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紹

介
越
野
優
子
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﹃
国
冬
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源
氏
物
語
論
﹄

寺

田

伝

本
書
は
︑
現
在
︑
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
が
所
蔵
す
る
︑
国
冬
本
源

氏
物
語
を
対
象
と
し
て
︑
そ
の
物
語
世
界
の
読
解
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
︒

国
冬
本
源
氏
物
語
︑
全
五
十
四
帖
の
う
ち
十
二
帖
は
鎌
倉
後
期
書
写
と
推
測

さ
れ
︑
青
表
紙
本
・
河
内
本
を
遡
る
可
能
性
を
も
つ
伝
本
と
し
て
注
目
さ
れ

る
が
︑
越
野
氏
は
国
冬
本
源
氏
物
語
そ
の
も
の
を
読
み
解
い
て
ゆ
こ
う
と
試

み
る
︒
ま
ず
は
︑
そ
の
目
次
を
示
す
︒

第
�
章

国
冬
本
源
氏
物
語
の
研
究
の
位
置
付
け

第
�
章

作
品
論
的
視
座
か
ら
︱
国
冬
本
少
女
巻
を
中
心
に

第
�
章

人
物
論
的
視
座
か
ら
︱
国
冬
本
鈴
虫
巻
を
中
心
と
し
た
女
三
宮

に
つ
い
て

第
�
章

和
歌
論
的
視
座
か
ら
︱
国
冬
本
藤
裏
葉
巻
を
め
ぐ
っ
て

第
�
章

象
徴
的
視
座
か
ら
︱
本
文
研
究
と
象
徴
と
の
接
点

第
�
章

享
受
史
的
視
座
か
ら
︱
国
冬
本
と
物
語
内
部
︑
そ
し
て
外
部
へ

第
�
章

翻
訳
論
的
視
座
か
ら

第
	
章

注
釈
論
的
視
座
か
ら
︱
桐
壷
・
少
女
・
野
分
・
柏
木
・
鈴
虫
巻

の
物
語
世
界
を
中
心
に

第


章

統
計
論
的
視
座
か
ら
︱
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
み
た
国

冬
本
の
特
異
性

右
の
一
覧
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
著
者
は
実
に
様
々
な
視
点
か
ら
︑
国
冬

本
の
物
語
世
界
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
︒
以
下
︑
各
章
の
概
要
を
記
し
た

い
︒第

�
章
で
は
︑
国
冬
本
源
氏
物
語
に
つ
い
て
の
研
究
状
況
を
概
観
す
る
︒

国
冬
本
は
︑
岡
嶌
偉
久
子
氏
や
工
藤
重
矩
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
︑
錯
簡
や
誤
写
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
存
在
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ

う
な
瑕
疵
を
含
ん
だ
本
文
に
よ
っ
て
も
︑
源
氏
物
語
が
読
ま
れ
て
い
た
と
い

う
事
実
は
無
く
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑
国
冬
本

源
氏
の
物
語
世
界
を
突
き
詰
め
よ
う
と
す
る
著
者
の
立
場
を
表
明
す
る
︒

第
�
章
は
︑
少
女
巻
を
取
り
上
げ
る
︒
少
女
巻
は
︑
途
中
︑
帚
木
巻
が
混

入
す
る
な
ど
明
ら
か
な
錯
簡
が
み
ら
れ
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
巻

で
あ
る
が
︑
著
者
は
︑
大
学
博
士
・
夕
霧
・
源
氏
邸
宅
に
お
け
る
国
冬
本
の

描
写
に
焦
点
を
あ
て
︑
そ
れ
ら
を
﹁
始
原
的
な
源
氏
物
語
少
女
巻
の
世
界
﹂

と
評
価
す
る
︒

第
�
章
に
お
い
て
検
討
の
対
象
と
な
る
鈴
虫
巻
は
︑
女
三
宮
の
出
家
が
語

ら
れ
る
巻
で
あ
り
︑
国
冬
本
に
は
女
三
宮
に
か
か
わ
る
多
く
の
独
自
本
文
が

み
ら
れ
る
︒
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑﹁
中
心
よ
り
周
辺
に
目
配
り
を

し
︑
源
氏
を
支
え
る
人
々
に
焦
点
を
当
て
る
﹂
傾
向
に
着
目
し
︑
女
三
宮
の

﹁
大
島
本
で
は
描
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
︑
苦
悩
の
深
さ
と
そ
の
結
果
と

し
て
の
内
面
の
成
長
﹂
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

第
�
章
は
︑
藤
裏
葉
巻
に
お
い
て
︑
国
冬
本
が
独
自
本
文
を
有
す
る
和
歌

四
首
を
検
討
す
る
︒
一
例
と
し
て
︑
国
冬
本
の
﹁
露
け
き
秋
﹂
と
あ
る
独
自

本
文
は
︑
他
諸
本
で
は
﹁
露
け
き
春
﹂
と
あ
る
︒﹁
露
﹂
は
秋
の
景
物
と
し

て
一
般
的
で
あ
り
︑
こ
こ
は
源
氏
物
語
の
革
新
的
な
和
歌
表
現
と
も
い
え
よ
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う
が
︑
一
方
で
︑
国
冬
本
の
和
歌
表
現
が
伝
統
的
な
規
範
を
保
っ
て
い
る
こ

と
を
他
の
用
例
を
も
参
照
し
て
明
ら
か
に
す
る
︒

第
�
章
で
は
︑
い
わ
ゆ
る
源
氏
の
﹁
命
名
伝
承
の
二
重
化
﹂
が
み
え
る
桐

壺
巻
を
取
り
上
げ
る
が
︑
た
だ
し
︑
国
冬
本
に
は
﹁
高
麗
人
﹂
に
よ
る
命
名

の
部
分
が
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
国
冬
本
独
自
の
物
語
本
文
を
﹁
世
の
人

の
称
揚
﹂
の
み
に
よ
る
﹁
主
人
公
の
賞
賛
の
世
界
そ
の
ま
ま
の
論
理
で
生
ま

れ
た
象
徴
的
美
称
﹂
と
意
味
付
け
て
い
る
︒

第
�
章
で
は
︑
柏
木
と
い
う
呼
称
が
︑
享
受
者
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
こ

と
を
国
冬
本
も
参
照
し
な
が
ら
考
察
し
︑
さ
ら
に
源
氏
の
呼
称
に
つ
い
て
も

﹃
須
磨
源
氏
﹄﹃
花
鳥
風
月
﹄︑
あ
る
い
は
海
外
の
翻
訳
テ
キ
ス
ト
も
含
め
て

検
討
す
る
︒
越
野
氏
は
︑
本
学
を
卒
業
後
︑
海
外
で
教
鞭
を
と
ら
れ
て
お
り
︑

現
在
は
中
国
の
福
州
大
学
に
所
属
さ
れ
て
い
る
︒
海
外
の
日
本
文
学
研
究
者

な
ら
で
は
の
視
点
を
研
究
に
取
り
入
れ
な
が
ら
︑
論
は
さ
ら
に
展
開
し
て
ゆ

く
︒第

�
章
で
は
︑
国
冬
本
ば
か
り
で
な
く
︑
享
受
作
品
と
し
て
の
源
氏
絵
や

韓
国
語
版
﹃
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
﹄
と
対
象
を
広
げ
て
︑
そ
の
差
異
を
明
ら
か

に
す
る
︒
皇
室
へ
の
呼
称
の
問
題
な
ど
は
︑
日
韓
の
文
化
の
相
違
が
明
確
に

表
れ
て
お
り
興
味
深
い
が
︑
そ
れ
で
も
な
お
源
氏
物
語
の
多
様
な
世
界
の
一

つ
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
提
言
す
る
︒

第
	
章
に
お
い
て
︑
国
冬
本
の
物
語
世
界
が
明
確
に
表
れ
る
箇
所
を
中
心

に
︑
越
野
氏
に
よ
っ
て
注
釈
が
加
え
ら
れ
る
︒
国
冬
本
が
﹁
特
異
な
世
界
﹂

を
有
し
て
い
る
こ
と
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
世
界
観
が
各
々
の

巻
で
完
結
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
︑
そ
の
書
写
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
も

取
り
合
わ
せ
本
で
あ
っ
た
可
能
性
も
思
わ
せ
る
︒

さ
ら
に
︑
第


章
に
お
い
て
は
︑
近
年
の
本
文
研
究
に
お
け
る
最
新
の
手

法
を
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
︑
本
文
を
デ
ー
タ
化
し
統
計
学
的
手
法
に

よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
国
冬
本
の
独
自
性
を
よ
り
一
層
浮
き
彫
り

に
し
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
越
野
氏
は
︑
国
冬
本
に
は
じ
ま
り
様
々
な
視
座
か
ら
︑

源
氏
物
語
世
界
の
広
が
り
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
︒
今
後
︑
日

本
古
典
文
学
を
海
外
へ
発
信
す
る
際
に
は
︑
本
書
で
示
さ
れ
た
物
語
世
界
の

多
様
性
が
そ
の
指
針
と
な
ろ
う
︒
な
お
︑
越
野
氏
は
海
外
に
お
け
る
日
本
古

典
文
学
の
教
育
状
況
に
つ
い
て
︑
近
年
﹁
日
本
古
典
文
学
の
授
業
の
現
況
と

課
題
﹂︵﹁
研
究
と
資
料
﹂

号
︑
平
成

年
︶︑﹁
中
国
に
お
け
る
日
本
古
典

74

27

文
学
へ
の
一
考
察
〝
弱
水
三
千
〟
か
ら
展
開
す
る
日
中
語
の
差
異
を
中
心
に

︱
﹂︵﹁
詞
林
﹂

号
︑
平
成

年
︶
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
わ

59

28

せ
て
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
武
蔵
野
書
院
︑
二
〇
一
六
年
九
月
︑
二
五
八
頁
︑
九
︐
五
〇
〇
円
︶

︵
て
ら
だ
・
つ
た
う

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
日
本
学
術
振
興
会
特

別
研
究
員
︶
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