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書　
　

評　

緑
川
真
知
子
著
『「
源
氏
物
語
」
英
訳
に
つ
い
て
の
研
究
』

マ
イ
ケ
ル
・
エ
メ
リ
ッ
ク

　

十
年
程
前
に
『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳
に
関
す
る
論
文
や
研
究
書
を
集
中
的

に
読
ん
だ
時
期
が
あ
る
。
そ
の
時
の
印
象
で
は
、
い
わ
ゆ
る
現
代
語
訳
に
関

し
て
は
刺
激
的
な
論
考
が
多
い
の
に
対
し
、
日
本
語
以
外
の
言
語
へ
の
翻
訳

（
つ
ま
り
外
国
語
訳
）
を
扱
っ
た
も
の
は
、
単
純
な
文
化
比
較
に
陥
る
傾
向
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
古
田
拡
氏
等
の
共
著
『
源
氏
物
語
の
英
訳
の
研
究
』

は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
研
究
対
象
の
英
文
の
み
な
ら
ず
『
源
氏
物
語
』
の
原

文
の
誤
読
も
多
く
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
翻
訳
研
究
と
は
何
か
、
方
法
論
と

し
て
何
を
目
指
し
た
も
の
な
の
か
と
い
う
自
覚
が
薄
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ

た
。
英
訳
を
論
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
表
層
的
な
文
化
観
・
言
語

観
を
頼
り
に
、
原
文
と
訳
文
、
つ
ま
り
日
本
語
と
英
語
の
相
違
の
再
確
認
に

紙
数
が
費
や
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
た
。

　

翻
訳
研
究
、
特
に
複
数
の
「
国
語
」
に
跨
が
る
翻
訳
研
究
に
は
、
必
然
的

に
こ
の
よ
う
な
危
険
性
が
潜
む
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、『
源
氏
物
語
』
の
原

文
と
仏
訳
を
論
じ
た
『
物
語
構
造
論
』
と
い
う
、
相
当
読
み
応
え
の
あ
る
、

示
唆
に
富
ん
だ
研
究
書
の
著
者
で
あ
る
中
山
眞
彦
氏
に
も
、『
源
氏
物
語
の

英
訳
の
研
究
』
と
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
勉
誠
社
版
『
源
氏
物
語
講

座
』
第
九
巻
所
収
の
「
仏
訳
源
氏
物
語
」
と
い
う
論
文
に
「
賢
木
」
か
ら
二

箇
所
を
引
用
し
、
原
文
と
仏
訳
を
比
較
す
る
件
が
あ
る
。
比
較
の
内
容
そ
の

も
の
は
鋭
く
、
説
得
力
が
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
「［
仏
訳
の
よ
う
な
］
読

み
方
は
、
日
本
の
側
に
は
な
い
」
ま
た
は
「
な
ん
と
［
仏
訳
の
］『
源
氏
物
語
』

か
ら
「
あ
は
れ
」
が
消
え
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
、
ふ
た
つ

の
テ
キ
ス
ト
が
「
日
本
の
側
」
と
「
フ
ラ
ン
ス
の
側
」
を
代
表
す
る
も
の
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
詳
細
を
省
か
せ
て
い
た
だ
く

が
、
中
山
氏
が
「
日
本
の
側
に
は
な
い
」
と
主
張
す
る
「
賢
木
」
の
当
該
文

に
対
す
る
読
み
方
は
、
実
は
、
円
地
文
子
の
現
代
語
訳
に
も
見
ら
れ
、
与
謝

野
晶
子
の
『
新
々
訳
源
氏
物
語
』
に
至
っ
て
は
、
な
ん
と
仏
訳
と
全
く
同
じ

よ
う
に
「
あ
は
れ
」
を
消
滅
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
山
氏
の
述
べ
る
「
日

本
の
側
」
は
一
種
の
文
化
的
幻
想
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

原
文
と
訳
文
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
自
体
は
、
ふ
た
つ

の
「
国
語
」・
文
化
に
つ
い
て
何
も
教
示
し
て
は
く
れ
な
い
。
そ
の
比
較
が

自
他
の
差
異
と
い
う
固
定
観
念
の
再
確
認
以
上
の
意
義
を
も
つ
た
め
に
は
、

ま
ず
原
文
と
訳
文
の
特
異
性
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
言
え

ば
、
専
門
家
は
『
源
氏
物
語
』
を
「
日
本
の
側
」
を
代
表
す
る
標
本
と
し
て

扱
う
の
で
は
な
く
、
紫
式
部
が
平
安
朝
の
貴
族
社
会
と
い
う
政
治
・
言
語
・

経
済
・
性
差
・
文
化
の
文
脈
の
中
で
練
り
上
げ
た
物
語
と
し
て
読
解
す
る
よ

う
に
、
訳
文
を
も
、
一
人
の
翻
訳
者
が
特
定
の
歴
史
的
な
文
脈
の
中
で
執
筆

し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
訳
文
に
関
し
て

い
え
ば
、
そ
れ
は
要
す
る
に
ど
ん
な
人
物
が
、
ど
の
時
代
に
、
ど
の
よ
う
な

目
的
で
、
ど
う
い
う
訳
文
を
準
備
し
た
か
を
丁
寧
に
調
べ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。

　

緑
川
真
知
子
氏
の
『「
源
氏
物
語
」
英
訳
に
つ
い
て
の
研
究
』
は
、
徹
底

し
て
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
脚
し
、
厳
密
な
方
法
論
を
貫
い
て
い
る
と
い
う
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意
味
で
、『
源
氏
物
語
』
の
研
究
の
み
な
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る
翻
訳
研
究
、

ま
た
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
と
い
う
重
要
な
翻
訳
家
の
研
究
に
お
い
て
も

極
め
て
大
き
な
達
成
と
い
え
る
。『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳
に
関
す
る
研
究
書

と
し
て
、
現
時
点
で
は
他
に
類
を
見
な
い
本
で
あ
る
。
本
書
は
緻
密
な
文
献

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、
過
剰
な
分
野
の
細
分
化
に
陥
る

こ
と
な
く
、
日
本
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
の
本
来
の
強
み
を
存
分
に
発
揮

し
て
い
る
。
淡
々
と
細
か
い
分
析
を
展
開
さ
せ
る
濃
い
文
章
を
丁
寧
に
読
み

進
め
る
中
で
、
様
々
な
問
題
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
力
作
で
あ
る
。

　

本
書
は
三
部
だ
て
の
構
成
を
も
つ
。
第
一
部
「『
源
氏
物
語
』
翻
訳
研
究

の
位
置
付
け
と
方
法
」
で
は
、
ま
ず
は
全
編
の
方
法
論
・
理
論
的
立
場
を
説

明
し
、
先
行
研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
、
現
代
語
訳
を
中
心
に
、
そ
も
そ
も
原

典
に
「
忠
実
」
で
あ
る
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
。
次
の
、
五
章

か
ら
構
成
さ
れ
る
第
二
部
「
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
『
源
氏
物
語
』
の
諸
相
」
は
、

二
百
ペ
ー
ジ
に
も
亘
っ
て
お
り
、
本
書
の
中
核
と
な
る
部
分
で
あ
る
。
第
二

部
、
第
一
章
で
は
、
数
少
な
い
資
料
を
頼
り
に
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
翻
訳
観
を
探

り
出
し
、
ま
た
小
説
家
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
の
手
に
よ
る
有
名
な
ウ
ェ

イ
リ
ー
訳
の
書
評
を
取
り
上
げ
る
。
残
り
の
四
章
で
は
英
国
の
ダ
ラ
ム
大
学

図
書
館
に
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
寄
付
し
た
蔵
書
か
ら
発
見
さ
れ
た
、
ウ
ェ
イ
リ
ー

自
身
に
よ
る
書
き
入
れ
の
あ
る
『
全
訳
王
朝
文
学
叢
書
』
の
第
八
・
九
巻
が

主
な
分
析
の
対
象
と
な
る
。
第
二
章
は
書
き
入
れ
の
信
憑
性
・
概
要
・
内
容

を
鳥
瞰
的
に
紹
介
す
る
。
第
三
章
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳

の
特
徴
と
し
て
知
ら
れ
る
省
略
の
傾
向
を
、
予
め
本
文
を
咀
嚼
し
た
上
で
細

か
く
計
算
さ
れ
た
手
法
で
あ
る
こ
と
を
調
査
を
も
と
に
実
証
す
る
。
第
四
章

で
は
、『
源
氏
物
語
』
訳
に
見
ら
れ
る
省
略
の
性
格
を
確
認
す
る
た
め
に
、

ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
の
『
枕
草
子
』「
虫
め
づ
る
姫
君
」『
西
遊
記
』
に
お
け
る
省

略
と
比
較
し
、
他
書
に
関
し
て
も
省
略
が
丁
寧
に
、
計
算
的
に
行
わ
れ
て
い

る
、
と
い
う
結
論
を
導
く
。
そ
し
て
第
五
章
で
は
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
「
若
菜
」

上
下
の
英
訳
に
お
い
て
、
驚
く
ほ
ど
細
か
い
テ
キ
ス
ト
「
操
作
」（
本
文
移
動

等
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
検
討
す
る
。
最
後
に
、
第
三
部
「『
源
氏
物
語
』

翻
訳
の
諸
相
」
で
は
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
を
そ
の
他
の
英
訳
『
源
氏
物
語
』
の
文

脈
の
中
に
位
置
づ
け
、
特
に
和
歌
の
英
訳
を
、
和
歌
英
訳
の
歴
史
的
な
変
遷

の
中
で
考
察
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
英
訳
の
散
文
中
の
心
中
表
現
、
談

話
標
識
等
に
対
す
る
姿
勢
に
も
検
討
は
及
ぶ
。
巻
末
に
は
索
引
と
参
考
文
献

一
覧
と
一
緒
に
「『
源
氏
物
語
』
54
帖
巻
名
英
訳
一
覧
表
」「
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳

「
若
菜
」
上
下
の
省
略
部
分
一
覧
表
」
と
「
ウ
ェ
イ
リ
ー
全
書
き
入
れ
一
覧

表
」、
そ
し
て
最
後
に
「Com

ing to T
erm

s w
ith the A

lien: T
ransla-

tions of G
enji M

onogatari

」
と
題
す
る
英
文
論
文
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。

　

緑
川
氏
は
「
緒
言
」
の
中
で
、
本
書
の
主
な
目
的
を
「
原
典
回
帰
」
と
「
受

容
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。
原
典
回
帰
は
「
原
典
の
再
構
築
と
い

う
意
味
で
は
な
く
、
原
典
の
理
解
と
解
釈
の
深
化
に
よ
っ
て
よ
り
原
典
に
近

づ
く
と
い
う
ぐ
ら
い
の
意
味
で
使
う
」
と
付
け
加
え
た
上
で
、
こ
の
二
点
は

「
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
方
向
を
持
っ
て
い
る
」、
即
ち
「『
受
容
さ
れ
た
も
の

へ
』
と
向
か
う
方
向
と
そ
し
て
そ
の
分
析
の
結
果
と
し
て
『
原
典
へ
』
と
立

ち
帰
る
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
」
を
も
つ
、
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
、
本
書

に
展
開
さ
れ
る
厖
大
な
数
の
英
文
の
分
析
を
通
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
原
文

の
特
性
に
気
付
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
多
々
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
正
直
な

感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
本
書
の
意
義
は
、
原
典
回
帰
や
受
容
史

へ
の
貢
献
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
本
格
的
な
翻
訳
研
究
、
何
よ
り
も
ウ
ェ
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イ
リ
ー
と
い
う
人
物
と
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
と
し
て
の
価

値
に
あ
る
。
緑
川
氏
の
方
法
論
は
、
厳
密
に
言
え
ば
「
原
典
か
ら
英
訳
へ
、

そ
し
て
ま
た
原
典
へ
」
よ
り
も
「
訳
文
か
ら
原
典
へ
、
そ
し
て
ま
た
訳
文
へ
」

を
志
向
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
志
向
こ
そ
、
あ
る
い
は
緑

川
氏
の
英
文
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
汲
み
取
り
、
訳
文
そ
の
も
の
を
直
視

し
よ
う
と
す
る
真
摯
な
態
度
こ
そ
、
先
行
研
究
が
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
安
易

な
言
語
・
文
化
比
較
か
ら
、
本
書
を
解
き
放
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
書
が
『
源
氏
物
語
』
の
英
訳
を
研
究
対
象
と
す
る
た
め
、
日
本
語
の
古

典
を
専
門
と
す
る
研
究
者
の
中
に
は
英
訳
の
分
析
を
十
分
咀
嚼
で
き
る
か
不

安
を
覚
え
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
そ
れ
は
杞
憂
で
あ
る
。『
源

氏
物
語
』
の
英
訳
の
中
か
ら
様
々
な
例
文
を
取
り
出
し
、
こ
こ
ま
で
丁
寧
に
、

こ
こ
ま
で
注
意
深
く
、
こ
こ
ま
で
繊
細
に
、
辞
書
の
定
義
だ
け
で
は
説
明
し

切
れ
な
い
、
ご
く
細
か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
解
き
明
か
す
著
書
は
、
他
に
例

を
み
な
い
。
そ
し
て
、
緑
川
氏
は
「
緒
言
」
の
冒
頭
に
「
本
書
は
［
中
略
］

英
語
を
母
語
と
し
な
い
、『
源
氏
物
語
』
を
専
門
と
す
る
人
間
に
よ
る
も
の

で
あ
る
」
と
断
り
、
ま
た
本
文
中
に
「
現
代
の
日
本
人
で
あ
る
我
々
」
と
い

う
言
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
主
に
日
本
の

読
者
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
英
語
を
母
語
と
す
る
読
者
な

ら
当
た
り
前
の
こ
と
を
、
必
ず
し
も
英
語
が
読
め
る
と
は
限
ら
な
い
読
者
層

の
た
め
に
解
説
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
英
語
を
母
語
と
す
る
筆
者
も
、
調

査
の
結
果
の
み
な
ら
ず
、
緑
川
氏
の
英
文
そ
の
も
の
の
分
析
か
ら
収
穫
し
た

と
こ
ろ
は
多
い
。

　

先
程
、
緑
川
氏
の
研
究
の
方
向
性
を
「
訳
文
か
ら
原
典
へ
、
そ
し
て
ま
た

訳
文
へ
」
と
表
現
し
た
が
、
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
緑
川
氏
は
研
究
対
象
で
あ
る
英
訳
を
、
あ
く
ま
で
訳
者
の
目
線
で
捉
え

直
そ
う
と
努
め
て
い
る
の
だ
、
と
。
翻
訳
と
い
う
作
業
は
「
原
文
あ
り
き
」

で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
訳
者
に
と
っ
て
、
最
終
的
に
は
訳

文
自
体
が
最
も
重
要
な
文
学
作
品
で
あ
る
。
研
究
者
が
翻
訳
を
分
析
・
評
価

す
る
際
、
訳
者
の
立
場
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
大
き
な
誤
解

に
陥
る
恐
れ
も
あ
る
。
十
年
程
前
、
筆
者
が
『
源
氏
物
語
』
の
英
訳
に
関
す

る
著
述
を
読
み
あ
さ
っ
た
際
、
英
語
に
は
そ
も
そ
も
敬
語
が
存
在
し
な
い
の

だ
か
ら
『
源
氏
物
語
』
が
英
訳
で
き
る
筈
が
な
い
、
と
い
う
論
文
に
出
会
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
翻
訳
者
の
言
語
的
立
場
を
前
提
と
し
て
、
緑
川
氏
は
ロ

イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
氏
に
よ
る
最
新
の
『
源
氏
物
語
』
英
訳
に
関
し
、
こ
の

問
題
に
触
れ
、「
厳
密
な
呼
称
翻
訳
の
区
別
は
、［
中
略
］
日
本
語
の
敬
語
表

現
の
英
訳
文
に
よ
る
置
き
換
え
と
い
う
機
能
を
担
い
、
つ
ま
り
英
訳
で
は
失

わ
れ
る
日
本
語
の
敬
語
体
系
を
補
う
役
目
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」

と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
鋭
い
分
析
は
、
本
書
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。

　

緑
川
氏
は
、
大
変
鋭
い
読
者
で
あ
り
、
徹
底
し
た
研
究
者
で
あ
る
。
本
書

の
中
枢
と
言
え
る
第
二
部
で
は
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
残
し
た
僅
か
な
書
き
入
れ

を
極
め
て
緻
密
な
分
析
を
通
し
て
、
か
の
有
名
な
英
訳
『
源
氏
物
語
』
が
誕

生
し
た
過
程
を
、
朧
げ
な
が
ら
も
、
私
た
ち
の
前
に
展
開
さ
せ
る
。
も
ち
ろ

ん
重
厚
な
本
書
を
通
読
す
る
に
は
、
あ
る
意
味
、
集
中
力
と
気
力
を
要
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
過
程
で
、
私
は
何
度
か
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
英
訳
に
注
ぎ
込
ん

だ
熱
意
に
肉
薄
す
る
よ
う
に
思
う
瞬
間
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
良
質
な
研
究
書

だ
け
が
喚
起
で
き
る
静
か
な
感
動
で
あ
る
。
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