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久
下
裕
利
著

『
源
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物
語
の
記
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時
代
と
の
交
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』
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久
下
裕
利
氏
の
新
著
『
源
氏
物
語
の
記
憶
─
時
代
と
の

交
差
』
は
総
頁
六
一
六
頁
に
及
ぶ
大
著
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
大
著
の
刊
行
は
、
僭
越
な
物
言
い
を
許
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
久
下
氏
の
研
究
に
か
け
る
旺
盛
な
情
熱
と
た
ゆ

ま
ぬ
精
進
を
何
よ
り
も
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

前
著
『
王
朝
物
語
文
学
の
研
究
』
の
刊
行
が
二
〇
一
二
年

五
月
で
あ
り
、
五
年
足
ら
ず
の
歳
月
の
う
ち
に
、
こ
の
著

作
が
刊
行
さ
れ
た
の
だ
っ
た
（
因
み
に
、
前
書
も
総
頁
六
六

〇
頁
の
大
著
で
あ
る
）。
一
方
で
、
こ
の
間
も
久
下
氏
は
編

者
と
し
て
多
く
の
著
作
、
論
文
集
を
世
に
送
り
出
し
て
き

た
。
そ
こ
に
は
久
下
氏
の
論
文
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。
本

務
校
の
教
育
活
動
も
あ
っ
た
多
忙
な
中
で
本
書
に
掲
載
さ

れ
た
論
文
は
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
久
下
氏
の

編
集
し
た
論
文
集
で
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
若
手

研
究
者
は
少
な
く
な
い
が
（
久
下
氏
の
編
集
は
テ
ー
マ
や
執

筆
者
の
選
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
に
執
筆
者
が
提
出
し
た
論
文

に
加
筆
修
正
を
求
め
る
な
ど
、
物
言
う
編
者
と
し
て
知
ら
れ
る
）、

そ
の
よ
う
な
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
の
顔
以
上
に
、
研

究
者
と
し
て
第
一
線
で
貴
重
な
提
言
を
重
ね
て
い
る
の
は

畏
敬
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
久
下
氏
の
活
発

な
学
術
活
動
を
支
え
て
き
た
の
が
本
誌
「
学
苑
」
で
あ
る

こ
と
も
特
筆
す
べ
き
だ
ろ
う
。
本
書
に
収
め
ら
れ
た
十
九

編
の
論
考
の
う
ち
、
十
一
編
ま
で
が
初
出
誌
は
「
学
苑
」

で
あ
る
。
前
著
の
新
刊
紹
介
で
横
井
孝
氏
が
そ
の
著
書
の

す
ぐ
れ
た
統
一
性
に
言
及
し
て
お
ら
れ
た
が
（
第
八
七
六

号
）、
久
下
氏
が
著
書
に
ま
と
め
る
こ
と
を
企
図
し
つ
つ
、

本
誌
に
一
つ
一
つ
の
論
考
を
積
み
重
ね
て
ゆ
か
れ
た
こ
と

は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
一
著
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
き
に
、

個
々
の
論
文
間
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
が
際
立
つ
の
も
、

久
下
氏
の
周
到
な
計
画
の
賜
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
俯
瞰

的
な
視
点
か
ら
自
己
の
研
究
を
体
系
的
に
積
み
上
げ
よ
う

と
す
る
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
さ
て
本
書
は
大
き
く
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
Ⅰ

『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
記
憶
、
Ⅱ
後
期
物
語
の
記
憶
、

Ⅲ
道
長
・
頼
通
時
代
の
記
憶
、
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
内

容
を
紹
介
す
る
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
い
き
お
い
本

稿
の
執
筆
者
の
関
心
に
左
右
さ
れ
、
有
益
な
考
察
の
ご
く

一
部
し
か
言
及
で
き
な
い
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　
Ⅰ
は
五
章
か
ら
成
る
。
執
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
第

一
章
「
宇
治
十
帖
の
表
現
位
相
」、
第
二
章
「
匂
宮
三
帖

と
宇
治
十
帖
」、
第
三
章
「
宇
治
十
帖
の
執
筆
契
機
」
の

三
部
作
と
も
い
う
べ
き
論
考
で
あ
る
。
久
下
氏
は
宇
治
十

帖
が
一
条
朝
を
時
代
背
景
と
し
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

『
紫
式
部
日
記
』
と
の
関
わ
り
を
読
み
込
む
。
久
下
氏
の

論
説
の
特
徴
は
、『
源
氏
物
語
』
と
『
紫
式
部
日
記
』
と

が
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
等
価
な
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
の
読
み
が
相
互
の
作
品
の
読
み
を
深
め
て
い

く
と
い
う
構
造
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
通
常
、『
日
記
』

と
『
物
語
』
の
関
係
は
い
ず
れ
か
を
主
と
し
、
い
ず
れ
か

を
従
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
対

等
な
関
係
の
中
で
論
じ
ら
れ
、
叙
述
の
響
き
合
い
の
底
に

作
者
の
思
念
の
深
ま
り
が
探
求
さ
れ
て
い
く
と
い
う
恰
好

で
あ
る
。

　
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
紫
式
部
日
記
』
の
「
中
務
の
宮

わ
た
り
の
御
こ
と
を
、
御
心
に
入
れ
て
、
そ
な
た
の
心
よ

せ
あ
る
人
と
お
ぼ
し
て
、
か
た
ら
は
せ
た
ま
ふ
も
、
ま
こ

と
に
心
の
う
ち
は
、
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
お
ほ
か
り
」
と
い

う
一
文
は
、
従
来
も
長
男
頼
通
と
具
平
親
王
女
隆
姫
と
の

結
婚
に
つ
い
て
、
道
長
が
具
平
親
王
に
縁
故
あ
る
紫
式
部

に
相
談
し
た
記
述
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
吐
露
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さ
れ
た
紫
式
部
の
屈
折
し
た
思
い
が
奈
辺
か
ら
来
る
も
の

な
の
か
必
ず
し
も
分
明
で
は
な
い
。
久
下
氏
は
常
陸
宮
の

娘
末
摘
花
の
「
を
こ
」
物
語
の
創
作
が
か
つ
て
の
主
筋
で

あ
っ
た
親
王
家
の
人
々
を
刺
激
し
反
発
を
招
い
て
い
た
と

見
る
。
さ
ら
に
久
下
氏
は
寛
弘
六
年
正
月
以
降
の
『
日
記
』

記
録
記
述
の
中
断
か
ら
消
息
的
部
分
へ
の
展
開
の
要
因
を

寛
弘
六
年
七
月
の
具
平
親
王
薨
去
に
探
る
。
こ
の
薨
去
は

一
方
で
『
源
氏
物
語
』
の
筆
の
行
方
に
も
影
響
を
与
え
、

宇
治
十
帖
の
新
た
な
展
開
に
繋
が
っ
て
い
た
と
推
論
す
る
。

　
具
平
親
王
と
紫
式
部
と
の
関
係
は
既
に
若
き
日
具
平
親

王
家
に
出
仕
し
て
い
た
可
能
性
を
説
く
論
や
初
期
の
物
語

の
創
作
が
具
平
親
王
家
で
な
さ
れ
て
い
た
と
す
る
論
な
ど

が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
娘
達
（
頼
通
妻
隆
姫
、
敦
康
親
王
妻
、

後
年
教
通
妻
と
な
っ
た
斎
宮
嫥
子
）
や
道
長
の
五
女
尊
子
を

め
と
り
村
上
源
氏
隆
盛
の
礎
を
築
い
た
息
子
師
房
な
ど
の

子
供
達
の
活
躍
も
含
め
て
、
具
平
親
王
が
後
代
に
残
し
た

影
響
は
大
き
い
。
具
平
親
王
は
時
代
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の

一
人
で
あ
り
、
久
下
氏
の
宇
治
十
帖
の
世
界
と
絡
め
て
の

立
論
は
、
貴
重
な
成
果
で
あ
ろ
う
。
本
書
所
収
の
論
文
全

て
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
、
久
下
氏
の
論
法
は
文
学
の
成

立
や
表
現
さ
れ
た
世
界
を
歴
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
援

用
し
な
が
ら
、
作
者
の
思
念
や
、
作
者
と
享
受
さ
れ
た
サ

ロ
ン
の
人
間
関
係
、
そ
の
政
治
的
、
文
化
的
な
位
置
か
ら

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
捉
え
直
す
と
こ
ろ
に
特
質
が
あ
り
、
こ

こ
で
も
宇
治
十
帖
の
世
界
を
新
た
な
視
点
か
ら
照
射
し
て

い
る
。

　
Ⅱ
は
五
章
か
ら
成
る
。
久
下
氏
の
研
究
の
出
発
点
で
あ

っ
た
平
安
後
期
物
語
の
論
考
を
集
め
る
。
第
一
章
「
後
期

物
語
創
作
の
基
点
」
は
『
信
明
集
』
に
記
さ
れ
た
信
明
と

中
務
と
の
贈
答
に
使
わ
れ
た
「
同
じ
心
」
が
彰
子
中
宮
の

サ
ロ
ン
間
で
共
有
さ
れ
た
こ
と
を
説
き
つ
つ
、『
信
明
集
』

享
受
を
出
発
点
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
か
ら
大
弐
三
位
と

定
頼
と
の
贈
答
歌
、『
更
級
日
記
』、『
堤
中
納
言
物
語
』「
花

桜
折
る
中
将
」
へ
と
表
現
が
連
鎖
す
る
状
況
を
浮
上
さ
せ
、

ジ
ャ
ン
ル
を
越
境
す
る
、
一
つ
の
表
現
史
を
辿
る
。
第
五

章
「
物
語
の
事
実
性
・
事
実
の
物
語
性
」
は
事
実
に
し
ろ

虚
偽
に
し
ろ
物
語
の
題
材
を
収
集
す
る
上
臈
女
房
も
含
む

女
房
集
団
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
介
在
を
説
き
、
そ
の
集
団

が
物
語
創
作
に
参
画
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
説
く
。

サ
ロ
ン
文
学
と
し
て
の
平
安
文
学
を
考
え
る
と
き
、
こ
の

視
点
は
有
益
で
あ
ろ
う
。

　
Ⅲ
は
八
章
と
【
付
載
】
論
文
一
編
か
ら
成
る
。
第
一
章

「
生
き
残
っ
た
『
枕
草
子
』」
は
『
枕
草
子
』
の
生
成
と
そ

の
後
の
享
受
を
人
間
関
係
の
網
の
目
か
ら
考
究
す
る
も
の

で
、
時
代
の
中
で
こ
の
作
品
が
い
か
に
受
け
継
が
れ
て
い

っ
た
か
（
生
き
残
っ
た
か
）
を
論
じ
、
当
該
作
品
の
価
値

を
享
受
史
か
ら
位
置
づ
け
た
成
果
で
あ
る
。
第
六
章
「
道

長
・
頼
通
時
代
の
受
領
た
ち
」、
第
七
章
「
大
宰
大
弐
・

権
帥
に
つ
い
て
」、
第
八
章
「
王
朝
歌
人
と
陸
奥
守
」
は

い
ず
れ
も
こ
の
時
代
の
新
興
勢
力
で
あ
っ
た
受
領
が
そ
れ

ぞ
れ
の
任
国
や
置
か
れ
た
環
境
に
よ
っ
て
付
帯
し
て
い
た

特
質
を
文
学
、
史
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
博
捜
か
ら
導

き
だ
し
、
作
品
の
新
た
な
読
み
に
還
元
し
て
い
る
。

　
以
上
浩
瀚
な
書
の
ご
く
一
部
を
な
ぞ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

久
下
氏
の
論
文
は
多
く
の
文
学
・
歴
史
資
料
を
考
察
の
対

象
と
し
、
そ
の
視
野
の
広
さ
は
際
立
っ
て
い
る
が
、
先
行

研
究
へ
の
目
配
り
も
周
到
で
あ
る
。
最
新
の
論
考
に
至
る

ま
で
、
久
下
氏
は
実
に
多
く
の
論
文
に
眼
を
通
し
、
若
手

か
ら
さ
ら
に
久
下
氏
と
方
法
論
を
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
研

究
者
の
論
文
ま
で
注
に
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
研

究
歴
が
長
く
な
る
ほ
ど
怠
り
が
ち
で
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
ひ
と
こ
と
。
例
え
ば
Ⅲ
第
三
章
「
そ
の
後
の
道

綱
」
で
、
久
下
氏
は
道
綱
が
源
頼
光
の
婿
で
あ
っ
た
こ
と

に
言
及
し
、
さ
ら
に
頼
光
と
そ
の
父
満
仲
一
統
は
花
山
天

皇
出
奔
事
件
や
伊
周
流
罪
事
件
に
常
に
関
わ
っ
た
武
装
集

団
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
内
裏
の
賭

弓
で
射
手
と
し
て
活
躍
す
る
少
年
時
代
の
道
綱
を
点
描
し

て
い
る
が
、
そ
の
記
述
に
も
触
れ
つ
つ
、
道
綱
の
武
闘
派

的
な
資
性
を
久
下
氏
は
示
唆
的
に
述
べ
て
い
る
。
本
書
は

細
部
に
至
る
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
独
自
性
の
高
い
指
摘
と

着
想
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
尽
き
せ
ぬ
ヒ
ン
ト
を
与

え
て
く
れ
る
豊
潤
な
書
で
あ
り
、
細
部
ま
で
気
が
抜
け
な

い
、
一
筋
縄
で
は
い
か
ぬ
手
強
い
書
で
も
あ
る
。
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