
三
条
西
実
枝
の
源
氏
物
語
講
釈
を
聴
い
た
中
院
通
勝
は
、
細
川
幽
斎
の
勧
め
に

よ
り
、
諸
注
を
一
覧
す
る
書
で
あ
る
岷
江
入
楚
を
著
し
た
。
こ
の
岷
江
入
楚
に
つ

い
て
、
伊
井
春
樹
氏
は
、｢

幽
斎
が
通
勝
に
諸
注
集
成
を
求
め｣

、｢

通
勝
は
す
ぐ

さ
ま
企
画
に
賛
意
を
示
し
、
そ
の
構
想
と
か
、
具
体
的
な
注
釈
資
料
の
収
集
に
二

人
は
奔
走
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う｣

と
さ
れ
た
。
岷
江
入
楚
は
、
幽
斎
と
通
勝
の
二

人
で

｢

奔
走
し
て｣

作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
岷
江
入
楚
の
序
文

を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
岷
江
入
楚
作
成
に
お
け
る
幽
斎
の
関
り
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
た
い
。

一

細
川
幽
斎
と
中
院
通
勝

伊
井
氏
は
岷
江
入
楚
の
成
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う

(

１)

。

天
正
八
年
六
月
、
正
親
町
天
皇
か
ら
勅
勘
を
蒙
っ
た
通
勝

(

そ
の
年
二
十

五
歳)

は
、
勅
免
を
受
け
て
帰
京
す
る
ま
で
の
十
九
年
間
丹
後
に
閉
塞
す
る

が
、
そ
の
不
運
が
ま
た
細
川
藤
孝

(

幽
斎)

と
の
運
命
的
な
出
会
い
を
も
た

ら
し
た
。(

中
略)

幽
斎
は
、
源
氏
物
語
に
も
造
詣
が
深
く
、
か
ね
て

｢

あ

ま
た
の
抄
物
を
た
づ
さ
ふ
る
こ
と
其
わ
づ
ら
ひ
あ
れ
ば
、
古
来
の
注
釈
を
一

覧
の
為
に
し
る
し
あ
つ
む
べ
き
企｣

を
抱
き
な
が
ら
も
、
実
現
す
る
に
は
い

た
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
素
志
の
夢
を
託
さ
れ
た
通
勝
は
、
苦
心
を
重
ね
な
が

ら
も

｢

十
年
計｣

の
年
月
を
経
た
後
、
慶
長
三
年
六
月
十
九
日
、
五
十
五
帖

か
ら
な
る
念
願
の
注
釈
書

『

岷
江
入
楚』

を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。(

中

略)

跋
文
に
は
慶
長
三
年
の

｢

星
夕
之
日｣

(

七
月
七
日)

と
あ
る
の
で
、
通

勝
は
序
文
を
記
し
て
整
理
し
た
後

(

六
月
十
九
日)

、
幽
斎
の
も
と
に
全
巻

を
持
参
し
て
そ
の
注
釈
作
業
の
終
了
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
一
筆
を
乞
う

た
の
で
あ
ろ
う
。(

中
略)

両
者
と
も
に
十
年
と
あ
る
こ
と
ば
を
信
ず
れ
ば
、

幽
斎
が
通
勝
に
諸
注
集
成
を
求
め
た
の
は
、
天
正
十
七
年
頃
と
な
る
。(

中

略)

幽
斎
も
同
じ
実
枝
の
門
下
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
通
勝
は
す
ぐ
さ
ま
企

画
に
賛
意
を
示
し
、
そ
の
構
想
と
か
、
具
体
的
な
注
釈
資
料
の
収
集
に
二
人

は
奔
走
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

細
川
幽
斎
は
武
将
で
あ
り
な
が
ら
三
条
西
家
に
伝
わ
る
歌
学
界
最
奧
の
秘
伝
で
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あ
る
古
今
伝
受
を
継
承
し
た
。
通
勝
が
岷
江
入
楚
の
序
文
に

｢

彼
老
人
敷
島
の
み

ち
を
つ
た
へ
て
筑
波
の
跡
を
た
つ
ぬ
る
お
も
ひ
ふ
か
き
ゆ
へ
に
此
物
語
を
も
て
あ

そ
ふ
心
も
又
ね
ん
こ
ろ
也｣

記
し
た
と
お
り
、
幽
斎
は
歌
道
を
継
承
し
、
連
歌
の

道
に
対
す
る
思
い
も
深
か
っ
た
た
め
に
源
氏
物
語
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
だ

が
、
文
武
両
道
に
忙
し
く｢

も
と
よ
り
の
心
さ
し
を
と
け
さ
る
に
に
た
り
。｣(

同)

と
い
う
。
伊
井
氏
が
い
う

｢

天
正
十
七
年
頃｣

｢

幽
斎
が
通
勝
に
諸
注
集
成
を
求

め｣
｢

幽
斎
も
同
じ
実
枝
の
門
下
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
通
勝
は
す
ぐ
さ
ま
企

画
に
賛
意
を
示
し
、
そ
の
構
想
と
か
、
具
体
的
な
注
釈
資
料
の
収
集
に
二
人
は
奔

走
し
た｣

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
幽
斎
の
意
志
を
継
承
し
た
通
勝
の
努
力
に
よ

り
岷
江
入
楚
が
作
成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
幽
斎
は
実
枝
か
ら
古
今
伝
受

を
受
け
て
い
る
が
、
源
氏
物
語
は
九
条
稙
通
に
学
ん
だ
と
い
う

(『

戴
恩
記』)

な

ど

(

２)

。小
川
陽
子
氏
は
、
幽
斎
と
通
勝
と
が
紹
巴
の
源
氏
物
語
講
釈
を
聴
き
、
自
分
た

ち
が
継
承
し
て
い
な
い
公
条
説
を

｢

情
報
操
作｣

を
し
て
、
紹
巴
の
名
前
を
出
さ

ず
に
継
承
し
た
と
さ
れ
た

(

３)

。

幽
斎
と
通
勝
は
、
紹
巴
の
講
釈
を
通
じ
て
、
自
分
た
ち
が
入
手
し
た
書
物

で
は
知
り
得
な
か
っ
た
公
条
注
を
紹
巴
が
所
持
し
て
い
る
こ
と
に
お
そ
ら
く

気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。
三
条
西
家
の
血
脈
と
源
氏
学
の
継
承
を
自
負
す
る
通

勝
に
と
っ
て
、｢

古
来
の
註
釈
を
一
覧
の
た
め
に
し
る
し
あ
つ
む
へ
き
く
は

た
て｣

を
完
遂
す
る
に
は
、
紹
巴
の
得
た
公
条
注
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。

そ
こ
で
通
勝
の
と
っ
た
方
法
が
、
紹
巴
か
ら
得
た
注
を
採
用
す
る
、
し
か

し
紹
巴
経
由
で
あ
る
こ
と
は
明
記
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
ま
さ
に
、『

長
珊
聞
書』

を
採
用
し
つ
つ
も

｢

或
抄｣

と
し
か
記
さ
ず
、

｢

御
説｣

の
由
来
の
み
明
記
す
る
、
と
い
う
あ
り
方
と
軌
を
一
に
す
る
。

(

中
略)

と
同
時
に
、
通
勝
が
周
到
に
情
報
操
作
を
し
な
が
ら
も
手
を
借
り

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
中
世
源
氏
学
に
お
け
る
連
歌
師
た
ち
の

存
在
感
、
彼
ら
の
注
の
継
承
と
展
開
の
重
み
も
、
改
め
て
感
得
さ
れ
る
。

小
川
氏
は
幽
斎
と
通
勝
と
が

｢

情
報
操
作｣

を
し
て
、
紹
巴
の
名
前
を
出
さ
ず

に
紹
巴
経
由
で
公
条
説
を
継
承
し
た
と
さ
れ
た
が
、
岷
江
入
楚
に
見
ら
れ
る｢

秘｣

(

公
条
説)

と

｢

聞｣
｢

聞
書｣

(

紹
巴
経
由
の
説)

と
を
比
較
し
て
も
、
紹
巴
経

由
で
な
け
れ
ば
入
手
で
き
な
か
っ
た
公
条
説
は
見
出
せ
な
い

(

４)

。

通
勝
の
情
報
操
作
と
同
様
に
、
幽
斎
が
通
勝
と
と
も
に
紹
巴
の
講
釈
を
聴
い
た

こ
と
に
つ
い
て
も
、
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

二

三
条
西
実
条
と
細
川
幽
斎

伊
井
氏
は
幽
斎
と
実
条
と
の
関
係
を
検
討
さ
れ
、
幽
斎
が
実
条
の
資
料
を
借
り

出
し
て
通
勝
の
岷
江
入
楚
作
成
を
支
援
し
た
と
さ
れ
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

実
条
は
天
正
三
年
の
生
ま
れ
、
父
公
国
を
早
く
失
っ
た

(

十
三
歳)

こ
と

か
ら
、
彼
は
三
条
西
家
の
継
承
者
と
し
て
活
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場

に
置
か
れ
、
祖
父
実
枝
と
の
つ
な
が
り
か
ら
幽
斎
・
通
勝
の
教
え
を
受
け
、

歌
道
・
古
典
の
研
究
に
励
ん
で
い
る
。
文
祿
三
年

(

一
五
九
四)

に
は
、
六

月
か
ら
四
ヵ
月
も
の
間
丹
後
に
滞
在
し
、
歌
会
な
ど
も
し
ば
し
ば
催
す
と
い
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う
親
密
な
交
流
で
あ
っ
た
。
右
の

｢

古
伝
ノ
覚
少
々｣

に
も
、｢

実
枝
ヨ
リ

細
川
兵
部
大
輔
藤
孝
、
入
道
シ
テ
玄
旨
号
幽
斎｣

と
、
実
枝
か
ら
幽
斎
へ

〈
古
伝
〉
が
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
た
後

(

中
略)

今
度
は
公
国
と
下
官

(

実
条)

が
幽
斎
か
ら
古
今
伝
授
を
受
け
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
間
柄
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
三
条
西

家
に
襲
蔵
さ
れ
る
書
籍
を
、
幽
斎
の
求
め
に
応
じ
て
貸
し
与
え
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
幽
斎
が
借
り
受
け
た
書
目
を
並
べ
て
み
る
と

(

中
略)

多
様
な
書
目
が
指
摘
で
き
る
。(

中
略)

こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
幽
斎
の
丹
後
在
国
中
に
送
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
ま

で
も
、
す
く
な
く
と
も
旺
盛
な
古
典
研
究
を
続
け
た
慶
長
四
、
五
年
あ
た
り

ま
で
に
、
実
条
の
も
と
か
ら
頻
繁
に
手
渡
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。(

中
略)

明
ら
か
に
通
勝
の
丹
後
出
奔
中
に
伝
え
ら
れ
た
本
も
確
認
で
き
る
。
源
氏
物

語
の
注
釈
書
に
し
て
も
、
大
部
分
は
幽
斎
の
企
画
し
た
諸
注
集
成
が
現
実
に

動
き
出
し
て
後
、
三
条
西
家
か
ら
流
れ
出
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う

す
る
と
そ
れ
は
天
正
十
七
年
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
折
し
も
実
条

が
幽
斎
か
ら
教
え
を
受
け
始
め
た
時
期
と
重
な
っ
て
く
る
。

幽
斎
は
、
三
条
西
実
枝
と
そ
の
子
公
国
と
の
年
齢
が
離
れ
て
い
た
た
め
に
、
公

国
に
返
す
事
を
条
件
に
し
て
実
枝
よ
り
古
今
伝
受
を
受
け
た
。
幽
斎
は
実
枝
と
の

約
束
を
守
り
実
枝
が
薨
去
す
る
と
公
国
に
古
今
伝
受
を
返
し
た
。
実
枝
か
ら
預
っ

た
古
今
伝
受
を
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
実
枝
の
遺
言
通
り
に
公
国
に
相
伝
し
た
幽
斎

は
、
実
枝
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た

｢

他
流｣

の
古
今
伝
受
資
料
を
収
集
し
た
。
そ
う

し
た
中
、
公
国
は
、
天
正
十
五

(

一
五
八
八)

年
に
三
十
三
歳
で
薨
去
し
、
幽
斎

は
再
び
唯
一
の
古
今
伝
受
継
承
者
と
な
っ
た
。
幽
斎
は
公
国
が
薨
去
し
た
翌
天
正

十
六
年
に
は
中
院
通
勝
・
島
津
義
久
へ
の
相
伝
を
開
始
し
た
。
そ
の
後
、
後
陽
成

天
皇
へ
の
相
伝
を
試
み
た
が
実
現
せ
ず
、
慶
長
五
年
に
は
智
仁
親
王
へ
の
古
今
伝

受
を
開
始
し
、
慶
長
七
年
に
は
名
実
と
も
に
智
仁
親
王
へ
の
相
伝
を
終
了
し
た
。

幽
斎
が
実
条
へ
の
古
今
伝
受
を
開
始
し
た
の
は
智
仁
親
王
へ
の
相
伝
が
完
了
し
た

後
の
慶
長
九
年
で
あ
っ
た
。

智
仁
親
王
が
在
位
中
の
後
水
尾
天
皇
に
古
今
伝
受
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
古
今

伝
受
の
中
心
は
三
条
西
家
か
ら
御
所
に
移
っ
た
。
御
所
伝
受
を
受
け
て
い
る
中
院

通
茂
に
、
実
条
は

｢

法
皇
の
流｣

を
批
判
し
て
い
る

(

５)

。
こ
う
し
た
状
況
を
考
え
る

と
、
伊
井
氏
が
推
定
す
る

｢

天
正
十
七
年
以
降｣

｢

慶
長
四
、
五
年
あ
た
り
ま
で｣

に
、｢

実
条
の
も
と
か
ら
頻
繁
に
手
渡
さ
れ
た｣

事
に
つ
い
て
は
再
考
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。三

古
来
の
註
釈
を
一
覧
の
た
め
に
し
る
し
あ
つ
む
へ
き

幽
斎
の

｢

古
来
の
註
釈
を
一
覧
の
た
め
に
し
る
し
あ
つ
む
へ
き
く
は
た
て｣

に

つ
い
て
伊
井
氏
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

幽
斎
は
実
枝
の
講
筵
に
列
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
全
巻
の
内
容
を
聞
き

得
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
ま
れ
、
一
人
こ
つ
こ
つ
と
、｢

謄
二

写
河
海
・
花
鳥
余

情
・
弄
花
等
之
諸
抄
一｣

し
て
物
語
を
読
み
進
め
て
い
た
。
し
か
し
手
も
と

に
諸
注
を
集
め
て
い
る
と
は
い
え
、
本
文
を
読
む
か
た
わ
ら
一
つ
一
つ
開
き

見
て
諸
説
を
知
る
と
い
う
の
で
は
煩
瑣
で
あ
る
し
、
こ
の
上
も
な
い
不
便
で

も
あ
る
。
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こ
こ
で

｢

手
も
と
に
諸
注
を
集
め
て
い
る｣

幽
斎
が

｢

古
来
の
註
釈
を
一
覧
の

た
め
に
し
る
し
あ
つ
む｣

こ
と
を
求
め
た
の
は
、｢

本
文
を
よ
む
か
た
わ
ら
一
つ

一
つ
開
き
見
て
諸
説
を
知
る
と
い
う
の
で
は
煩
瑣
で
あ
る
し
、
こ
の
上
も
な
い
不

便
で
も
あ
る｣

た
め
で
あ
ろ
う
か
。

通
勝
は
、
源
氏
物
語
の
注
釈
に
つ
い
て

｢

逍
遥
禅
府
奧
旨
を
つ
た
へ
ら
れ
し
よ

り
称
名
三
光
の
二
院
う
け
つ
き
て
み
な
そ
の
流
を
く
ま
す
と
い
ふ
も
の
な
し｣

と

記
し
て
い
る
。
通
勝
は
、
源
氏
物
語
の
注
釈
に
つ
い
て
、
三
条
西
実
隆
が｢

奧
旨｣

を
継
承
し
て
か
ら

｢

称
名
三
光
の
二
院｣

す
な
わ
ち
公
条
・
実
枝
と
三
条
西
家
の

系
図
通
り
に
継
承
さ
れ
、
そ
の

｢

流
を
く
ま
す
と
い
ふ
も
の
な
し｣

と
い
う
。
通

勝
は
、
実
枝
の
講
釈
を
聴
講
す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
条
西
実
隆
が
継
承
し
た
三
条

西
家
の
源
氏
物
語
講
釈
を
継
承
し
た
。
そ
れ
以
外
に
｢

そ
の
流
を
く
ま
す
と
い
ふ

も
の
な
し｣

と
い
う
か
ら
、
三
条
西
家
の
源
氏
学
を
継
承
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
を
書
き
記
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

実
枝
の
祖
父
三
条
西
実
隆
は
、
宗
�
か
ら

｢

門
弟
随
一｣

と
し
て
古
今
伝
受
を

う
け
た
。
同
じ
く
宗
�
に
学
ん
だ
近
衞
尚
通
が
徳
大
寺
実
淳
を
通
し
て
三
条
西
実

隆
が
継
承
し
た
古
今
切
紙
を
三
条
西
実
隆
か
ら
授
か
り
、
娘
婿
の
近
衞
尚
通
に
伝

え
た
事
を
知
っ
た
実
隆
は
、｢

道
の
法
度｣

で
あ
る
と
、
尚
通
に
切
紙
を
伝
え
た

実
淳
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
尚
通
が
宗
�
の
講
釈
を
聴
い
て
い
た
こ
と
を

知
り
、
切
紙
を
伝
え
た
こ
と
を
容
認
し
た
が
、
三
条
西
家
に
お
い
て
切
紙
は
、
講

釈
を
聴
い
て
口
伝
を
継
承
し
て
は
じ
め
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。｢

古
今

伝
受
次
第｣

に
も
、｢

清
濁

談
義

義
理

口
伝｣

と
相
伝
次
第
が
し
る
さ
れ

て
い
る
が
、
口
伝
は
、
書
き
表
わ
す
こ
と
を
せ
ず
、
講
釈
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
通
勝
が
諸
注
集
成
し
た
の
も
、｢

三
光
院
内
府
講
読
の
お
り

�
�
む
し
ろ
の
末
に
つ
ら
な
り
て
耳
に
ふ
れ
た
る
か
た
は
し
を
か
き
つ
け
つ
ゝ
残

り
と
ゝ
ま
れ
る｣

実
枝
の
講
釈
を
聴
い
て
、
口
伝
を
継
承
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

三
条
西
家
の
説
を
継
承
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
幽
斎
は
、
古
今
伝
受
は
継
承
し
た
も
の
の
、
源
氏
物
語
の
秘
説

は
実
枝
か
ら
継
承
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
幽
斎
は
自
分
が
継
承
で
き
な

か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
源
氏
物
語
の
講
釈
を
聴
き
、
三
条
西
家
の
源
氏
学
を
継
承
し

た
通
勝
に

｢

古
来
の
註
釈
を
一
覧
の
た
め
に
し
る
し
あ
つ
む｣

こ
と
を
望
ん
だ
と

推
察
で
き
る
。｢

古
来
の
註
釈
を
一
覧
の
た
め
に
し
る
し
あ
つ
む｣

と
言
う
と
き

に
想
定
さ
れ
る
の
は
、
三
条
西
家
が
継
承
し
た
三
条
西
家
の
源
氏
学
で
あ
ろ
う
。

岷
江
入
楚
は
冒
頭
に｢

諸
抄｣

と
し
て｢

水
原
抄｣

｢

紫
明
抄｣

｢

源
中
最
秘
抄｣

｢

弘
安
源
氏
論
議｣

｢

河
海
抄｣

な
ど
の
十
一
種
の
注
釈
書
の
書
名
を
あ
げ
る
が
、

こ
の
う
ち
岷
江
入
楚
が
引
用
し
て
い
る
の
は｢

河
海
抄｣

｢

花
鳥
余
情｣

｢

弄
花
抄｣

の
み
で
あ
る
。
通
勝
が
集
成
し
よ
う
と
し
た
の
は
三
条
西
家
が
継
承
し
た
源
氏
学

で
あ
り
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
す
べ
て
の
注
釈
書
を
網
羅
し
て
集
成
す
る
意
志
は

な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

三
条
西
家
の
古
典
学
は
、
古
今
伝
受
に
つ
い
て
は
細
川
幽
斎
、
源
氏
学
に
つ
い

て
は
中
院
通
勝
に
よ
り
継
承
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
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四



注

(

１)

伊
井
氏
説
の
引
用
は

『

源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究』

(

一
九
八
〇
年

桜
楓
社)

に
よ
る
。

(
２)

｢

岷
江
入
楚
と
細
川
幽
斎｣

(『

中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢』

二
〇
一
六
年
十

月)

(

３)
『

岷
江
入
楚』

―
諸
説
集
成
の
思
想
―

(

前
田
雅
之
編

『

中
世
の
学
芸
と
古
典
注

釈』

竹
林
舎

二
〇
一
一)

(

４)
｢

岷
江
入
楚
の

｢
聞｣

｢

聞
書｣｣

・｢

岷
江
入
楚
の

｢

秘｣
｢

聞｣
｢

聞
書｣｣

(『

中

京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢』

二
〇
一
四
年
十
一
月
・
二
〇
一
六
年
十
月)

(

５)

細
川
幽
斎
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
は

｢

細
川
幽
斎
の
古
今
伝
受｣

(『

国
語
と
国

文
学』

一
九
八
〇
年
八
月
号)
、
返
し
伝
受
に
つ
い
て
は

｢

二
つ
の
返
し
伝
受｣

(『

梅
花
短
大
国
語
国
文』

一
九
八
九
年
七
月)

な
ど
で
検
討
を
加
え
た
。『

古
今
伝

受
日
記』

に
つ
い
て
は
海
野
圭
介
・
尾
埼
千
佳
氏
の
翻
刻
に
よ
っ
た
。

な
お
、
伊
井
氏
は｢

実
条
は
幽
斎
だ
け
で
な
く
、｢

中
院
也
足
ニ
借
分｣

と
し
て
、

｢

源
氏
抄｣

が
あ
る｣

こ
と
を
指
摘
し
て

｢
ど
う
も
こ
れ
は
、『

岷
江
入
楚』

に
引

用
さ
れ
る

『

秘
抄』

で
は
な
か
っ
た
か
と
臆
測
を
逞
し
ゅ
う
す
る
の
だ
が
、
そ
れ

以
上
の
こ
と
は
何
も
言
え
な
い
。｣

と
さ
れ
た
が
、
こ
の

｢
源
氏
抄｣

を

｢

秘
抄｣

で
あ
る
と
推
定
す
る
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
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