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男
子
校
に
お
け
る

源
氏
物
語
講
義　

―
純
愛
物
語
？　

と
し
て
の
桐
壺
の
巻―

兼
坂
壮
一
（
か
ね
さ
か
・
そ
う
い
ち
）

●
法
政
第
一
中
・
高
等
学
校

　

一
、
高
校
三
年
で
源
氏
物
語
を
扱
う
意
義

　

大
学
付
属
の
男
子
校
で
あ
る
本
校
国
語
科
で
は
、
高
校
三
年
次
の

古
典
に
お
い
て
、
一
年
間
（
実
質
は
二
学
期
ま
で
し
か
な
い
が
）
を

通
し
て
『
源
氏
物
語
』
に
取
り
組
む
と
い
う
や
や
特
殊
な
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
組
ん
で
い
る
。
そ
の
意
義
と
し
て
は
、
高
１
、
高
２
で
学
習

し
て
き
た
内
容
の
集
大
成
と
し
て
、
複
雑
な
人
物
関
係
を
読
み
解
く

の
に
す
ぐ
れ
た
教
材
で
あ
る
こ
と
。
語
り
の
問
題
や
敬
語
法
な
ど
も

含
め
て
基
本
古
語
が
十
分
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
難
解
な
文
体
で
あ
る

こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
授
業
で
扱
え
る
巻
は
限
ら
れ
て
く

る
と
は
い
え
、
断
片
的
な
話
で
終
わ
ら
ず
、
そ
の
断
片
が
大
き
な
流

れ
の
中
で
連
鎖
し
て
い
る
点
に
長
編
を
長
い
時
間
か
け
て
扱
う
意
義

が
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
男
子
校
と
い
う
特
殊
な
環
境
で
、
男
の

論
理
、
男
の
視
座
に
染
ま
り
が
ち
な
生
徒
た
ち
に
、
女
性
で
あ
る
紫

式
部
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
性
中
心

的
な
も
の
の
見
方
を
相
対
化
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
あ
え
て
男

子
校
に
お
い
て
源
氏
物
語
に
代
表
さ
れ
る
女
性
文
学
に
触
れ
さ
せ
る

こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

二
、
授
業
で
扱
っ
た
巻
々
と
一
年
間
の
流
れ

　　

授
業
で
扱
っ
た
巻
々
は
「
桐
壺
」「
若
菜
」「
紅
葉
賀
」「
藤
裏
葉
」

「
若
菜　

上
」「
柏
木
」「
御
法
」「
総
角
」「
浮
舟
」
で
あ
る
。

　

一
年
間
『
源
氏
物
語
』
に
取
り
組
む
と
い
っ
て
も
、
週
二
単
位
の

コ
マ
数
で
、
二
学
期
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
質
四
十
時
間

前
後
の
年
間
授
業
数
と
な
る
。
そ
の
限
ら
れ
た
時
間
数
の
中
で
ど
の

巻
を
選
ぶ
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
教
員
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い

る
が
、
自
分
は
ま
ず
、
光
源
氏
の
出
生
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
紫
の
ゆ
か

り
」
を
中
心
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
恋
愛
関
係
を
扱
っ
た
巻
と
し
て

「
桐
壺
」「
若
紫
」「
紅
葉
賀
」
を
読
み
解
き
、
次
に
右
大
臣
勢
力
と
の

政
治
的
闘
争
の
末
の
栄
華
へ
の
道
を
扱
っ
た
巻
と
し
て
「
須
磨
」「
明

石
」
の
巻
の
概
略
説
明
を
口
頭
で
行
い
、
明
石
の
姫
君
の
入
内
が
持

つ
意
味
を
「
藤
裏
葉
」
巻
で
説
明
し
た
。
こ
こ
ま
で
を
ほ
ぼ
一
学
期

で
読
み
終
え
た
。
二
学
期
か
ら
は
、
源
氏
が
栄
華
を
極
め
た
晩
年
の

苦
悩
を
扱
っ
た
巻
と
し
て
「
若
菜　

上
」「
柏
木
」「
御
法
」
を
扱
い
、

そ
し
て
そ
の
因
果
を
背
負
っ
た
光
源
氏
の
子
孫
た
ち
の
物
語
（
特
に
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浮
舟
に
焦
点
を
当
て
て
）
と
い
う
と
こ
ろ
を
根
幹
に
据
え
て
「
総
角
」

「
浮
舟
」「
夢
の
浮
橋
」
な
ど
の
巻
々
を
読
ん
で
い
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
巻
々
の
選
定
以
外
に
も
、
い
わ
ゆ
る
玉
蔓
系
列
の

巻
々
や
、
六
条
御
息
所
に
ま
つ
わ
る
「
葵
」（
車
争
ひ
）
や
「
賢
木
」

（
野
宮
の
一
夜
）な
ど
有
名
な
場
面
を
読
ん
で
い
く
と
い
う
選
び
方
も

あ
る
だ
ろ
う
が
、
自
分
と
し
て
は
大
河
小
説
的
な
大
き
な
流
れ
の
中

で
、
光
源
氏
の
生
涯
か
ら
一
群
の
人
々
の
在
り
様
を
追
っ
て
い
っ
た

ほ
う
が
、
一
年
間
を
通
し
た
授
業
と
し
て
は
生
徒
を
飽
き
さ
せ
ず
に

引
っ
張
っ
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
こ
の
よ
う
な
選
定
を

行
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
授
業
内
容
を
補
う
も
の
と
し
て
、
生
徒
自
身
に
任

意
の
巻
を
選
ば
せ
て
「
源
氏
物
語
新
聞
」
な
る
も
の
を
各
学
期
に
最

低
一
部
発
行
す
る
よ
う
課
し
た
こ
と
や
、
定
期
試
験
ご
と
に
授
業
で

扱
っ
た
内
容
に
関
わ
る
論
文
資
料
を
読
み
込
ま
せ
、
そ
れ
ら
に
関
す

る
論
述
問
題
を
課
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
定
期
試
験
に
加
え
て
我
が
校

特
有
の
夏
休
み
明
け
に
あ
る
進
路
を
決
定
す
る
重
要
な
試
験
を
利
用

し
て
、
夏
休
み
中
に
「
若
菜　

上　

下
」
巻
を
読
破
さ
せ
た
こ
と
な

ど
が
、『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
読
み
を
深
め
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。

三
、
純
愛
物
語
？
と
し
て
の
「
桐
壺
」
の
巻

　　

生
徒
た
ち
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
て
み
る
と
、
一
様
に
面
白
か
っ

た
と
答
え
る
巻
と
し
て
は
、「
桐
壺
」
冒
頭
と
、「
若
菜　

上
」
女
三

宮
の
降
嫁
、「
御
法
」
萩
の
上
露
、
あ
た
り
が
上
位
を
占
め
る
。
中
で

も
更
衣
の
死
が
迫
っ
た
際
に
、
桐
壺
帝
が
取
り
乱
し
、
帝
と
い
う
立

場
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
ま
で
も
、
更
衣
の
死
を
看
取
ろ
う
と
す
る
姿

に
生
徒
達
は
共
感
を
覚
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
帝
の
行
為
の
元
を
た
ど
れ
ば
、
摂
関
政
治
体
制
か

ら
解
き
放
た
れ
た
理
想
的
な
天
皇
に
よ
る
親
政
を
復
活
さ
せ
る
た
め
、

あ
え
て
こ
の
よ
う
な
身
分
の
低
い
女
性
を
選
ん
だ
と
も
言
え
る
。
ま

た
、
更
衣
の
側
と
し
て
も
、
明
石
の
一
族
に
つ
な
が
っ
て
い
く
父
大

納
言
家
の
期
待
を
一
心
に
受
け
て
入
内
し
て
き
た
女
性
と
い
う
意
味

で
、
こ
の
二
人
の
恋
愛
を
純
粋
な
意
味
で
の
純
愛
と
呼
べ
る
か
と
い

う
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
が
、生
徒
達
の
認
識
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、

身
分
や
立
場
な
ど
も
な
げ
う
っ
た
激
し
い
純
愛
と
映
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
自
分
は
そ
う
い
っ
た
生
徒
達
の
共
感
レ
ベ
ル
に
沿

い
な
が
ら
授
業
を
進
め
て
い
っ
た
。

四
、「
桐
壺
」
冒
頭
の
押
さ
え
ど
こ
ろ

　　

恋
愛
が
政
治
で
あ
っ
た
時
代
、「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
に
始
ま
る

冒
頭
の
一
文
は
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
は
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
と
い
う
問
い
か
け
か
ら
始
め
、

こ
の
一
文
に
は
当
時
の
摂
関
政
治
体
制
に
対
す
る
反
逆
の
メ
ッ
セ
ー
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ジ
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
歴
史
的
背
景
か
ら
理

解
さ
せ
た
。
こ
の
冒
頭
の
一
文
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
理
解
す
る
や
、

早
く
も
生
徒
達
は
物
語
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に
、
絶
対
的
な
身
分
社
会
で
あ
る
当
時
の
宮
廷
が
イ
メ
ー
ジ
で

き
な
い
生
徒
に
は
「
同
じ
ほ
ど
、そ
れ
よ
り
下
ら
ふ
の
更
衣
た
ち
は
、

ま
し
て
や
す
か
ら
ず
」
の
く
だ
り
が
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
。
そ

こ
で
現
代
に
お
い
て
も
身
分
制
度
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
社
会
と
し

て
、
相
撲
部
屋
の
例
を
挙
げ
て
説
明
し
た
。
例
え
ば
、
親
方
か
ら
特

別
に
目
を
か
け
て
も
ら
っ
て
い
る
下
っ
端
の
幕
下
力
士
が
い
た
と
す

る
。
横
綱
、
大
関
ク
ラ
ス
の
力
士
た
ち
は
、
面
白
く
な
い
と
は
思
う

も
の
の
、
自
分
の
身
分
は
安
泰
な
の
で
あ
ま
り
嫉
妬
も
し
な
い
が
、

同
じ
レ
ベ
ル
で
頑
張
っ
て
い
る
力
士
や
、
は
い
上
が
っ
て
い
く
し
か

な
い
そ
れ
よ
り
下
の
力
士
た
ち
の
嫉
妬
が
強
く
な
る
の
は
想
像
に
難

く
な
い
。
こ
う
い
っ
た
説
明
で
や
っ
と
生
徒
達
は
こ
の
表
現
が
腑
に

落
ち
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
帝
の
恋
愛
、
そ
し
て
世
継
ぎ
の

誕
生
が
次
の
世
を
占
い
、
様
々
な
階
級
の
人
々
の
思
い
と
結
び
つ
い

て
い
た
時
代
、
そ
う
し
た
宮
廷
の
波
紋
は
、
宮
廷
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、

一
般
民
衆
に
も
ま
た
た
く
ま
に
拡
が
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
場
面
で

は
現
代
に
お
け
る
「
雅
子
様
懐
妊
報
道
」
や
「
愛
子
様
フ
ィ
ー
バ
ー
」

の
過
熱
報
道
ぶ
り
を
例
と
し
て
挙
げ
、
当
時
の
人
々
の
混
乱
ぶ
り
を

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
不
安
が
現
実
の
も
の
と
な
り
「
男

皇
子
さ
へ
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
」
に
何
気
な
く
使
わ
れ
て
い
る
添
加
の

副
助
詞
「
さ
へ
」
に
込
め
ら
れ
た
深
い
意
味
な
ど
も
併
せ
て
読
み
取

ら
せ
た
。
以
下
、
帝
の
第
二
皇
子
に
対
す
る
寵
愛
ぶ
り
や
、
そ
れ
が

ま
た
新
た
に
生
み
出
す
波
紋
、
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
く
更
衣
に
対

す
る
嫌
が
ら
せ
を
帝
が
庇
う
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
ま
た
恨
み
を

買
っ
て
し
ま
う
と
い
う
悪
循
環
は
「
な
か
な
か
な
り
」
と
い
う
形
容

動
詞
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
読
み
解
い
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
い
よ
い
よ
生
徒
た
ち
が
最
も
魅
か
れ
る
更
衣
の
死
の
場
面

に
入
っ
て
い
く
。
更
衣
が
病
に
伏
し
て
後
も
な
か
な
か
退
出
の
許
し

を
出
せ
な
い
帝
。
そ
し
て
い
ざ
退
出
さ
せ
る
段
に
な
り
、
更
衣
と
い

う
身
分
に
対
す
る
も
て
な
し
と
し
て
は
破
格
の
車
を
用
意
さ
せ
て
ま

で
も
、
な
お
未
練
が
ま
し
く
泣
き
つ
い
て
、
退
出
さ
せ
ら
れ
な
い
帝

の
描
写
に
、
男
で
あ
る
生
徒
た
ち
は
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
引
き
込
ま

れ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
男
と
し
て
の
帝
が
「
後
れ
先
立
た
じ
」
つ

ま
り
「
死
ぬ
と
き
は
一
緒
だ
」
と
、「
死
」
に
重
心
を
置
い
て
更
衣
に

泣
き
す
が
る
の
に
対
し
、
女
で
あ
る
更
衣
は
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
命

な
り
け
り
」
と
最
後
ま
で
「
生
」
に
重
心
を
置
い
て
い
る
点
に
注
目

さ
せ
た
。
そ
し
て
最
期
の
言
葉
と
な
っ
た
「
い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ

ま
し
か
ば
」
で
、反
実
仮
想
の
「
ま
し
か
ば
…
ま
し
」
を
教
え
つ
つ
、

そ
の
省
略
さ
れ
て
い
る
部
分
で
更
衣
は
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
を

考
え
さ
せ
た
。「
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
愛
さ
れ
な
い
方
が
よ

か
っ
た
」と
答
え
る
生
徒
が
多
か
っ
た
が
、「
女
も
い
と
い
み
じ
と
見

た
て
ま
つ
り
て
」
と
い
う
表
現
や
、
辞
世
の
句
の
内
容
か
ら
判
断
し

て
こ
の
場
に
そ
う
い
う
解
釈
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
は
、
と
い
う

意
見
も
多
か
っ
た
。ま
た
、「
も
っ
と
皇
子
の
こ
と
を
頼
ん
で
お
け
ば
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よ
か
っ
た
」
な
ど
皇
子
の
将
来
を
心
配
す
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た

が
、
そ
れ
も
こ
の
切
羽
詰
っ
た
場
面
で
は
打
算
的
す
ぎ
る
と
い
う
意

見
も
あ
り
、
こ
こ
は
答
え
を
限
定
せ
ず
、
そ
の
よ
う
に
思
う
根
拠
を

述
べ
さ
せ
る
に
と
ど
め
た
。

　

ま
た
、
更
衣
の
呼
称
が
、
皇
子
を
産
ん
だ
母
親
と
し
て
の
敬
称
で

あ
る
「
御
息
所
」
か
ら
、
そ
う
し
た
身
分
も
何
も
取
っ
払
っ
た
一
人

の
人
間
と
し
て
の
「
女
」
と
い
う
呼
称
に
変
わ
っ
て
い
る
点
に
も
注

目
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
「
女
」
の
最
期
の
言
葉
を
聞
い
た
時
、「
と

も
か
く
も
な
ら
む
を
御
覧
じ
は
て
む
」
と
帝
は
決
心
す
る
。
こ
の
決

断
が
ど
れ
ほ
ど
重
た
い
も
の
か
を
、「
あ
る
ま
じ
き
恥
も
こ
そ
」
の

「
も
こ
そ
」
や
「
限
り
あ
れ
ば
」
の
「
限
り
」
な
ど
を
も
う
一
度
想
起

さ
せ
て
理
解
さ
せ
た
。
こ
の
帝
と
い
う
立
場
を
も
無
視
し
て
、
最
愛

の
女
性
の
最
期
を
看
取
ろ
う
と
す
る
一
介
の
「
男
」
と
し
て
の
思
い

に
生
徒
た
ち
は
「
純
愛
」
を
読
み
取
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た

一
方
で
、
純
粋
に
愛
す
る
と
い
う
行
為
こ
そ
が
、
更
衣
を
死
に
追
い

や
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
側
面
も
捉
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
問
題
を
投
げ
か
け
な
が
ら
こ
の
「
桐
壺
」
の
巻
を
読
み
終

え
た
時
、
真
の
意
味
で
「
愛
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
を
生
徒
た
ち
は
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
す
る
と
、
授
業
を
終

え
て
、
あ
る
生
徒
が
質
問
に
き
た
。

「
先
生
、
自
分
は
彼
女
に
対
し
て
、
ど
れ
だ
け
彼
女
の
こ
と
を
思
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
だ
け
が
愛
情
だ
と
ば
か
り
思
っ

て
い
た
け
ど
、
彼
女
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
必
ず
し
も
幸
せ
で
な
い
場

合
も
あ
る
ん
だ
ね
。
と
こ
ろ
で
、
更
衣
は
最
後
に
何
を
帝
に
伝
え
た

か
っ
た
ん
だ
ろ
う
？　

前
の
和
歌
か
ら
判
断
す
る
と
、
自
分
は
ど
う

し
て
も
、
女
の
側
か
ら
も
積
極
的
に
愛
し
た
か
っ
た
、
そ
し
て
愛
し

合
い
な
が
ら
も
っ
と
一
緒
に
生
き
て
い
た
か
っ
た
の
に
…
…
と
思
っ

て
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
ん
だ
け
ど
、
こ
う
い
う
解
釈
は

間
違
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？
」

　

こ
の
質
問
に
対
し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
生
徒
に
は
伝
え
た
が
、
こ
う
し
た
質
問
が
で
て
き
た

こ
と
自
体
に
こ
の
「
桐
壺
」
巻
冒
頭
場
面
を
読
む
意
義
が
あ
っ
た
と

考
え
る
。

　

ま
た
一
方
で
『
源
氏
物
語
』
が
生
徒
を
惹
き
付
け
る
要
素
は
、
高

麗
の
相
人
か
ら
予
言
を
受
け
、
臣
籍
に
降
ろ
さ
れ
た
光
源
氏
が
義
理

の
母
親
で
あ
る
藤
壺
を
慕
い
、
不
義
密
通
を
犯
し
て
し
ま
う
と
い
う

荒
唐
無
稽
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
あ
る
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の

起
点
で
あ
り
、
根
幹
に
あ
た
る
「
高
麗
人
の
観
相
」
の
場
面
や
、「
藤

壺
思
慕
」
の
場
面
を
取
り
上
げ
て
く
れ
る
古
典
の
教
科
書
が
、
そ
の

後
の
展
開
を
把
握
さ
せ
る
上
で
と
て
も
扱
い
や
す
い
教
科
書
と
い
え

る
だ
ろ
う
。


