビ
ュ
ー

論
文
を
顧
み
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
は
【
民
俗
学
的
研
究
】
が
立
項
さ
れ
、

次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

『
折
口
信
夫
全
集
』
第
八
巻
（
中
央
公
論
社
、
昭
30
）
に
は
、
源
氏

物
語
の
中
に
第
一
次
性
源
氏
物
語
、
す
な
わ
ち
伝
承
性
を
見
い
だ
し

た
「
日
本
の
創
意
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
高
崎
正
秀
『
源
氏
物
語

論
』（『
高
崎
正
秀
著
作
集
』
第
六
巻
、
桜
楓
社
、
昭
46
）。
右
の
折

口
の
発
想
を
継
承
し
源
氏
の
伝
承
性
と
作
為
性
を
か
ぎ
分
け
よ
う
と

す
る
諸
論
文
を
集
め
た
も
の
。
三
谷
栄
一
『
物
語
文
学
史
論
』（
有

精
堂
、
昭
27
）、『
日
本
文
学
の
民
俗
学
的
研
究
』（
有
精
堂
、
昭
35
）、

『
物
語
史
の
研
究
』（
有
精
堂
、
昭
42
）、『
物
語
文
学
の
世
界
』（
有

精
堂
、
昭
50
）。
第
一
著
作
所
収
の
「
光
源
氏
型
と
薫
大
将
型
」、
第

二
著
作
所
収
の
「
源
氏
物
語
の
構
造
と
古
代
説
話
的
性
格
─
六
条
院

の
造
営
の
民
俗
学
的
意
義
」
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
後
者
は
古
代
の

方
位
信
仰
に
よ
っ
て
六
条
院
が
常
世
の
国
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。 

（『
源
氏
物
語
必
携
』、
一
九
四
頁
）

　

折
口
信
夫
は
、『
源
氏
物
語
』
の
現
行
文
章
の
間
に
第
一
次
性
源
氏
物
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語
と
第
二
次
性
源
氏
物
語
が
う
か
が
え
る
と
し
て
、
前
者
を
「
著
し
く
、

伝
承
色
彩
の
多
い
も
の
」
と
し
、「
小
説
の
第
一
層
と
、
第
二
層
と
を
分

つ
準
拠
と
な
る
も
の
は
、
伝
承
性
と
、
作
為
性
と
に
あ
る
」
と
し
た
。
そ

の
発
想
を
継
承
し
た
の
が
高
崎
正
秀
で
あ
り
、
三
谷
栄
一
で
あ
っ
た
。
学

界
は
、
こ
の
伝
承
性
と
作
為
性
の
う
ち
、
特
に
伝
承
性
に
着
目
す
る
研
究

を
民
俗
学
的
研
究
と
称
し
、
分
類
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
三
氏
が
い
ず
れ
も
國
學
院
大
學
の
出
身
者
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
伝
承
性
に
着
目
す
る
民
俗
学
的
研
究
は
國
學
院
大
學
の
学
統
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　
『
源
氏
物
語
必
携
』
の
刊
行
か
ら
四
年
後
、
続
編
が
出
版
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。『
源
氏
物
語
必
携
Ⅱ
』（
學
燈
社
、
昭
和
五
七
年
）
で
あ
る
。
前

者
が
『
源
氏
物
語
』
の
巻
毎
の
解
説
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
後
者
は
人
物
毎
の
解
説
と
研
究
方
法
の
解
説
を
主
軸
と
し
て
構
成

さ
れ
た
。
そ
の
研
究
方
法
の
一
つ
に
「
作
為
と
伝
承
」
が
あ
り
、
執
筆
を

担
当
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
林
田
孝
和
氏
で
あ
っ
た
。『
必
携
』
の
時
と
は

異
な
り
、『
必
携
Ⅱ
』
で
は
見
開
き
で
紙
幅
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
林
田

氏
は
、
折
口
信
夫
が
注
目
し
た
事
例
と
し
て
「
光
源
氏
の
須
磨
流
謫
」
と

「
六
条
御
息
所
の
物
の
怪
」
を
挙
げ
、
続
け
て
、
折
口
説
の
中
核
を
な
す

「
色
好
み
」
に
触
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
践
例
と
し
て
光
源
氏
の
「
色

好
み
」
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
や
が
て
物
語
が
「
若
菜
」
巻
以
降
の
第
二
部

の
世
界
に
入
る
や
、「
色
好
み
」の
倫
理
が
崩
壊
し
て
い
く
様
を
素
描
す
る
。

そ
の
筆
致
は
、
伝
承
性
よ
り
も
物
語
の
到
達
し
た
表
現
面
に
比
重
が
置
か

れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
『
源
氏
物
語
』
プ
ロ
パ
ー
の
論
文
と
し
て
読
み
得

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
も
す
る
と
論
を
展
開
す
る
過
程
で
伝
承
の
世

界
へ
と
奥
深
く
入
り
込
み
が
ち
な
民
俗
学
的
研
究
の
中
に
あ
っ
て
、
林
田

氏
の
研
究
は
あ
く
ま
で
も
『
源
氏
物
語
』
の
作
品
論
と
し
て
あ
ろ
う
と
意

識
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
ス
タ
ン
ス
は
、
研
究
の
始

発
の
時
点
で
既
に
表
明
さ
れ
て
も
い
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
古
典
の
生
命
は
永
遠
で
あ
る
。
し
か
し
ど
ん
な

作
品
も
、
そ
の
〈
時
代
の
子
〉
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
作
品
の
内
包

す
る
真
実
に
肉
薄
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
時
代
に
立
脚
し
た
作
品
固

有
の
表
現
世
界
の
論
理
の
あ
り
方
が
追
尋
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
本
書
は
そ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
有
す
る
固
有
の
表
現
論
理

を
、
主
に
民
俗
学
的
方
法
に
よ
っ
て
闡
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
論

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
が
平
安
中
期
と
い
う
時
代
の
中
で
、

ど
の
よ
う
な
表
現
の
論
理
に
よ
っ
て
、
不
朽
の
古
典
と
し
て
の
〈
不

易
〉
の
世
界
を
獲
得
し
て
い
っ
た
か
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
作
品
論

で
あ
る
。 

（
著
作
集
第
一
巻
、
二
七
七
頁
）

　

こ
れ
は
、
林
田
氏
の
第
一
単
著
『
源
氏
物
語
の
発
想
』
の
「
あ
と
が
き
」

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
林
田
氏
に
と
っ
て
、
民
俗
学
は
あ
く
ま
で
も
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手
段
で
あ
り
、
研
究
の
目
的
は
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
世
界
の
論
理
を
明

ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
第
四
単
著
の
『
源
氏
物
語
の

精
神
史
研
究
』
に
お
い
て
も
保
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
び
〈
発
想
〉
で
は
な
く
、〈
精
神
史
〉
と
題
す
る
の
は
、
わ

た
し
な
り
の
目
的
と
意
図
と
を
も
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。『
源
氏
物

語
』
に
は
た
し
か
に
無
尽
蔵
と
も
い
え
る
伝
承
的
事
実
が
織
り
こ
ま

れ
て
は
い
る
。だ
が
、伝
承
や
民
俗
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て『
源

氏
物
語
』
が
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
高
次
の
仮
構
の
文
学
と
し

て
そ
の
表
現
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
に
あ
っ
て
、
爛
熟
し
き
っ
た
平

安
期
の
貴
族
社
会
に
身
を
お
き
、
種
々
の
人
間
模
様
を
凝
視
し
て
や

ま
ぬ
物
語
作
者
の
、
冷
徹
な
目
と
あ
く
な
き
創
作
意
識
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。 

（
著
作
集
第
二
巻
、
一
六
頁
）

　

こ
こ
に
う
か
が
え
る
の
は
『
源
氏
物
語
』
が
伝
承
の
数
々
を
そ
の
ま
ま

収
載
し
た
説
話
集
な
ど
で
は
な
く
、
物
語
作
者
の
個
人
的
な
営
み
と
し
て

書
か
れ
た
文
学
作
品
と
し
て
あ
る
と
い
う
文
学
観
で
あ
ろ
う
。
作
品
に
織

り
込
ま
れ
て
い
る
伝
承
や
民
俗
は
物
語
作
者
の
創
作
意
識
を
い
っ
た
ん
経

由
し
、言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
な
か
に
あ
る
と
い
う
見
立
て
と
な
る
。

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、〈
発
想
〉
か
ら
〈
精
神
史
〉
へ
と
い
う
展
開
は

作
品
を
伝
承
や
民
俗
の
世
界
へ
開
い
て
い
く
の
で
は
な
く
、「
平
安
期
の

貴
族
社
会
に
身
を
お
」
く
物
語
作
者
の
、
更
に
そ
の
内
面
世
界
へ
と
観
察

範
囲
を
絞
り
込
ん
で
い
く
試
み
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
因
み
に
、

こ
の
〈
精
神
史
〉
と
い
う
概
念
が
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
林
田
氏
の
念
頭

に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
氏
の
第
二
単
著
の
書
名
が
『
王
朝
び
と

の
精
神
史
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
五
単
著
の
書

名
が
『
源
氏
物
語
の
創
意
』
で
あ
り
、
そ
の
「
序
章
」
に
お
い
て
、「
本

書
で
は
『
源
氏
物
語
』
が
持
つ
そ
う
し
た
重
層
す
る
表
現
構
造
の
な
か
に

あ
っ
て
、
作
者
が
ど
の
よ
う
な
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
、
固
有
の
表
現
を
獲

得
し
て
い
く
の
か
を
読
み
解
く
こ
と
に
、
よ
り
重
き
を
置
い
て
立
論
し
て

み
た
」（
著
作
集
第
三
巻
、
一
八
～
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
顧
み

れ
ば
、
や
は
り
林
田
氏
は
『
源
氏
物
語
』
を
伝
承
の
産
物
と
し
て
で
は
な

く
、物
語
作
者
の
創
作
物
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

な
お
、
こ
の
「
創
意
」
と
い
う
語
が
折
口
信
夫
の
『
源
氏
物
語
』
論
の
題
目

「
日
本
の
創
意
」に
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
民
俗
学
的
研
究
を
標
榜
し
、
実
際
に
論
考
の
中
で
も
豊
富
な
民

俗
学
的
知
見
を
披
露
す
る
林
田
氏
が
、
な
ぜ
伝
承
の
世
界
で
は
な
く
、
一

個
人
の
精
神
世
界
へ
と
収
斂
し
て
い
く
方
向
性
に
拘
る
の
か
。
そ
れ
を
考

え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
の
が
次
の
秋
山
虔
氏
の
見
解
で
あ
る
。

源
氏
物
語
を
伝
誦
的
な
も
の
に
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
つ
て
、

そ
の
一
一
世
紀
初
頭
と
い
う
特
定
の
時
期
に
お
け
る
一
回
性
的
な
成

立
の
秘
密
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
成
立
の
時
点
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の
現
実
と
の
関
係
が
問
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
字
的

作
品
と
し
て
定
着
し
た
も
の
の
背
後
に
分
厚
く
生
き
つ
づ
け
る
固
有

信
仰
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
源
氏
物
語
を
古
代
性
に
お
い

て
と
ら
え
る
に
不
可
避
の
道
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
の
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
観
点
は
今
後
い
よ
い
よ
重
要
さ
を
増
す
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
が
、
伝
承
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
生
き
な
が

ら
え
る
有
機
体
で
は
あ
る
ま
い
。
変
ら
な
い
よ
う
な
形
態
を
も
ち
つ

つ
は
げ
し
く
変
化
し
て
行
く
の
で
あ
つ
て
、
と
い
う
よ
り
変
化
発
展

の
形
式
と
し
て
不
変
的
な
性
格
を
も
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
、『
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
』
第
二
二
巻
・
第
一
〇
号
（
至
文
堂
、

昭
和
三
二
年
一
〇
月
一
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
の
歴
史
─
こ
れ

ま
で
の
人
々
は
源
氏
物
語
を
ど
う
評
論
し
ど
う
み
て
き
た
か
」
と
い
う
レ

ビ
ュ
ー
論
文
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
、
秋
山
氏
は
折
口
信
夫
や
高

崎
正
秀
の
民
俗
学
的
研
究
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
の
研
究
方
法
に
対
し
て
疑

義
を
呈
す
る
。
右
に
掲
げ
た
文
章
は
、
林
田
氏
の
「
源
氏
物
語
の
民
俗
学

的
研
究
」（
著
作
集
第
二
巻
所
収
）
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
実

は
続
き
が
あ
る
。

高
崎
博
士
が
─
折
口
博
士
も
そ
う
で
あ
る
が
─
、
縦
横
無
尽
に
古
伝

承
の
世
界
を
遊
弋
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
は
歴
史
的
時
間
は
静
止
す

る
。
か
え
つ
て
具
体
的
な
生
き
た
生
活
史
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
つ
て

い
る
と
い
う
印
象
を
も
た
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
学
を
信
仰
や
伝

承
の
く
び
き
か
ら
解
放
さ
せ
る
も
の
は
何
か
。
そ
う
し
た
場
合
の
個

人
の
役
割
は
如
何
。
伝
統
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
新
た
な
る
伝

統
を
つ
く
り
か
え
て
行
く
人
間
の
創
造
を
ど
の
よ
う
に
歴
史
的
に
解

明
し
て
行
つ
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
等
々
の
疑
問
に
こ
た
え
て

く
れ
る
民
俗
学
的
国
文
学
の
研
究
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
だ
し
、
こ

の
学
統
に
立
つ
新
進
の
研
究
者
の
方
法
論
的
模
索
は
、
そ
の
意
味
で

注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
秋
山
氏
の
批
判
は
、
共
時
的
な
発
想
の
も
と
に
見
え
て
く
る
風
景

を
通
時
的
な
視
点
で
説
明
し
ろ
と
い
う
無
理
な
注
文
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

今
そ
れ
に
つ
い
て
は
措
く
と
し
て
、林
田
氏
は
こ
の
注
文
に
応
え
る
べ
く
、

「
今
後
の
民
俗
学
的
研
究
の
方
位
と
し
て
、作
品
の
成
立
し
た
時
代
の〈
伝

承
性
〉
の
究
明
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
伝
承
性
が
ど
の
よ
う
に
旺

盛
な
作
者
の
創
意
の
な
か
に
吸
い
あ
げ
ら
れ
、不
朽
の
作
品
と
し
て
再
生
・

仮
構
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
跡
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」（
著
作
集
第
二
巻
、
二
八
六
～
七
頁
）
と
い
う
提
言
を
行
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
な
か
で
も
、
同
時
代
の
〈
伝
承
性
〉
に
対
す
る
氏
の
拘
り

は
強
く
、「（
民
俗
学
の
）
論
理
の
根
拠
を
、
可
能
な
か
ぎ
り
平
安
時
代
の

文
物
の
な
か
に
も
と
め
て
、
私
見
の
実
証
に
努
め
た
」（
著
作
集
第
一
巻
、

二
七
七
頁
）、「
作
品
が
時
代
の
産
物
で
あ
る
以
上
、
そ
の
作
品
の
成
立
し
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た
時
代
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
文
献
資
料
で
の
博
証
の
努
力
も
怠
っ

て
は
な
る
ま
い
」（
著
作
集
第
二
巻
、
二
八
五
頁
）
と
、
同
じ
趣
旨
の
発

言
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

　

一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。「
源
氏
物
語
『
車
争
ひ
』
の
背
景
」（
著
作
集

第
一
巻
所
収
）
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
葵
」
巻
に
描
か
れ
て
い
る
〈
車

争
い
〉
を
論
じ
た
も
の
。
葵
祭
の
御
禊
の
日
、
物
見
車
の
立
て
場
所
を
め

ぐ
っ
て
六
条
御
息
所
の
車
を
葵
の
上
方
の
従
者
た
ち
が
打
ち
壊
し
て
し
ま

う
と
い
う
事
件
が
起
き
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
葵
の
上
と
六
条
御
息
所
の

関
係
を
前
妻
と
後
妻
の
関
係
に
見
立
て
、
そ
こ
に
〈
後
妻
打
ち
〉
の
習
俗

が
透
か
し
見
え
て
く
る
と
い
う
読
解
を
試
み
る
。〈
後
妻
打
ち
〉
と
は
、

前
妻
が
後
妻
に
暴
力
を
ふ
る
う
と
い
う
も
の
で
、
妻
の
座
が
移
行
す
る
た

め
の
あ
る
種
の
通
過
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。林
田
氏
は
、

こ
の
〈
後
妻
打
ち
〉
の
語
や
そ
れ
に
相
当
す
る
出
来
事
が
、『
梁
塵
秘
抄
』

巻
二
・
三
七
八
、『
宝
物
集
』、『
台
記
』
康
治
二
年
一
一
月
七
日
条
、『
権
記
』

寛
弘
七
年
二
月
一
八
日
条
、『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
九
年
二
月
二
五
日
条

な
ど
の
記
事
に
見
え
る
こ
と
を
紹
介
し
、『
源
氏
物
語
』
が
成
立
し
た
と

さ
れ
る
寛
弘
五
年
当
時
、「
後
妻
打
ち
を
是
と
し
て
許
容
す
る
一
般
認
識
」

が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
そ
の
上
で
、
そ
う
い
っ
た
通
過
儀
礼
に

耐
え
き
れ
ず
、
生
霊
化
し
て
し
ま
っ
た
六
条
御
息
所
の
情
念
を
描
い
て
い

く
と
こ
ろ
に
「
物
語
作
者
の
手
腕
」
が
認
め
ら
れ
る
と
結
論
づ
け
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
各
種
の
文
献
に
よ
っ
て
〈
後
妻
打
ち
〉
の
習
俗
が

紹
介
さ
れ
、
な
か
で
も
『
権
記
』
や
『
御
堂
関
白
記
』
と
い
っ
た
古
記
録

の
記
事
が
動
員
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
習
俗
が
寛
弘
年
間
に
も
行
わ
れ
て

い
た
蓋
然
性
が
高
ま
り
、
そ
れ
を
疑
う
声
も
封
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
一
一
世
紀
初
頭
と
い
う
特
定
の
時
期
に
お
け
る
一
回
性
的
な
成
立
の
秘

密
」
を
「
歴
史
的
に
解
明
」
せ
よ
と
い
う
注
文
に
応
え
る
民
俗
学
的
研
究

の
一
つ
の
姿
が
こ
こ
に
示
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　

こ
こ
で
も
う
一
つ
、「
沓
を
め
ぐ
っ
て
の
伝
承
─
伊
勢
物
語
六
十
五
段

を
中
心
に
─
」（
著
作
集
第
四
巻
所
収
）
と
い
う
論
考
を
取
り
上
げ
て
お

き
た
い
。
こ
れ
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
六
五
段
に
お
い
て
、
男
が
女
の
家

を
訪
れ
た
際
に
、
自
分
の
履
い
て
き
た
「
沓
」
を
投
げ
入
れ
る
と
い
う
行

為
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
行
為
の
持
つ
意
味
を
民
俗
学
的

に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
林
田
氏
は
、
草
履
や
下
駄
な
ど
の
履
物
が
婚

姻
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
民
俗
事
例
を
紹
介
し
、『
伊
勢
物
語
』
の
沓

を
投
げ
入
れ
る
男
の
行
為
に
は
求
婚
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
説

く
。
氏
は
更
に
、「
こ
の
よ
う
な
民
俗
資
料
の
み
で
論
断
す
る
こ
と
は
、

極
力
さ
し
ひ
か
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
物
語
の
享
受

層
が
平
安
以
来
、
永
く
上
流
社
会
の
人
々
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
」
と
し
て
、
平
安
期
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
婚
姻
の
際
に
行
わ

れ
た
〈
沓
取
り
の
儀
〉
を
俎
上
に
載
せ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
、
婿
の
足
が
嫁
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の
も
と
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
祈
願
し
て
、
婚
礼
の
期
間
中
、
婿
の
履
い
て

来
た
沓
を
嫁
の
両
親
が
夜
ご
と
に
抱
い
て
寝
る
と
い
う
も
の
で
、『
江
家

次
第
』、『
栄
花
物
語
』
巻
三
四
、『
行
親
卿
記
』
長
暦
元
年
一
二
月
一
三

日
条
な
ど
の
記
事
に
見
え
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
伝
承
と
作

品
の
接
点
が
史
実
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た

実
証
的
な
手
続
き
は
確
か
に
論
の
強
度
を
増
す
こ
と
に
寄
与
し
て
お
り
、

手
堅
い
印
象
を
与
え
も
す
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
論
証
の
過
程
で
差
し

挟
ま
れ
て
く
る
次
の
よ
う
な
一
節
に
出
会
っ
た
時
に
、
思
わ
ず
胸
が
高
鳴

る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

沓
と
婚
姻
と
が
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り

で
あ
る
。
有
名
な
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
を
み
て
も
シ
ン
デ
レ
ラ
の
落
と

し
て
い
っ
た
小
さ
な
ガ
ラ
ス
の
沓
が
縁
と
な
り
、
姫
は
め
で
た
く
王

子
と
結
ば
れ
る
。 

（
著
作
集
第
四
巻
、
三
〇
頁
）

　

い
く
つ
も
の
史
料
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
立
て
ら
れ
た
仮
説
は
史
実

に
囲
ま
れ
て
ゆ
き
、
物
語
作
者
の
脳
裏
に
伝
承
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
限
り
な
く
現
実
の
も
の
と
化
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
お
と
ぎ

話
を
例
に
挙
げ
て
説
明
し
て
も
ら
っ
た
方
が
私
に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ

ら
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
理
屈
と
い
う
よ
り
、
実
感
に
近
い
も
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
民
俗
学
的
研
究
の
魅
力
と
は
、
も
し
か
し
た
ら
そ

ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
て
く
る
。

　

先
に
私
は
、
民
俗
学
的
研
究
に
対
す
る
秋
山
氏
の
批
判
を
「
共
時
的
な

発
想
の
も
と
に
見
え
て
く
る
風
景
を
通
時
的
な
視
点
で
説
明
し
ろ
と
い
う

無
理
な
注
文
」
と
評
し
た
。
通
時
的
な
視
点
と
は
、
歴
史
と
い
う
時
間
軸

を
指
標
に
し
て
出
来
事
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
留
意
す
べ
き
は
、

こ
の
場
合
の
時
間
が
過
去
か
ら
現
在
へ
と
変
化
し
続
け
る
不
可
逆
な
シ
ー

ク
エ
ン
ス
と
し
て
展
望
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
変
化
の
連

続
相
に
あ
っ
て
、出
来
事
も
ま
た
、次
の
瞬
間
に
は
過
去
の
も
の
と
な
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
一
回
性
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
れ
に

対
し
て
共
時
的
な
視
点
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
は
、
時
間
軸
の

上
で
は
な
く
、
あ
る
体
系
の
中
で
出
来
事
を
位
置
づ
け
る
こ
と
だ
と
言
え

よ
う
。
こ
の
時
、
出
来
事
の
持
つ
意
味
は
単
独
で
は
測
れ
ず
、
そ
の
体
系

の
中
で
い
か
な
る
構
成
要
素
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら

説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
留
意
す
べ
き
は
、
こ
う
い
っ
た
分
析
が
原
理

的
に
は
体
系
を
俯
瞰
す
る
こ
と
で
し
か
行
え
ず
、
し
た
が
っ
て
変
化
を
扱

え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
全
体
の
構
造
の
中
で
の
役
割
で

あ
り
、
個
々
の
要
素
（
出
来
事
）
が
ど
の
よ
う
な
順
番
で
継
起
し
た
か
は

あ
ま
り
意
味
が
な
い
。

　

試
み
に
、
婚
姻
の
ル
ー
ル
を
顧
み
て
み
よ
う
。
西
洋
の
王
国
と
東
洋
の

島
国
で
婚
姻
に
沓
（
靴
）
が
介
在
す
る
と
い
う
類
似
し
た
現
象
が
観
察
さ

れ
た
と
す
る
。
こ
の
時
、（
Ａ
）
こ
の
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
た
時
期
を
特
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定
し
、
先
後
関
係
を
見
極
め
た
う
え
で
伝
播
の
過
程
を
調
べ
よ
う
と
す
る

の
が
通
時
的
な
視
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、（
Ｂ
）
人
類
が
営
む
共
同

体
で
は
、
洋
の
東
西
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
の
ル
ー
ル
が
生
ま
れ
る
と
い
う

前
提
に
立
ち
、
王
国
や
島
国
に
共
通
す
る
婚
姻
の
構
造
を
抽
出
し
よ
う
と

す
る
の
が
共
時
的
な
視
点
で
あ
る
。（
Ａ
）
は
西
洋
と
東
洋
を
先
後
関
係

で
分
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
も
す
る
と
そ
れ
は
優
劣
の
関
係
へ

と
置
き
換
え
ら
れ
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
」
の
危
う
さ
、
乃
至

は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
を
相
対
化
す
る
も
の
と
し
て
、（
Ｂ
）
の
共
時

的
な
視
点
は
有
効
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
共
時
的
な
視
点
は
し
た

が
っ
て
、
何
か
を
特
権
的
に
扱
う
こ
と
に
は
不
向
き
な
方
法
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

普
遍
的
な
構
造
は
汎
用
性
に
富
む
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
手
に
入
れ

る
過
程
で
個
別
具
体
的
な
要
素
を
捨
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
林
田
氏

の
抽
出
し
た
「
沓
と
婚
姻
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
隘
路
に
陥
っ
て
い
た

『
伊
勢
物
語
』
六
五
段
の
解
釈
を
見
事
に
読
み
解
く
回
路
を
開
く
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
論
を
展
開
す
る
過
程
で
『
源
氏
物
語
』「
常
夏
」

巻
に
描
か
れ
て
い
る
光
源
氏
と
玉
鬘
の
会
話
、
催
馬
楽
「
貫
河
」
の
詞
章
、

『
枕
草
子
』
五
六
段
の
方
弘
の
逸
話
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
次
々
に
通

行
と
は
異
な
る
解
釈
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と

は
す
な
わ
ち
、
こ
の
論
考
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
可

能
性
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
翻
っ
て
そ
れ
は
、
本

論
が
『
伊
勢
物
語
』
論
と
し
て
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性

を
低
減
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
う
考
え
た
時
、
本

論
は
「
沓
と
婚
姻
」
を
め
ぐ
る
民
俗
の
研
究
へ
と
収
斂
し
て
い
く
過
程
に

あ
る
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
、
林
田
氏
の
研
究
方
法
の
特
徴
は

民
俗
学
の
知
見
を
導
入
す
る
点
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
は
折
口
信
夫
や
高
崎

正
秀
な
ど
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
た
学
統
を
継
承
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た

わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
本
著
作
集
の
全
体
統
括
を
担

当
し
た
竹
内
正
彦
氏
の
発
言
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

学
統
の
継
承
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
研
究
方
法
を
模
倣
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
ま
し
て
や
先
師
の
考
え
や
説
を
墨
守
す
る
こ
と
で
は
な

い
。
学
統
の
継
承
と
は
、
師
や
そ
の
師
た
ち
の
精
神
を
わ
が
精
神
と

し
な
が
ら
、
不
断
に
そ
の
方
法
を
問
い
直
し
つ
つ
、
師
や
そ
の
師
た

ち
が
め
ざ
し
た
、
さ
ら
に
そ
の
先
を
め
ざ
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
け
っ
し
て
生
や
さ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
学
統
に
対
す
る

厳
し
い
批
判
を
も
含
め
て
引
き
受
け
る
覚
悟
と
、
学
統
に
対
す
る
揺

ら
ぐ
こ
と
の
な
い
自
負
が
な
け
れ
ば
、
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
林
田
先
生
は
そ
れ
を
選
び
と
り
、
ご
自
身
の
研
究
の
中
核
に

据
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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（
著
作
集
第
四
巻
「
編
集
後
記
」、
三
五
一
頁
）

　

何
気
な
く
頁
を
め
く
っ
て
い
た
私
が
思
わ
ず
目
を
留
め
た
の
が
、「
学

統
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
を
も
含
め
て
引
き
受
け
る
覚
悟
」
と
あ
る
一
節

で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
通
り
、『
源
氏
物
語
必
携
Ⅱ
』
で
林
田
氏
に
宛

が
わ
れ
た
項
目
は
「
作
為
と
伝
承
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
必
携
』
シ
リ
ー

ズ
が
寿
命
の
長
い
書
物
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
勢
い
、
こ
の
術
語
が
林

田
氏
の
名
前
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
巷
間
に
流
布
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た

が
、
こ
れ
は
折
口
信
夫
の
『
源
氏
物
語
』
観
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
「
伝
承

性
と
、
作
為
性
」
と
い
う
言
葉
を
承
け
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
語
順
が
変

更
さ
れ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
林
田
氏
の
民
俗
学
的
研
究
は
「
作
為
」
の

も
と
に
「
伝
承
」
が
説
明
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
あ
く
ま
で
も
『
源
氏
物
語
』

の
作
品
論
と
し
て
発
信
さ
れ
て
き
た
。
果
た
し
て
そ
の
こ
と
が
い
か
に
論

を
制
約
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
。
私
か
ら
す
れ
ば
、「
伝
承
」
よ
り
も
「
作

為
」
こ
そ
、
ま
さ
に
く
び
き
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
困
難
な
道

の
方
を
あ
え
て
選
び
、
文
献
資
料
に
よ
っ
て
民
俗
学
的
な
解
釈
の
妥
当
性

を
担
保
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
模
索
し
、
林
田
氏
は
『
源
氏
物
語
』
研

究
の
現
場
に
適
応
し
て
き
た
。
研
究
を
領
導
す
る
方
法
論
が
見
当
た
ら
ぬ

現
在
の
状
況
を
顧
み
る
に
、
民
俗
学
的
研
究
に
よ
っ
て
不
可
視
の
シ
ス
テ

ム
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
林
田
氏
の
足
跡
を
追
体
験
で
き
る
本
著
作
集
の

刊
行
は
、
時
宜
を
得
た
企
画
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
Ａ
５
判
上
製
函
入
、
第
一
～
四
巻
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
二
一
年
五
月

発
行
、
定
価
各
巻
五
七
〇
〇
円
＋
税
）


