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二
〇
〇
八
年
は
『
源
氏
物
語
』
が
歴
史
上
に
確
認
さ
れ
た
年
か
ら
数
え
て
千
年
目
に
あ
た
り
、
京
都
を
中
心
と
し
て
各
地
で
「
源
氏
物

語
千
年
紀
」
に
関
連
し
た
イ
ベ
ン
ト
が
行
な
わ
れ
た
。
本
学
で
の
「
源
氏
物
語
千
年
紀
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
も
、
そ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト

の
一
環
で
あ
っ
た
が
、
千
年
紀
の
最
後
を
締
め
く
く
る
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
今
回
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
は
魅
力
的
な
御
講
演
を
拝
聴
し
、
『
源
氏
物
語
」
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
単
に
文
学
と
し
て
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
幅
広
い
享

受
の
あ
り
方
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
千
人
を
越
え
る
来
場
者
の
方
々
も
、
そ
う
し
た
新
し
い
『
源
氏
物
語
』
の
魅
力

を
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
基
調
講
演
は
、
佐
野
み
ど
り
本
学
文
学
部
教
授
に
よ
る
「
記
憶
の
絵
画
ー
源
氏
物
語
と
造
形
－
　
源
氏
物
語
の
う
ち

な
る
絵
画
」
と
、
ゲ
ス
ト
と
し
て
お
迎
え
し
た
三
田
村
雅
子
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
教
授
に
よ
る
「
源
氏
物
語
の
木
々
1
家
の
繁
栄
と
衰

亡
1
」
で
あ
っ
た
。
佐
野
先
生
の
御
講
演
は
、
『
源
氏
物
語
』
内
部
に
見
ら
れ
る
絵
画
に
ま
つ
わ
る
表
現
か
ら
、
実
際
の
『
源
氏
物
語
』

の
絵
画
化
ま
で
、
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
発
端
に
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
物
語
が
絵
画
化
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
お
話

で
あ
っ
た
。
物
語
の
本
文
が
絵
画
の
内
容
を
規
定
す
る
様
相
や
、
絵
画
の
定
型
化
と
記
憶
の
問
題
、
絵
画
と
本
文
の
重
な
り
が
新
た
な
絵
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画
の
創
出
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
な
ど
、
物
語
と
絵
画
の
関
係
性
の
深
さ
を
お
話
し
い
た
だ
い
た
。

　
一
方
、
三
田
村
雅
子
先
生
の
御
講
演
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
た
木
々
に
つ
い
て
、
「
蔭
」
や
「
根
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら

読
み
解
か
れ
た
。
物
語
が
物
語
内
の
過
去
を
引
用
し
、
そ
の
引
用
さ
れ
た
過
去
の
時
間
が
繰
り
返
し
「
蔭
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の

「
蔭
」
1
1
権
力
の
庇
護
を
失
っ
た
宇
治
十
帖
の
世
界
に
お
い
て
は
、
木
の
根
元
に
拠
り
所
を
求
め
る
こ
と
、
特
に
物
語
最
後
の
ヒ
ロ
イ
ン

で
あ
る
浮
舟
と
「
根
」
の
か
か
わ
り
な
ど
、
物
語
全
体
に
わ
た
る
お
話
で
あ
っ
た
。
特
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
先
行
す
る
『
う
つ
ほ
物
語
』

が
大
木
の
根
元
の
「
う
つ
ほ
」
1
1
空
洞
に
は
じ
ま
り
、
神
話
的
な
巨
木
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
て
い
た
の
に
対
し
、
『
源
氏
物
語
』
は
存

在
の
根
拠
で
あ
る
「
根
」
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
と
い
う
対
比
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
私
個
人
の
感
想
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
お
二
人
の
お
話
は
い
ず
れ
も
興
味
深
く
、
『
源
氏
物
語
』
の
多
様
な
享
受
の
あ
り
方
が
示
さ
れ

た
も
の
だ
と
感
じ
た
。
お
話
し
さ
れ
た
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
共
通
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
物
語
内
や
絵

画
内
の
事
柄
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
で
あ
る
。
絵
画
化
さ
れ
、
人
々
の
記
憶
に
残
り
、
そ
の
記
憶
の
想
起
か
ら
典
型
化
さ
れ
る
イ
メ
ー

ジ
。
一
方
、
物
語
内
に
引
用
さ
れ
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
固
定
化
あ
る
い
は
パ
タ
ー
ン
化
す
る
イ
メ
ー
ジ
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
イ

メ
ー
ジ
も
変
遷
し
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
。

　
例
え
ば
、
絵
画
に
描
か
れ
た
「
桜
」
。
桜
が
咲
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
季
節
は
春
と
理
解
さ
れ
、
「
桜
」
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
画
面
を

規
定
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
絵
画
の
型
が
典
型
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
描
か
れ
た
「
桜
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
ま
た
典
型
化
し
、
固
定
化
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
物
語
内
で
も
同
様
で
あ
る
。
物
語
内
に
は
植
物
の
比
喩
構
造
が
多
く
見
ら
れ
、
例
え
ば
桜
と
い
え
ば
紫
の
上
と

い
う
よ
う
な
固
定
化
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
女
三
宮
の
登
場
に
よ
り
変
化
し
、
桜
は
女
三
宮
を
象
徴
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
固
定
化
と
そ
の
変
遷
は
物
語
で
も
絵
画
で
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
よ
っ
て
再
確
認
さ

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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さ
て
、
お
二
人
の
御
講
演
を
伺
っ
て
、
私
が
思
い
起
こ
し
た
こ
と
は
多
く
あ
る
。
例
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
最

も
有
名
で
あ
ろ
う
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
に
は
、
竹
河
巻
の
絵
が
あ
る
。
竹
河
巻
に
は
二
枚
の
絵
が
残
っ
て
い
る
が
そ
の
う
ち
の
一
枚
で
あ

る
竹
河
．
（
二
）
で
は
、
玉
篁
の
娘
二
人
が
桜
を
賭
け
物
に
し
て
碁
を
打
つ
場
面
が
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
。
賭
け
の
対
象
と
な
っ
た
桜
が
画

面
の
中
心
に
配
置
さ
れ
、
女
房
た
ち
が
周
囲
を
囲
み
、
大
君
に
思
い
を
寄
せ
る
蔵
人
少
将
が
垣
間
見
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て

い
る
が
、
問
題
と
し
た
い
の
は
そ
の
桜
の
存
在
感
の
大
き
さ
で
あ
る
。

　
正
し
く
「
花
の
蔭
」
と
も
呼
べ
そ
う
な
桜
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
桜
が
賭
け
の
対
象
と
な
っ
た
の
も
、
桜
の
所
有
者
を
め
ぐ
っ
て
姫
君

た
ち
の
父
と
母
（
玉
髭
）
の
見
解
が
相
違
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
桜
は
庇
護
者
た
る
べ
き
人
々
の
象
徴
で
あ
り
、
庇
護
し
て
く
れ
る

人
物
を
争
う
か
の
よ
う
に
姉
妹
は
桜
を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
桜
の
花
び
ら
が
す
で
に
散
り
始
め
て
い
る
こ
と
が
象
徴

す
る
よ
う
に
、
庇
護
者
た
る
父
は
既
に
故
人
で
あ
っ
た
。
ま
る
で
、
そ
の
隙
間
を
縫
っ
て
新
し
い
庇
護
者
と
な
る
べ
く
蔵
人
少
将
が
登
場

し
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
彼
の
存
在
は
右
下
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
。
「
花
の
蔭
」
は
す
で
に
散
り
始
め
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
証
明
す
る
よ
う
に
物
語
は
玉
髪
の
娘
二
人
を
そ
れ
ぞ
れ
冷
泉
院
、
今
上
帝
に
入
内
さ
せ
る
も
そ
の
結
果
は
悪
い
方
向
に
向
か
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
竹
河
（
二
）
へ
の
考
察
は
す
で
に
多
く
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
私
が
述
べ
た
こ
と
は
単
な
る
思
い
付
き
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
絵
画
と
物
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
み
る
と
、
ま
た
違
っ
た
解
釈
の
側
面
が
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
ま
た
、
一
方
で
樹
木
と
い
う
点
に
注
目
し
て
み
る
と
、
特
に
藤
原
氏
の
男
性
に
樹
木
の
名
称
が
呼
称
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

気
付
く
。
頭
中
将
は
光
源
氏
と
比
べ
ら
れ
て
「
花
の
か
た
は
ら
の
深
山
木
」
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
息
子
は
そ
れ
ぞ
れ
「
柏
木
」
「
紅
梅
」

で
あ
る
。
ま
た
、
頭
中
将
の
娘
で
あ
る
玉
婁
は
一
貫
し
て
「
根
」
を
求
め
る
存
在
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
と
夕
霧
が
「
光
」
「
霧
」
と
、
目

に
は
見
え
て
も
確
固
た
る
何
か
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
が
空
間
を
占
め
る
存
在
で
あ
る
も
の
を
名
称
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
比
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べ
る
と
、
確
固
た
る
「
根
」
を
持
ち
、
「
葉
」
や
「
梢
」
を
広
げ
る
樹
木
の
イ
メ
ー
ジ
が
左
大
臣
家
の
血
統
に
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

も
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
ち
ら
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
拝
聴
し
て
の
思
い
つ
き
に
過
ぎ
ず
、
何
か
論
に
発
展
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
描
か
れ
た
木
々
の
表
象
は
絵
画
と
の
関
わ
り
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
様
々
な
問
題
を
は
ら
み
、
今
後
展

開
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
私
な
り
に
概
括
し
て
き
た
。
私
の
感
想
め
い
た
部
分
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
私
に

と
っ
て
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
で
き
た
こ
と
は
非
常
に
貴
重
な
体
験
で
あ
り
、
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
図
ら

ず
も
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
会
の
辞
が
学
習
院
女
子
大
学
学
長
の
永
井
和
子
先
生
、
そ
し
て
司
会
を
私
が
担
当
し
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
は
女
性
ば
か
り
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
後
に
様
々
な
方
か
ら
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
が
、
平
安

時
代
の
女
性
が
執
筆
し
た
物
語
を
、
現
代
の
女
性
が
ど
の
よ
う
に
享
受
す
る
の
か
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
そ
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
ご
講
演
い
た
だ
い
た
お
二
人
の
先
生
方
を
は
じ
め
と
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
計
画
・
運
営
し
て
く
だ
さ
っ
た
史
料
館
の
ス

タ
ッ
フ
の
皆
様
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
の
企
画
・
進
行
を
任
さ
れ
た
も
の
の
、
私
の
拙
さ
に
先
生
方
は
無
論
、

ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
も
多
大
な
迷
惑
を
お
か
け
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
成
功
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
の
尽
力

の
賜
物
で
あ
る
。

　
さ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
は
話
が
少
し
ず
れ
る
が
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
合
わ
せ
コ
夜
限
り
の
源
氏
も
の
が
た
り
」
と
題
し
、
記

念
展
覧
会
も
開
催
さ
れ
た
。
学
習
院
大
学
史
料
館
及
び
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
の
所
蔵
す
る
史
資
料
の
う
ち
、
約
三
十
点
余
り
が
展

示
さ
れ
た
が
、
こ
の
展
覧
会
に
も
私
は
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
日
本
語
日
本
文
学
科
所
蔵
の
古
典
籍
の
う
ち
『
源
氏
物
語
』
に
関
係

す
る
も
の
を
中
心
に
、
厳
選
し
た
も
の
を
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
学
が
所
蔵
し
て
い
る
貴
重
な
史
資
料
を
公
開
す
る
と
て
も
良
い
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機
会
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
ち
ら
も
多
く
の
方
々
に
ご
来
場
い
た
だ
き
、
『
源
氏
物
語
』
の
偉
大
さ
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
展
示
に
は
、
展
示
解
説
の
作
成
に
日
本
語
日
本
文
学
科
の
在
学
生
の
方
や
卒
業
生
の
方
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
特
に
、
神

田
龍
身
教
授
の
ゼ
ミ
の
皆
さ
ん
に
は
展
示
物
の
選
択
か
ら
実
際
の
展
示
作
業
ま
で
お
手
伝
い
い
た
だ
い
た
。
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
に

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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