
（
書
評
）

森
一
郎
著
『
源
氏
物
語
の
主
題
と
表
現
世
界
人
物
道
警
表
現
方
法
－
』

私
の
個
人
的
な
こ
と
か
ら
記
す
と
、
森
一
郎
氏
の
お
名
前
と
論
文
を
克
明
に

記
憶
し
た
の
は
、
「
国
語
国
文
」
　
の
昭
和
四
十
年
四
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
源

氏
物
語
に
お
け
る
人
物
造
型
の
方
法
と
主
題
と
の
連
関
」
　
で
あ
っ
た
。
論
文
の

冒
頭
に
「
要
旨
」
が
付
さ
れ
た
斬
新
な
形
式
と
と
も
に
、
主
題
の
設
定
に
随
伴

し
て
人
物
造
型
が
な
さ
れ
る
と
い
う
、
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
に
よ
る
提
言
と
論
証

に
、
ま
だ
院
生
に
す
ぎ
な
か
っ
た
私
は
胸
の
躍
る
よ
う
な
興
奮
を
覚
え
た
。
こ

れ
が
『
源
氏
物
語
』
の
新
し
い
研
究
方
法
の
息
吹
き
な
の
だ
ろ
う
と
、
そ
れ
か

ら
ほ
ど
な
く
前
説
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
敬
服
の
思
い
で
そ
の

後
は
必
ず
心
が
け
て
森
氏
の
論
文
を
探
し
て
読
む
よ
う
に
務
め
て
い
っ
た
。
四

年
後
の
四
十
四
年
六
月
に
最
初
の
論
文
集
『
源
氏
物
語
の
方
法
』
を
上
梓
さ
れ
、

恵
贈
さ
れ
る
と
私
は
す
ぐ
さ
ま
む
さ
ぼ
る
よ
う
な
思
い
で
拝
託
し
、
大
半
は
一

皮
読
ん
で
は
い
た
が
、
あ
ら
た
め
て
全
体
の
位
置
づ
け
と
と
も
に
、
方
法
論
の

大
き
な
構
想
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
取
り
出
し
て
み
る
と
、
各
所
に
赤
の

伊

　

井

　

春

　

樹

線
を
引
き
、
欄
外
に
は
鉛
筆
の
書
き
入
れ
も
兄
い
出
す
な
ど
、
私
に
は
釆
盃
な

研
究
の
あ
か
し
で
も
あ
る
。

そ
の
後
、
『
源
氏
物
語
の
主
題
と
方
法
』
（
昭
和
5
4
年
）
、
『
源
氏
物
語
作
中
人

物
論
』
（
昭
和
5
4
年
）
、
『
源
氏
物
語
生
成
論
』
（
昭
和
6
1
年
）
、
『
源
氏
物
語
考
論
』

（
昭
和
6
2
年
）
　
と
、
研
究
者
と
し
て
の
み
ご
と
な
軌
跡
の
集
精
を
重
ね
ら
れ
、

こ
の
た
び
第
六
冊
日
の
論
文
集
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
あ
と
が
き
」
　
に
よ
る

と
、
学
問
に
は
定
年
は
な
い
も
の
の
、
大
阪
教
育
大
学
の
定
年
を
来
春
に
ひ
か

え
て
の
ひ
と
区
切
り
と
し
て
、
近
年
の
論
文
を
一
書
に
し
た
の
だ
と
い
う
。
私

と
し
て
は
、
も
う
三
十
年
に
わ
た
っ
て
森
論
文
に
接
し
続
け
て
き
た
わ
け
で
、

ひ
と
つ
の
節
目
の
本
と
し
て
あ
ら
た
め
て
感
慨
深
い
思
い
で
読
み
耽
け
っ
た
の

で
あ
る
。
御
本
を
い
た
だ
い
て
す
ぐ
さ
ま
読
み
終
え
、
森
氏
に
感
想
の
一
端
を

巾
し
上
げ
た
が
、
書
評
を
求
め
ら
れ
た
後
二
度
目
読
み
直
し
、
こ
れ
ま
で
の
著

書
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
意
欲
的
な
見
解
の
開
陳
が
見
ら
れ
は
し
た
が
、
今
回
は
そ
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れ
以
上
に
挑
戦
的
な
問
い
か
け
が
あ
る
だ
け
に
、
研
究
史
に
位
置
づ
け
て
の
後

世
の
評
価
は
と
も
か
く
、
私
な
り
の
現
在
の
感
想
め
い
た
も
の
を
綴
る
こ
と
に

ょ
っ
て
当
面
の
責
め
を
果
た
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
本
書
の
構
成
を
記
し
て
お
く
と
、

I
　
源
氏
物
語
の
主
題
的
世
界
－
人
物
造
型
を
中
心
に
ー

一
兵
部
刑
の
官

二
　
頭
中
将
論

三
　
疑
似
王
権
・
ま
ぼ
ろ
し
の
後
宮
・
六
条
院
　
そ
の
生
成
と
変
容

八　七　六°五　四

六
条
院
の
変
容

柏
木
の
恋

竹
河
巻
の
人
物
造
型
と
語
り
手
「
悪
御
達
」
及
び
作
者

煎
像
の
内
と
外

薫
の
恋

H
　
源
氏
物
語
の
表
現
世
界
－
人
物
造
型
を
中
心
に
－

一
源
氏
物
語
の
表
現
構
造
と
し
て
の
敬
語
法

二
　
源
氏
物
語
の
表
現
構
造
と
し
て
の
敬
語
法
（
続
）

三
　
源
氏
物
語
敬
語
体
現
論

四
　
源
氏
物
語
表
現
の
戯
曲
的
構
造

五
　
源
氏
物
語
の
表
現
構
造
・
そ
の
内
在
的
形
象
性

六
　
源
氏
物
語
の
内
在
的
言
語
・
内
在
的
世
界

七
　
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
と
人
物
呼
称
の
連
関

八
　
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
と
人
物
呼
称
の
連
関
（
そ
の
二
）

九
　
源
氏
物
語
の
表
現
方
法

一
〇
　
源
氏
物
語
の
人
物
造
型
と
語
り
の
視
点
・
方
法

と
な
っ
て
お
り
、
大
き
く
は
主
題
的
世
界
と
表
現
世
界
と
の
二
つ
に
分
か
れ
る

が
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
い
ず
れ
も
「
人
物
造
型
を
中
心
に
」
と
す
る
よ
う
に
緊

密
な
関
係
に
あ
る
。
し
か
も
、
I
の
五
以
降
は
表
現
や
叙
述
、
語
り
の
問
題
を

扱
っ
て
H
と
重
な
っ
て
お
り
、
本
質
的
に
は
表
現
の
方
法
を
追
究
し
た
の
が
本

書
の
眼
目
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
森
氏
の
独
自
の
世
界
を
拓
い

た
の
は
敬
語
法
で
あ
り
、
戯
曲
的
構
造
と
提
唱
す
る
表
現
空
間
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
こ
こ
で
は
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
も
あ
り
、
敬
語
法
を
中
心

と
し
た
表
現
に
関
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

学
校
で
習
う
文
法
書
は
平
安
朝
の
作
品
を
用
例
と
し
、
し
か
も
そ
の
大
半
は

『
源
氏
物
語
』
を
典
拠
に
し
て
の
立
論
で
あ
る
。
わ
ず
か
一
例
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
平
安
朝
一
般
の
こ
と
ば
の
法
則
と
し
て
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
説
か
れ
、

ゆ
る
ぎ
の
な
い
大
系
が
構
築
さ
れ
て
き
た
。
抽
象
化
す
る
と
そ
の
よ
う
に
な
る

の
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
方
で
は
作
品
の
実
態
と
は
か
け
離
れ
た
法
則
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
作
品
の
読
み
か
ら
、
し

か
も
『
源
氏
物
語
』
に
内
在
す
る
実
態
を
決
り
出
し
、
ま
さ
に
物
語
と
し
て
の

敬
語
の
世
界
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
玉
上
琢
珊
博
士
の
「
敬
語
の
文
学
的
考

察
」
　
で
あ
っ
た
。
す
で
に
「
物
語
音
読
論
序
説
」
も
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

ほ
か
を
含
め
て
の
一
連
の
論
考
は
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
に
画
期
的
な
影
響
を
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与
え
る
こ
と
に
な
る
。
秋
山
虔
氏
の
「
源
氏
物
語
の
敬
語
」
　
に
よ
る
明
石
上
の

精
緻
な
読
み
、
『
源
氏
物
語
の
敬
語
法
』
等
の
根
来
司
氏
の
論
、
そ
の
他
の
敬

語
の
多
く
の
考
察
な
ど
い
ず
れ
も
玉
上
理
論
の
延
長
に
あ
り
、
敬
語
を
含
め
た

表
現
の
豊
か
な
読
み
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
森
氏
の
解
釈
も
玉
上
文
法

の
範
疇
に
あ
る
が
、
た
ん
に
敬
語
の
文
学
的
な
読
み
の
多
様
さ
を
示
し
た
だ
け

で
は
な
く
、
そ
こ
に
音
読
論
も
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
　
の
世

界
が
あ
ら
た
な
黎
明
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

育
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
の
場
面
で
、
源
氏
と
中
将
と
の
対
座
に
お
い
て
、

源
氏
に
は
敬
語
が
付
さ
れ
る
の
に
対
し
て
中
将
は
無
敬
語
で
あ
る
な
ど
、
二
人

の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
源
氏
が
居
眠
っ
て
い
て
も
、
源
氏
が
意
識
さ
れ
る

限
り
は
中
将
に
は
敬
語
が
な
く
、
そ
れ
が
中
将
と
左
馬
頭
だ
け
が
叙
述
さ
れ
る

と
な
る
と
、
中
将
に
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
見

法
則
性
の
な
い
敬
語
の
使
用
に
、
ど
の
よ
う
な
法
則
性
が
兄
い
だ
せ
る
の
か
、

こ
の
種
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
の
解
釈
は
こ
れ
ま
で
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
森
説

で
は
、
「
君
の
う
ち
わ
ぶ
り
て
こ
と
は
ま
貰
ま
l
叫
ぬ
を
」
と
の
源
氏
の
描
写

に
お
い
て
、
こ
れ
は
純
粋
に
語
り
手
か
ら
の
「
給
」
　
で
は
な
く
、
中
将
か
ら
源

氏
へ
の
敬
意
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
す
る
。
「
語
り
手
（
作
者
）
は
一
定
視
点
か
ら

客
観
的
に
作
中
人
物
達
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
物
に
つ
い
て
は
離
れ
、

ま
た
別
の
人
物
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
黒
衣
の
よ
う
に
人
物
に
密
着
し
、
人
物
と

共
に
声
を
上
げ
る
。
わ
た
し
た
ち
常
識
の
第
三
者
的
な
地
の
文
で
は
な
く
、
作

中
人
物
間
を
移
動
し
な
が
ら
、
人
物
そ
れ
ぞ
れ
と
一
体
に
な
っ
て
他
の
人
物
を

見
て
い
る
描
写
の
地
の
文
で
あ
る
」
と
、
後
に
は
こ
れ
を
音
読
論
と
結
び
つ
け

て
戯
曲
的
構
造
と
主
張
す
る
。
「
こ
と
ば
ま
ぜ
た
ま
は
ね
を
」
と
の
表
現
は
、

語
り
手
が
離
れ
た
場
所
か
ら
レ
ポ
ー
タ
ー
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
頭
中
将
に
密
着
し
、
そ
の
眼
と
心
か
ら
の
表
現
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
語

り
手
は
消
え
る
の
で
は
な
く
、
頭
中
将
と
一
心
同
体
と
な
り
、
同
じ
心
理
状
態

と
な
っ
て
語
り
、
次
は
別
の
人
物
の
心
内
に
入
り
込
ん
で
語
っ
て
い
く
。
も
ち

ろ
ん
語
り
手
の
独
自
の
判
断
に
よ
る
描
写
も
あ
る
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
に
語
り

手
は
自
由
自
在
に
飛
翔
し
な
が
ら
物
語
を
語
っ
て
い
く
の
だ
が
、
同
時
に
読
者

も
語
り
手
と
一
体
と
な
っ
て
視
点
の
移
動
に
つ
き
あ
う
こ
と
に
な
る
。

語
り
手
が
聞
き
手
を
前
に
し
て
光
源
氏
の
物
語
を
語
る
場
面
を
想
定
す
る
と
、

語
り
手
は
急
に
頭
中
将
の
声
色
で
語
り
は
じ
め
、
次
は
左
馬
頭
に
な
り
き
っ
て

語
っ
て
い
く
。
聞
き
手
も
、
そ
こ
に
は
も
は
や
語
り
手
の
姿
は
な
く
、
頭
中
将

を
幻
祝
し
、
左
馬
頭
の
姿
を
努
常
と
し
、
ま
た
ふ
と
我
に
か
え
っ
て
語
り
手
の

説
明
も
開
く
と
い
っ
た
構
図
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
語
の
音
読
と
は
、
そ
の
よ

う
な
営
み
で
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
。
『
ネ
バ
ー
エ
ソ
テ
ィ
ソ
グ
ス
ト
ー
リ
1
』

の
バ
ス
チ
ア
ソ
少
年
で
は
な
い
が
、
物
語
の
世
界
l
こ
入
り
こ
み
、
い
つ
の
ま
に

か
自
分
も
登
場
人
物
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
聞
き
手
も
物
語
世
界
か
ら
距

離
を
置
い
て
開
く
だ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
作
中
人
物
の
肉
声
も
聞
き
、
と
も

に
喜
び
、
悲
し
む
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

桐
壷
巻
冒
頭
で
、
「
す
ぐ
れ
て
時
め
き
ね
剖
利
あ
り
け
り
」
に
つ
い
て
も
、

語
り
手
の
直
接
的
な
敬
意
の
有
無
で
は
な
く
、
帝
餌
を
受
け
る
桐
壷
更
衣
の
盃
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い
存
在
性
を
意
識
し
た
他
の
妃
か
ら
の
視
線
に
よ
る
敬
意
尊
重
の
念
に
よ
る
表

現
だ
と
す
る
。
帝
寵
を
受
け
る
ほ
ど
の
更
衣
だ
と
の
意
識
に
よ
っ
て
、
語
り
手

が
敬
意
を
表
し
て
「
た
ま
ふ
」
と
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
他
の
妃
が
そ

の
よ
う
に
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
帝
寵
と
い
う
現
実
の
重
さ
が
語
ら
せ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
「
は
じ
め
よ
り
我
は
と
思
ひ
上
が
り
到
1
る

御
か
た
が
た
、
め
ざ
ま
し
き
も
の
に
お
と
し
め
嫉
，
塾
は
、
桐
亜
更
衣

か
ら
の
女
御
た
ち
へ
の
敬
意
で
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
重
圧
の
う
め
き
ま

で
が
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
と
も
説
明
す
る
。
固
定
さ
れ
た
カ
メ
ラ
ア
イ
か
ら
の

視
線
で
は
な
く
、
変
幻
自
在
な
語
り
手
の
移
動
に
よ
り
、
聞
き
手
も
と
も
に
移

動
す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
両
者
が
入
り
乱
れ
て
臨
場
感
を
形
成
す
る
物
語
の
構

造
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

私
は
こ
の
よ
う
な
物
語
の
読
み
に
き
わ
め
て
共
感
を
覚
え
る
し
、
根
来
説
と

の
「
開
ゆ
」
や
「
奉
る
」
　
の
解
釈
の
違
い
に
し
て
も
、
森
説
に
説
得
力
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
ま
だ
私
に
充
分
な
理
解
の
い
か
な
い
点
と
し
て
は
、
語

り
手
の
表
現
と
作
中
人
物
か
ら
の
意
識
に
よ
る
表
現
と
の
か
か
わ
り
で
、
語
り

手
は
消
え
る
の
で
は
な
く
作
中
人
物
の
黒
衣
と
な
っ
て
密
着
す
る
と
い
う
考
え

で
あ
る
。
「
一
緒
に
な
っ
て
声
を
上
げ
て
い
る
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
作
中

人
物
の
思
考
な
り
発
言
と
な
る
と
、
語
り
手
は
や
は
り
ど
こ
か
に
行
っ
て
消
え

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
「
す
ぐ
れ
て
時
め
を
㍉
呵
割
判
あ
り
け
り
。
は
じ
め

よ
り
我
は
と
思
ひ
上
が
封
駁
瑚
か
た
が
た
」
と
、
多
く
の
妃
か
ら
桐
壷

更
衣
を
「
た
ま
ふ
」
と
し
、
す
ぐ
に
今
度
は
桐
壷
更
衣
が
女
御
た
ち
に
「
た
ま

へ
」
と
表
現
す
る
。
そ
れ
は
技
法
と
し
て
語
り
手
が
妃
や
更
衣
に
入
り
こ
ん
で

語
ら
せ
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
器
用
に
変
転
で
き
る
も
の
か
、
そ
れ
と
聞

き
手
は
同
じ
よ
う
な
移
動
に
つ
い
て
行
け
る
も
の
か
、
な
ど
と
も
思
っ
た
り
す

る
。こ

れ
は
敬
語
法
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
物
語
の
な
り
た
ち
な
り

語
り
の
構
造
と
も
か
か
わ
る
だ
け
に
、
大
き
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
勿
論
、
私
の
さ
さ
や
か
な
危
惧
の
念
な
ど
的
は
ず
れ
に
す
ぎ
な
く
、
語
り

手
の
領
導
に
よ
っ
て
作
中
人
物
の
思
考
が
表
出
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

さ
ら
に
森
説
を
発
展
さ
せ
、
物
語
の
語
り
の
構
造
を
解
き
明
か
し
て
ほ
し
く
、

御
著
の
紹
介
を
か
ね
、
賛
辞
の
思
い
を
綴
る
こ
と
に
よ
っ
て
書
評
に
替
え
さ
せ

て
い
た
だ
く
。
（
平
成
六
年
七
月
、
A
5
版
、
三
三
〇
ペ
ー
ジ
、
九
、
〇
〇
〇

円
、
勉
誠
社
）

－
　
い
い
・
は
る
き
、
大
阪
大
学
文
学
部
教
授
丁
－
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