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紹

介目

加

田

さ

く

を

著

『
源

氏

物

語

論

』
工

藤

重

矩

本
書

は
全
体

を

三
編

に
分

き
、

天
部

、
地
部

、
人
部

と
す

る
。

専
門
書

に
は
珍

し

い
が
、
是

は
著

者

の
用
意

で
あ

っ
て
、
世

界
を
構

成
す

る

天
地

人
を

以

て
す

る

の
は
、
本
書

が
ま

さ

に
源
氏
物

語

の
世
界
を

運
行

せ
し

め

る

原
理

を
明

ら
か

に
し

よ
う

と
す

る
も

の

で
あ

る
事
を

端
的

に
表
す

も

の

で
あ

ろ
う
。

「
紫
式

部

は
、

ど
う
も

、
意

識
し

て
、
源

氏
物

語
世

界
を
或

る
世

界
観

的
原

理

で
以

て
、
厳

し
く

律
し

て

い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
」

と

い
う

観
点

か
ら

、

天
部

と
し

て
因
果

律

、
対
偶
律

、
地
部

と

し

て
血
統
律

環
境

律

、
偶
然

律

、
人
部

と
し

て
美

の
受

容

と

い
う

、

五

つ
の
原

理
と

一

つ
の
様
相

に
分

っ
て
、

こ
れ
を

明

ち
か

に
』し
よ
う

と
す

る

の
で
あ

る
。

以

下
章

を
追

っ
て
簡
単

な

が
ら
内

容
を

紹
介

し
よ
う
。

第

一
章

因
果

律

ま
ず

紫
式

部

日
記

等

の
源
氏

物
語

周
辺

の
資
料

で
当

時

の
人

々

の
世

界
観

が
極

て
仏

教
的

な
そ

れ
、

即
ち
因
果

律

に
支
配

さ
れ

て

い
る
事

を
確

認
し

、
男

の
政

治

の
世
界

を

め
ぐ
ら
す
物

は

、
政
権

へ
の

執

念

の
あ

げ
く

の

「
怨
念

」

で
あ

る
が
、

女

の
場

合
は
愛

執

が
怨
念

と
な

っ
て
運
命

を
支

配
す

る

、
愛
執

の
因

果
律

を
、
源

氏
物
語

の
中

で
、
罪
、

報

、

契
、

宿
世

の
四

項

に
分
け

て
、
桐

壺
帝

と
更

衣

に
始

る
愛
執

の
業

因

が
次

々
と
人

々
を
巻

き
込

ん

で
め
ぐ

る
様

を
、
豊

富
な
原

文

の
引
用

を
行

い

つ
つ
解

き
明

し

て

い
る
。

第

二
章

対
偶
律

父
為
時

の
教

え
を
受

け

、

漢
詩

文

に
通

暁

し

て

い
た
紫

式
部

に
と

っ
て
、
漢
詩

文

に
特
徴
的

な

「
対

偶

」

と

い
う

形
式

は
、

単

に
修

辞

に
止

ら
ず
世

界
観

に
ま

で
影
響

し

て

い

た
ら

し

い
。

そ

こ

で
源

氏
物

語

の
対

偶
表

現
を

、
語
彙

上

の
対
偶

、
文

章

上

の
対

偶

、
ま

た
和

歌

に

つ

い
て
は
修
辞

の
他

に
先
行

文

芸
と

の
対
偶

と

い
う

観
点

か
ら
引

歌
引
詩

を
考

え
、

贈
答

歌
も

対
偶

形
式

と
し

て
扱

い
、

更

に
は
、
薫

と
匂

宮

と

い
う
如

く

に
、
容

姿

・
性

格
を

始

め
種

々
な
面

に

亘

っ
て
対

と
な

る
人

々
を

と

り
あ
げ

、
ま

た

か
づ
け
物

に
も

主
贈

物
と
添

え
物

と

い
う

対
偶

を
認

め
、
物

語

の
構
成

に
於

て
も
姦

通

(藤
壺

.
女
三
宮
)
、

皇

女
降

嫁
(女
三
宮

.
女

一
宮
)等

に
対
偶

構
成

が
と

ら
れ

て

い
る
と
説

く
。

こ

れ
ら

源
氏
物

語

の
対

偶

を
①

正
対
②

同
対
③

正

副
対
④

争
対
⑤

異
対

に

分

類

し

て

い
る
。

第

三
章

血
統
律

人
間

形
成

に
お

い
て
遺

伝
と

環
境
を

言
う

の
は
現

代

で
も

そ
う

だ

が
、
紫

式
部
も

ま

た
人
物

造
形

に
あ

た

っ
て

血
統
を
第

一
に
重
視

し

て

い
る
。

源
氏

物
語

で

は
皇

系

、
藤

原
左
大

臣
系

右

大

臣
系

の
人

々
に
そ

れ
ぞ

れ
特

有

の
容
姿

・
性

格

が
付
与

さ
れ

て

い
る
。

「な

ま

め
か
し

」
は
皇

系

に
多

用

し
、

光
る

と

い
う

形
容

は
光

君
と

そ

の

子
に
限

ら
れ

る
、
等

々
。

性
格

で
は
皇

系

は
好
色

で
人

の
思
惑

を
気

に
す
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る
所

が
あ

り
、

子
に

は
愛
情

深

い
が
時

に
偏

愛
を

示
す

の

に
対

し
、

左
大

臣
系

は
気
高

く
す

く
よ

か

で
礼
儀

正
し

く
誠

実

で
あ

る

と

い
う

風

に
、
各

人
物

が
そ

れ
ぞ

れ
母
系

父
系

の
性

格

に
よ

っ
て
形
成

さ

れ
て

い
る
有
様

を

用

例

を

列

挙

し

て
解

明

し

て

い
る
。

第

四
章
環

境
律

物

的

・
心

的

多

様
な

環
境

の
う

ち
、

特

に
風
土

的
環
境

と

し

て
の

「
鄙

」

の
扱

い
を

中

心

に
紫

式
部

の
意

識
を

明
ら

か

に
し
よ
う

と
す

る
。

東
国

育
ち

の
浮
舟

が

愛
情

面

に

ル
ー
ズ

で
あ

る

の
に
対

し
、
筑

紫
育

ち

の
玉
髪

は
、
す

く
よ

か

で
お
お

ら

か
で
、

し

か
も
源
氏

を
巧

み
に
そ

ら
す
智

性
を

も

っ
た
、
大
柄

な
野

性
的

美

人
と

し

て
創
造

し

て
お
り

、
小
柄

を
良

し

と
す

る
当

時
、

大

柄
な

美

人
を
造

形

し
た

の

は
式

部

の
功
績

と

さ
れ
る
。

ま

た
近

江
は
都

に

近
く

文
化

は

さ
ほ

ど
低

く
な

い
の
に
、
近

江

の
君

の
如

き
女

性
を

造
形

し

た

の
は

、
紫
式

部

は
新
婚

当
時

、
近

江
守

の
女

に
夫

が
通

う

こ
と
が
あ

っ

た

の

で
、
そ

の
怨

み
を

「
近

江

の
君

」

に

こ
め
た

の
だ
と

い
う

興

味
あ

る

説
を

示
し

て

い
る
。
他

に
、
教
育

も
ま

た
人
間

形
成

に
与

る
要

件

で
あ

る

と

式
部

は
考

え

て

い
た

こ
と
を
説

い
て

い
る
。

な

お
、
源

氏
物

語

に
お
け

る

女
性

の
容

姿
美

造
形

と
都

鄙

と
し

て
、
源

氏
物

語

の
女
性

の
容

姿

に
関
す

る
文

章
を

人
物

ご

と
に
列

挙
し

て

い
る
。

第
五
章

偶

然
律

源
氏

物
語

に

は
偶
然

の
出

あ

い
が
何
度

か
用

い
ら
れ

て

い
る
が
、

そ

の
場
合

に
も

周

到

に
条
件

を
考

え

て

い
て
、
矢

鱈
と
偶

然

の
出
あ

い
を

設
定
す

る

こ
と
に

は
式

部

は
た

め
ら

い
を
感

じ

て

い
る

よ
う

で
あ

る
と

い
う

。

第

六
章
美

の
受

容
ー

好
色
「

好
、

即
ち

「
す

き
」

に
お
け

る
美

の
受

容

の
あ

り
方

に

つ
い
て
、
特

に

「
風
流

」

に
関
し

て
、
自

然
美

、
芸

術
美

の
追
求

が
好

色

(
す

き

)
の
要
素

で
あ

る

こ
と
を
述

べ
、
美

の
追
求

に
関

連

し
て

、
光
源

氏

に
と

っ
て

「幸

福

」

と
は
ど

の
よ
う

な
状

態
を

い
う

の
か

、
巻
を

追

っ

て
確

め

て

い
る
。

ま

た
好
色

の

「
色
」

即
ち

美
色

(
美

)
に
関

し

て
、
最

高

美

と
し

て

の

「
な
ま

め
か
し

」

「
艶
」

の
用
例

を
求

め
、

使
わ

れ
た

人

物

と
関

連
さ

せ
て

、
二

つ
の
言

葉

の
現
わ
す

意
味

様
式

を
考

察
し

て

い
る
。

以
上
甚

だ
表

面
的

な

が
ら

一
通
り
内

容

を
紹
介

し

た
。

本
書

の
特

徴

は

雑

誌
論

文
を
基

と
し

て

い
る

に
も
か

か
わ

ら
ず

極

て
構
成

整

然

と
し

て

い

る
事

で
、
源
氏

物
語

世
界

を
運

行
さ

せ
る
五

つ
の
原
理

が
そ

れ
ぞ

れ
連
繋

を
保

ち

つ
つ
転

回
し

て

い
る
様

が

一
望

に
見

渡

せ
る

の
で
あ

る
。

ま

た
し

ば
し

ば

言
及
し

た
事

だ
が

、
論
拠

と
な

っ
た
用
例

を
豊
富

に
示
し

て
お
り

読

者

は

一
々
確

認

し

な

が

ら

進

め

る
訳

で
、
安

心
し

て
説
を

納
得
す

る

こ
と
が

で
き

る
。

豊
富

な
資

料

は
著
者

の
論
旨

か

ら
離

れ
て
も

使
用

で
き

益
す

る
所

大

で
あ
る
。

ま

た

一
つ
の
特

徴

は
、
著
者

の
視

野

が
極

め

て
広

い
こ
と

で
あ

る
。

東
西

の
文

献
、
古

今

の
状
態

、

こ
れ
ら
が

み
な

一
つ
の

目
標

に
向

っ
て
収
飲

さ

れ

て
ゆ
く

の
で
あ

る
。

著
者

は
以

降
次

々
と
論

著

を
刊

行
さ

れ
る

と

「後

記
」

に
あ

る
。

今
か

ら
待
遠

し

い
思

い
で
あ

る
、

そ
れ

は

と
も
か
く

た

だ
た
だ
本

書

の
真

価
を
伝

え
得

て

い
な

い
事

を
恐

れ

る
。(

昭

和
五

十
年

五
月
笠

間
書
院

刊

六
五

四
頁

一
○
、

○
○
○

円

)
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