
与
謝
野
品
子
訳
に
み
る
若
紫
巻
申
知
覚
の
ド
ラ
マ

ー
近
代
作
家
た
ち
の
「
源
氏
物
語
」
翻
訳
l

は
じ
め
に

臼
本
近
代
文
学
に
お
い
て
、
翻
訳
と
い
え
ば
、
西
洋
文
学
を
日
本
一
語
に

訳
す
と
い
う
行
為
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
英
語
を
逐

語
訳
す
る
ス
キ
ル
は
、
各
英
語
学
校
に
お
け
る
教
授
や
文
学
者
・
森
田
思

軒
な
ど
の
周
密
文
体
な
ど
に
よ
っ
て
明
治
中
期
に
は
ほ
ぼ
確
立
し
て
い

た
。
こ
う
し
た
翻
訳
文
体
の
影
響
や
標
準
語
の
設
定
の
も
と
口
語
文
と
呼

ば
れ
る
書
き
言
葉
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
以
前
の
も
の
は
文
語
文

と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
文
章
観
・
言
語
観
が
変
容
し
、
言
語
が
思
想

を
表
現
す
る
道
具
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
日
本
語
は
西
洋

的
な
論
理
を
表
現
す
る
た
め
の
構
造
改
革
を
必
要
と
し
た
。
西
洋
的
な
主

述
の
あ
る
構
文
、
テ
ン
ス
や
ア
ス
ペ
ク
ト
の
摂
取
l

こ
れ
に
よ
り
、
近
代

以
降
の
日
本
語
使
用
者
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
の
が
、

文
語
文
的
世
界
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
「
近
代
作
家
た
ち
の
『
源
氏
物
語
』
翻
訳
」
と

題
し
、
与
謝
野
晶
子
と
谷
崎
潤
一
郎
に
よ
る
口
語
訳
を
素
材
に
、
日
本
近

代
文
学
研
究
の
視
点
か
ら
文
詩
文
を
口
語
文
に
翻
訳
す
る
行
為
を
問
題
に

し
た
。
と
く
に
、
若
紫
巻
の
垣
間
見
の
場
面
で
、
源
氏
が
紫
の
上
と
藤
壷

と
の
類
似
に
気
づ
き
涙
を
流
す
と
い
う
箇
所
に
限
定
し
、
そ
こ
に
描
か
れ

馬

場

美

て
い
る
源
氏
の
複
雑
な
知
覚
が
ど
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ

と
で
、
了
」
と
ば
の
翻
訳
・
文
化
の
翻
訳
」
と
い
う
テ
!
マ
に
迫
る
こ
と

を
試
み
た
。
発
表
で
は
晶
子
の
翻
訳
が
源
氏
を
主
語
に
統
一
し
よ
う
と
す

る
こ
と
で
、
ま
さ
に
近
代
心
理
学
的
に
生
き
る
源
氏
像
を
生
み
出
し
て
い

る
と
指
捕
し
た
。
さ
ら
に
晶
子
訳
の
直
後
に
発
表
さ
れ
た
谷
崎
訳
が
、
近

代
日
本
語
批
判
の
実
践
と
し
て
、
主
語
を
排
除
す
る
傾
向
を
も
ち
な
が

ら
、
や
は
り
語
り
手
を
厳
密
に
想
像
/
創
造
し
て
し
ま
う
擬
古
文
に
な
っ

て
い
る
た
め
、
直
線
的
な
合
理
性
を
志
向
す
る
近
代
的
文
体
の
傾
向
か
ら

離
れ
ら
れ
ず
、
源
氏
の
知
覚
に
つ
い
て
原
文
を
訳
出
で
き
て
い
な
い
と
い

う
限
界
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
か
ら
、
「
源
氏
物
語
」
の
「
こ
と
ば
」
、
そ

し
て
「
文
化
」
を
、
西
洋
的
論
理
を
通
路
に
「
翻
訳
」
し
よ
う
と
す
る
さ

い
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
ジ
レ
ン
マ
や
発
揮
さ
れ
て
し
ま
う
偲
性
を
み

て
い
っ
た
。

今
回
は
こ
の
発
表
を
も
と
に
、
と
く
に
与
謝
野
晶
子
訳
に
つ
い
て
の
分

析
を
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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一
、
複
雑
な
知
覚
の
ド
ラ
マ
を
生
き
る
源
氏

古
文
教
科
書
で
採
択
さ
れ
て
い
た
の
も
一
因
だ
ろ
う
か
、
私
の
「
源
氏



物
語
」
の
イ
メ

i
ジ
に
お
い
て
若
紫
巻
の
印
象
は
と
て
も
強
い
。
ま
だ
十

代
も
な
か
ば
の
源
氏
が
、
躍
を
患
い
北
山
を
訪
れ
加
持
祈
祷
を
受
け
快
癒

す
る
や
否
や
、
近
く
の
庵
を
沼
一
間
見
す
る
。
そ
こ
で
尼
君
と
暮
ら
す
女

君
・
紫
の
ゆ
か
り
の
姫
(
以
下
、
便
宜
上
紫
の
上
と
呼
ぶ
)
を
見
出
す
。

藤
壷
の
宮
へ
の
恋
情
に
街
き
動
か
さ
れ
る
源
氏
の
姿
を
間
に
は
さ
み
、
藤

壷
と
遠
縁
関
係
に
あ
る
と
判
明
し
た
紫
の
上
を
か
な
り
強
引
に
自
邸
に
連

れ
去
っ
て
し
ま
う
ま
で
を
描
く
巻
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
も
刺
激
的
だ

が
、
垣
間
見
し
て
い
る
う
ち
に
紫
の
上
か
ら
自
が
離
せ
な
く
な
り
、
そ
れ

は
藤
壷
と
似
て
い
る
か
ら
だ
と
気
付
い
た
源
氏
の
衝
撃
が
、
千
年
昔
の
物

語
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
に
言
葉
を
つ
く
し
説
明
さ
れ
て
い
た
と
記
憶
し
て

い
る
。吉

海
直
人
『
「
垣
間
見
」
る
源
氏
物
語
紫
式
部
の
手
法
を
解
析
す
る
』

(二

O
O八
年
、
笠
間
書
続
)
は
、
垣
間
見
は
王
抑
制
の
物
語
に
お
い
て
恋

物
語
的
展
開
を
予
測
さ
せ
る
手
法
で
あ
る
、
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
通
説
に

対
し
て
、
寸
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
を
再
検
討
し
た
書

で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
若
弦
巻
の
尼
君
と
紫
の
上
を
源
氏
が
垣
間
見
す

る
場
面
の
特
徴
に
つ
い
て
、
二
伊
勢
物
語
』
(
初
段

l
注
)
の
極
端
な
パ

ロ
デ
ィ
と
し
て
、
恋
愛
可
能
範
囲
を
上
と
下
に
超
え
た
二
人
の
女
性
(
片

や
四
十
過
ぎ
、
片
や
十
ば
か
り
)
が
設
定
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
だ
と
述
べ

る
。
そ
し
て
源
氏
の
白
線
か
ら
紫
の
上
と
祖
母
の
尼
君
と
の
類
似
(
最

初
、
源
氏
は
母
子
関
係
と
類
推
)
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
次
に
比

較
す
べ
き
も
う
一
人
の
潜
在
的
女
性

i
藤
壷

i
と
の
類
似
を
強
調
す
る
た

め
の
配
慮
(
仕
掛
け
)
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、

藤
壷
と
紫
の
上
と
が
具
体
的
に
似
て
い
る
か
ど
う
か
を
作
中
情
報
か
ら
だ

け
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
源
氏
の
幻
想
だ
っ
た
と
す
る

先
行
説
を
紹
介
し
つ
つ
、
「
直
観
的
な
あ
る
い
は
運
命
的
な
類
似
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
」
と
結
論
し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
近
代
文
学
か
ら
見

れ
ば
、
ま
さ
に
源
氏
の
「
見
る
」
と
い
う
知
覚
に
よ
っ
て
生
じ
る
意
識

が
、
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
読
め
る
部

分
で
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
問
題
の
紫
の
上
と
藤
壷
と
の
類
似
に
つ
い
て
源
氏
が
自
覚
す

る
場
面
を
、
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
加
源
氏
物
語

ω』
(
一
九
九
四

年
、
小
学
館
)
よ
り
原
文
・
訳
文
と
も
に
引
用
し
て
み
た
い
。

「
原
文
」

つ
ら
つ
き
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
眉
の
わ
た
り
う
ち
け
ぶ
り
、
い
は

け
な
く
か
い
や
り
た
る
額
っ
き
、
髪
ざ
し
い
み
じ
う
う
つ
く
し
。
ね

び
ゆ
か
む
さ
ま
ゆ
か
し
き
人
か
な
、
と
呂
と
ま
り
た
ま
ふ
。
さ
る

は
、
限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
や
う
似
た
て
ま
つ

れ
る
が
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
、
と
思
ふ
に
も
涙
ぞ
落
つ
る
。

(
傍
線
l

馬
場
、
以
下
向
)
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「
訳
文
」

顔
つ
き
が
ま
こ
と
に
い
じ
ら
し
く
、
居
の
あ
た
り
が
ほ
ん
の
り
と
美

し
く
感
じ
ら
れ
、
あ
ど
け
な
く
か
き
上
げ
て
い
る
額
の
様
子
、
髪
の

生
え
ざ
ま
が
、
た
い
そ
う
か
わ
い
ら
し
い
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
に
美

し
く
成
人
し
て
い
く
か
、
そ
の
様
子
を
見
届
け
た
い
よ
う
な
人
よ

と
、
君
は
じ
っ
と
見
入
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
と
い
う
の
も
、
じ
つ

は
、
限
り
な
く
深
い
思
い
を
お
寄
せ
申
し
あ
げ
て
い
る
お
方
に
、
ほ

ん
と
に
よ
く
お
似
申
し
て
い
る
の
で
、
し
ぜ
ん
目
を
ひ
き
つ
け
ら
れ

る
の
だ
、
と
思
う
に
つ
け
て
も
涙
が
こ
ぼ
れ
て
く
る
。

傍
線
部
分
「
さ
る
は
(
と
い
う
の
も
と
に
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な



頭
注
も
施
さ
れ
て
い
る
。

上
述
の
内
容
を
受
け
て
補
足
説
明
す
る
場
合
の
接
続
-
認
。
こ
こ
で

は
、
源
氏
が
こ
の
少
女
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
心
の
真
相
に
ふ
れ
、
単

に
そ
の
美
し
さ
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
実
は
こ
の
少
女
が
藤
査
に
似

て
い
た
か
ら
だ
と
す
る
。
盲
目
的
に
彼
女
に
吸
引
さ
れ
て
し
ま
っ
て

か
ら
、
そ
の
理
由
が
驚
き
と
と
も
に
意
識
に
上
り
、
同
時
に
涙
が
落

ち
る
、
と
い
う
微
妙
な
過
程
を
と
ら
え
る
。

つ
ま
り
「
さ
る
は
」
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
る
の
は
源
氏
の
「
心
」
の

「
微
妙
な
過
程
」
で
あ
り
、
そ
の
意
識
変
化
の
複
雑
さ
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
紫
の
上
と
藤
壷
と
の
類
似
に
気
付
く
こ
の
引
用
部
分
で
、
源
氏

は
、
紫
の
上
の
何
に
注
目
し
(
「
つ
ら
つ
き

i
髪
、
ざ
し
い
み
じ
う
う
つ
く

し
」
)
、
何
を
思
い
(
「
ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
ゆ
か
し
き
人
か
な
」
)
、
ど
う
反

応
し
た
か
(
「
呂
と
ま
り
た
ま
ふ
」
)
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
状

態
を
自
問
し
は
じ
め
(
「
さ
る
は
」
)
、
原
因
に
気
付
き
(
「
限
り
な
う

i
似

た
て
ま
つ
れ
る
が
」
)
、
自
ら
の
状
態
に
意
味
付
け
で
き
る
よ
う
に
な
り

(
「
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
」
)
、
そ
し
て
涙
を
流
す
(
「
と
思
ふ
に
も
涙
ぞ

落
つ
る
」
)
と
い
う
よ
う
に
、
草
子
地
の
醍
醐
味
と
い
う
べ
き
か
、
お
ど

ろ
く
ほ
ど
心
理
が
分
節
化
さ
れ
て
い
る
。
実
質
的
に
は
源
氏
の
生
涯
の
伴

侶
と
し
て
育
つ
こ
と
に
な
る
紫
の
上
と
の
つ
な
が
り
、
そ
し
て
藤
壷
へ
の

愛
執
の
深
さ
を
、
源
氏
の
知
覚
の
ド
ラ
マ
と
し
て
み
ご
と
に
描
き
き
っ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

若
紫
巻
の
こ
の
部
分
は
、
ま
さ
に
心
理
学
の
受
容
か
ら
始
ま
っ
た
と
も

い
え
る
日
本
の
近
代
文
学
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
に
明
治
期
に
於
け
る
近
代
心
理
学
の
受
容
と
と

も
に
文
学
が
知
覚
に
注
目
し
て
来
た
こ
と
の
様
相
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と

が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
近
代
心
理
学
的
人
間
観
が
そ
の
翻
訳
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
次
に
取
り
上
げ
る
品
子
訳
で
あ
る
。

二
、
与
謝
野
晶
子
の
『
新
訳
』
と
『
新
新
訳
』

与
謝
野
晶
子
は
明
治
末
か
ら
昭
和
に
か
け
て
二
度
「
源
氏
物
語
」
の
翻

訳
を
刊
行
し
て
い
る
。
「
新
訳
源
氏
物
語
』
(
全
四
冊
、
明
治
四
五
年

1
大

正
二
年
)
と
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
(
全
六
巻
、
昭
和
二
ニ

i
一
四
年
)

で
、
い
ず
れ
も
金
尾
文
淵
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
ほ
か
に
関
東
大
震
災
で

消
失
し
て
し
ま
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
訳
が
あ
っ
た
と
い
う
(
勉
誠
社
版

「
鉄
幹
品
子
全
集
』
の
解
題
に
詳
し
い
)
。
刊
行
さ
れ
た
晶
子
訳
二
種
に
つ

い
て
、
最
初
の
『
新
訳
』
と
あ
る
方
は
原
文
に
そ
い
つ
つ
も
省
略
し
て
い

る
部
分
が
多
く
、
抄
訳
と
い
う
性
質
が
強
い
。
一
方
の
『
新
新
訳
』
は
逐

語
訳
の
全
訳
と
い
え
る
(
ち
な
み
に
「
鉄
幹
晶
子
全
集
』
を
用
い
て
比
較

す
る
と
、
若
紫
巻
の
分
量
は
『
新
訳
』
は
一
六
頁
、
「
新
新
訳
』
は
四
五

百
(
と
約
三
倍
に
な
っ
て
い
る
)
。

い
ず
れ
の
訳
も
三
人
称
小
説
の
体
裁
を
採
用
し
て
お
り
、
主
語
を
明
示

し
そ
れ
を
反
復
表
示
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
、
主
述
を
前
提
と
す
る
欧
文

の
構
文
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
晶
子
訳
が
谷
崎
訳
に
比
し
て
論

理
的
に
み
え
る
理
由
だ
ろ
う
。
そ
し
て
語
尾
は
常
体
だ
が
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
人
名
へ
の
敬
称
が
残
っ
て
お
り
、
「
新
訳
」
で
は
「
源
氏
の
君
」
「
尼

様
」
と
上
品
な
調
子
、
「
新
新
訳
』
で
は
「
源
氏
」
と
の
み
あ
る
場
合
が

自
立
つ
も
の
の
、
「
尼
さ
ん
」
と
い
っ
た
庶
民
的
調
子
が
入
り
込
ん
で
い

る
、
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
訳
文
の
傾
向
を
予
め
指
摘
し
て
お
く
。

で
は
、
ま
ず
垣
間
見
場
面
の
は
じ
ま
り
の
訳
を
地
べ
た
い
。

「
原
文
」
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日
も
い
と
長
き
に
つ
れ
づ
れ
な
れ
ば
、
夕
暮
の
い
た
う
霞
み
た
る

に
ま
ぎ
れ
て
、
か
の
小
柴
垣
の
も
と
に
立
ち
出
で
た
ま
ふ
。
人
々
は

帰
し
た
ま
ひ
て
、
惟
光
朝
臣
と
の
ぞ
き
た
ま
へ
ば
、
た
だ
こ
の
西
面

に
し
も
、
持
仏
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
て
行
ふ
尼
な
り
け
り
。

『
新
訳
』

山
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
夕
暮
の
鶏
が
沢
山
下
り
て
居
る
か
ら
余
り
目

立
た
な
い
。
い
つ
の
間
に
か
先
刻
見
た
美
し
い
小
柴
垣
の
そ
ば
へ
来
た

の
で
外
の
家
来
達
は
上
の
寺
へ
帰
し
て
惟
光
と
二
人
で
家
の
中
を
そ
っ

と
覗
い
た
。
そ
の
庭
に
γ

回
し
た
西
向
の
座
敷
に
居
る
の
は
四
十
位

の
上
品
な
尼
様
で

『
新
新
訳
』

山
の
春
の
日
は
こ
と
に
長
く
て
徒
然
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
夕
方
に

な
っ
て
、
こ
の
山
が
淡
霞
に
包
ま
れ
て
し
ま
っ
た
時
刻
に
、
午
前
に

眺
め
た
小
柴
垣
の
所
へ
ま
で
源
氏
は
行
っ
て
見
た
。
外
の
従
者
は
寺

へ
帰
し
て
惟
光
、
だ
け
を
供
に
伴
れ
て
、
そ
の
山
荘
を
覗
く
と
、
此
の

垣
棋
の
直
ぐ
前
に
な
っ
て
ゐ
る
西
向
き
の
座
敷
に
持
仏
を
置
い
て
お

勤
め
を
す
る
尼
が
居
た
。

い
ず
れ
の
晶
子
訳
も
「
山
」
か
ら
は
じ
ま
る
。
北
山
に
滞
在
し
て
い
る

こ
と
と
、
春
の
日
が
長
い
こ
と
は
さ
ほ
ど
関
係
な
い
と
忠
わ
れ
る
が
、
主

人
公
の
主
観
や
一
居
場
所
を
明
示
す
る
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
『
新
訳
』
で
は
、
タ
籍
に
ま
ぎ
れ
て
い
く
源
氏
の
意
識

「
余
り
目
立
た
な
い
」
が
補
わ
れ
、
「
い
つ
の
間
に
か
」
垣
に
た
ど
り
着
く

と
あ
る
の
だ
が
、
『
新
新
訳
』
で
は
、
原
文
の
「
夕
暮
」
は
「
時
刻
」
を

意
味
す
る
「
夕
方
」
と
な
り
、
庵
を
は
じ
め
て
自
に
し
た
時
間
帯
の
「
午

前
」
ま
で
も
が
記
載
さ
れ
、
源
氏
の
行
動
が
過
去

l
現
在
と
い
っ
た
出
来

事
の
生
起
頗
と
い
う
論
理
性
に
こ
だ
わ
っ
て
訳
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
新

訳
』
で
「
惟
光
と
二
人
で
」
「
覗
く
」
と
あ
り
原
文
に
近
い
が
、
『
新
新

訳
』
で
は
だ
れ
が
「
覗
く
」
か
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
場

面
の
視
点
人
物
が
よ
り
源
氏
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
尼

の
姿
が
見
え
る
場
所
に
つ
い
て
、
『
新
訳
』
で
は
産
敷
か
ら
み
た
方
向
の

説
明
を
し
て
い
る
の
で
全
知
的
な
語
り
手
の
存
在
を
思
わ
せ
る
が
、
『
新

新
訳
』
で
は
原
文
の
「
た
だ
」
を
「
直
ぐ
前
」
と
訳
し
て
、
源
氏
の
目
線

を
た
ど
る
よ
う
な
訳
に
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
源
氏
は
垣
間
見
を
始
め
、
ま
ず
は
色
好
み
の
眼
差
し
で
尼
を

見
出
す
。
そ
こ
へ
雀
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
泣
き
な
が
ら
訴
え
に
く

る
少
女
・
紫
の
上
が
登
場
す
る
。
こ
の
駆
け
寄
ヮ
て
く
る
〈
動
〉
の
状
態

の
印
象
(
登
場
直
後
)
と
、
祖
母
の
尼
君
に
た
し
な
め
ら
れ
て
座
る
よ
う

言
わ
れ
て
か
ら
の
〈
静
〉
の
状
態
の
印
象
(
再
認
識
後
)
の
変
化
の
訳
出

を
み
て
み
た
い
。

「
原
文
」

・
登
場
直
後
「
走
り
来
る
女
子
、
あ
ま
た
見
え
つ
る
子
ど
も
に
似
る

べ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生
ひ
先
見
え
て
う
つ
く
し
げ
な
る
容
貌

な
り
」

・
再
認
識
後
「
つ
ら
つ
き
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
痛
の
わ
た
り
う
ち

け
ぶ
り
、
い
は
け
な
く
か
い
や
り
た
る
額
っ
き
、
髪
、
ざ
し
い
み
じ
う

う
つ
く
し
。
ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
ゆ
か
し
き
人
か
な
、
と
自
と
ま
り
た

ま
ふ
」

『
新
訳
』

・
登
場
直
後
了
」
の
子
の
顔
は
先
刻
か
ら
見
て
居
た
女
の
童
な
ど
と

同
じ
や
う
な
も
の
で
は
な
い
。
大
き
く
な
っ
た
ら
ど
ん
な
に
美
人
に
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な
る
で
あ
ら
う
と
忠
は
れ
る
顔
立
ち
で
」

・
再
認
識
後
「
顔
が
光
る
様
に
続
麗
で
あ
る
。
つ
く
づ
く
と
そ
の
子

の
顔
を
眺
め
な
が
ら
魂
が
傍
へ
飛
ん
で
行
く
や
う
に
、
回
以
ふ
の
は
、
」

『
新
新
訳
』

・
登
場
直
後
「
向
う
か
ら
走
っ
て
来
た
子
は
、
先
刻
か
ら
何
人
も
見

た
子
供
と
は
一
所
に
云
ふ
こ
と
の
出
来
な
い
麗
質
を
備
へ
て
居
た
。

将
来
は
ど
ん
な
美
く
し
い
ひ
と
に
な
る
だ
ら
う
と
患
は
れ
る
所
が
あ

っ
て
」

・
再
認
識
後
「
顔
つ
き
が
非
常
に
可
愛
く
て
、
眉
の
灰
か
に
伸
た

所
、
子
供
ら
し
く
自
然
に
髪
が
横
撫
で
に
な
っ
て
居
る
額
に
も
髪
の

性
質
に
も
、
勝
れ
た
美
が
潜
ん
で
ゐ
る
と
見
え
た
。
大
人
に
な
っ
た

時
を
想
像
し
て
素
ば
ら
し
い
佳
人
の
姿
も
源
氏
の
君
は
自
に
描
い
て

見
た
。
」

ま
ず
、
登
場
直
後
に
つ
い
て
、
原
文
に
「
生
ひ
先
見
え
て
」
と
あ
る
の

は
、
尼
へ
の
色
好
み
の
視
線
の
名
残
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
の
女
の
童
と

比
較
し
て
ず
ば
抜
け
て
美
し
い
少
女
の
成
人
後
に
期
待
す
る
と
い
う
あ
ら

れ
も
な
い
白
線
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
品
子
の
『
新
訳
』
も
「
大

き
く
な
っ
た
ら
ど
ん
な
に
美
人
に
な
る
で
あ
ら
う
」
と
だ
い
ぶ
く
だ
け
た

調
子
で
訳
し
て
い
る
。
『
新
新
訳
』
も
基
本
は
同
じ
だ
が
、
「
将
来

i
だ
ら

う
」
と
い
う
構
文
で
訳
し
、
未
来
を
指
向
す
る
時
間
的
感
覚
で
整
理
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て
再
認
識
後
は
原
文
に
「
ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
ゆ
か
し
き
人
」
と
あ

る
の
で
、
成
長
の
プ
ロ
セ
ス
へ
の
関
心
に
変
わ
る
。
こ
れ
は
登
場
直
後
の

「
生
ひ
先
」
へ
の
軽
い
興
味
と
は
違
う
、
人
と
し
て
の
成
一
長
へ
の
関
心
に

な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
笛
所
に
つ
い
て
『
新
訳
』
で
は
、
紫
の
上
の
「
顔
が

光
る
様
に
絹
麗
」
と
い
う
神
々
し
さ
を
一
一
一
一
口
っ
た
後
、
源
氏
の
「
魂
」
が
少

女
の
も
と
へ
飛
ん
で
し
ま
う
と
い
う
大
胆
な
意
訳
に
な
っ
て
い
る
。
一
方

『
新
新
訳
』
の
再
認
識
後
で
は
原
文
の
「
ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
」
を
意
識
し

て
か
「
大
人
に
な
っ
た
時
」
と
あ
っ
、
こ
の
さ

7
2
節
の
ご
と
き
訳
文
の

採
用
も
時
間
を
意
識
す
る
感
覚
の
強
調
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「
新
訳
』
同

様
、
源
氏
の
紫
の
上
へ
の
印
象
は
、
成
人
後
を
源
氏
が
想
像
す
る
だ
け

で
、
両
訳
と
も
に
少
女
の
成
一
長
の
プ
ロ
セ
ス
へ
の
源
氏
の
関
心
は
訳
出
さ

れ
て
い
な
い
。

続
い
て
、
再
認
識
後
の
原
文
引
用
の
末
尾
「
と
目
と
ま
り
た
ま
ふ
」
は

ど
う
か
。
『
新
訳
』
で
は
「
眺
め
な
が
ら
」
が
こ
れ
を
内
包
し
て
い
そ
う

で
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
魂
が
傍
へ
飛
ん
で
行
く
」
と
あ
る
の
で
、
心
の
状

態
に
影
響
さ
れ
視
覚
機
能
が
麻
癖
し
て
い
る
よ
う
な
廷
然
自
失
し
て
い
る

印
象
を
受
け
る
。
『
新
新
訳
』
の
方
は
、
「
源
氏
の
君
は
目
に
描
い
て
見

た
」
に
相
当
す
る
が
、
こ
の
「
自
」
に
写
っ
て
い
る
の
は
、
も
は
や
外
界

で
は
な
く
、
完
全
に
知
覚
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
内
界
の
問
題
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
な
る
と
『
新
新
訳
』
が
興
味
深
い
の
は
、
大
人
に
な
っ
た
紫
の
上
を

源
氏
に
「
想
像
」
さ
せ
、
「
自
に
描
い
て
見
た
」
と
い
っ
た
視
覚
化
と
連
動

し
た
行
為
と
し
て
説
明
し
て
み
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
に

藤
壷
と
の
類
似
に
気
付
く
の
で
、
晶
子
が
意
識
し
て
い
た
の
は
、
紫
の
上

が
大
人
に
な
っ
た
姿
と
い
う
視
覚
イ
メ
ー
ジ
が
藤
蜜
の
姿
の
記
憶
を
引
き

寄
せ
た
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
明
治
後
期
以
降
一
般
に

な
っ
て
い
く
通
俗
的
な
心
理
学
知
識
を
見
て
お
き
た
い
が
、
た
と
え
ば
心

理
学
普
及
に
関
心
が
高
か
っ
た
元
良
勇
次
郎
『
心
理
学
繊
要
』
(
明
治
四

O

年
、
弘
道
館
)
の
「
第
九
回
想
像
及
連
想
」
に
お
い
て
、
「
想
像
」
と
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は
「
精
神
の
内
部
で
出
来
た
も
の
」
「
将
来
の
こ
と
を
吾
人
に
思
は
し
む

る
も
の
」
と
し
、
「
或
る
場
合
に
於
て
は
外
物
の
事
実
に
符
合
す
る
こ
と

も
あ
る
、
け
れ
ど
も
又
多
く
の
場
合
に
於
て
は
全
く
精
神
内
部
の
状
態
に

限
り
、
外
部
の
事
実
に
符
合
す
る
や
否
や
は
敢
て
間
は
な
い
の
で
あ
る
」

「
(
想
像
は
)
全
く
理
想
、
又
空
想
の
場
合
も
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い

る
。
晶
子
が
源
氏
に
紫
の
上
が
「
大
人
に
な
っ
た
時
」
を
「
想
像
」
さ
せ

た
の
は
、
源
氏
の
理
想
や
将
来
へ
の
患
い
が
連
合
し
、
藤
壷
の
表
象
が
結

ぼ
れ
た
と
読
ま
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

『
新
新
訳
』
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
最
初
に
呂
に
し
た
瞬
間
か
ら
「
麗

質
を
備
へ
て
居
た
」
や
「
勝
れ
た
美
が
潜
ん
で
ゐ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、

源
氏
の
美
意
識
が
見
抜
く
紫
の
上
の
美
智
(
こ
そ
が
、
理
想
の
大
人
の
美
と

し
て
の
藤
査
の
姿
を
呼
び
寄
せ
、
そ
れ
が
後
々
に
は
血
縁
関
係
に
あ
っ
た

と
わ
か
る
こ
と
で
、
「
想
録
」
が
逃
れ
ら
れ
な
い
必
然
と
な
っ
て
「
現
実
」

に
現
れ
て
し
ま
う
と
い
う
運
命
的
な
ド
ラ
マ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
て
、
紫
の
上
に
「
自
と
ま
り
た
ま
ふ
」
源
氏
の
な
か
で
、
紫
の

上
と
藤
査
が
似
て
い
る
と
い
う
天
啓
の
ご
と
き
ひ
ら
め
き
が
生
じ
た
わ
け

だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
先
に
吉
海
の
論
で
紹
介
し
た

よ
う
に
、
尼
君
と
紫
の
上
の
類
似
が
先
行
し
て
物
語
ら
れ
た
上
で
の
展
開

で
も
あ
る
。
以
下
、
「
尼
君
と
紫
の
上
の
類
似
」
と
「
紫
の
上
と
藤
震
の

類
似
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
原
文
と
両
訳
を
見
て
い
き
た
い
。

「
原
文
」

・
尼
君
と
紫
の
上
の
類
似

「
尼
君
の
見
上
げ
た
る
に
、
す
こ
し
お
ぼ
え
た
る
と
こ
ろ
あ
れ

ば
、
子
な
め
り
と
見
た
ま
ふ
。
」

・
紫
の
上
と
藤
壷
の
類
似

「
限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
ょ
う
似
た
て
ま
つ

れ
る
が
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
、
と
忠
ふ
に
も
一
夜
ぞ
落
つ
る
。
」

『
新
訳
』

・
尼
君
と
紫
の
上
の
類
似

「
(
紫
の
上
の
)
顔
を
見
上
げ
た
尼
様
の
顔
が
、
そ
の
子
の
顔
に

何
処
か
似
た
処
が
あ
る
か
ら
尼
様
の
子
で
あ
ら
う
と
源
氏
の
君
は

思
ふ
の
で
あ
っ
た
」

・
紫
の
上
と
藤
壷
の
類
似

了
」
の
(
紫
の
上
の
)
顔
が
藤
壷
の
宮
に
似
て
屠
る
か
ら
で
あ
る

と
源
氏
の
君
は
自
身
な
が
ら
思
っ
た
。
」

『
新
新
訳
』

・
尼
君
と
紫
の
上
の
類
似

「
(
尼
さ
ん
が
紫
の
上
を
)
見
上
げ
た
顔
と
少
し
似
た
所
が
あ
る

の
で
、
こ
の
人
の
子
な
の
で
あ
ら
う
と
源
氏
は
思
っ
た
」

・
紫
の
上
と
藤
査
の
類
似

「
何
故
こ
ん
な
に
自
分
の
回
が
こ
の
子
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
の

か
、
其
れ
は
恋
し
い
藤
壷
の
宮
に
よ
く
似
て
居
る
か
ら
で
あ
る
と

気
が
附
い
た
利
那
に
も
、
其
人
へ
の
思
慕
の
涙
が
熱
く
頬
を
伝
っ

た。」

雀
の
子
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
泣
く
紫
の
上
を
な
だ
め
る
よ
う

に
見
上
げ
る
祖
母
の
尼
君
。
そ
の
こ
人
を
見
て
源
氏
は
最
初
母
子
と
勘
違

い
す
る
。
一
方
、
紫
の
上
と
藤
壷
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と

「
似
た
て
ま
つ
れ
る
」
と
あ
る
が
そ
の
印
象
を
抱
く
理
由
や
詳
細
は
な

い
。
こ
の
二
組
の
類
似
の
対
比
は
、
前
者
が
源
氏
の
眼
前
に
実
在
し
、
後

者
で
は
藤
士
銀
が
不
在
で
あ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
異
な
る
。
晶
子
の
荷
訳
だ
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が
、
と
も
に
、
尼
君
と
紫
の
上
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
判
断
基
準
で
あ
る

顔
が
明
示
さ
れ
る
(
『
新
訳
』
段
階
で
は
、
一
文
に
三
度
も
「
顔
」
が
強

調
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
)
。
そ
し
て
紫
の
上
と
藤
牽
の
類
似
に
つ
い
て

は
、
「
新
訳
』
で
は
向
様
に
顔
な
の
だ
が
、
『
新
新
訳
』
で
は
顔
に
限
定
さ

れ
ず
「
こ
の
子
」
の
存
在
自
体
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
訳
さ
れ
て
い

る
。
や
は
り
、
先
の
紫
の
上
の
印
象
の
変
化
で
述
べ
た
よ
う
に
、
源
氏
の

理
想
や
将
来
へ
の
思
い
が
連
合
し
、
少
女
の
未
来
の
姿
の
上
に
藤
壷
の
表

象
が
結
ば
れ
た
と
晶
子
が
解
釈
し
て
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
ゆ
え
に

似
て
い
る
の
は
も
は
や
顔
で
は
な
く
、
源
氏
の
記
憶
や
想
像
の
な
か
の
藤

査
と
二
重
写
し
に
す
る
こ
と
が
可
能
な
紫
の
上
の
す
べ
て
と
な
る
の
だ
ろ

う
。
こ
れ
は
も
は
や
顔
や
容
姿
に
は
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
源
氏

だ
け
が
抱
く
こ
と
が
で
き
る
イ
メ

i
ジ
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
紫
の
上
と
藤
歪
が
似
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
生
じ
、
「
ま
も
ら

る
る
な
り
け
り
」
と
自
が
離
せ
な
い
で
い
る
自
ら
の
状
態
に
言
及
す
る
部

分
だ
が
、
晶
子
訳
い
ず
れ
に
も
直
訳
的
簡
所
は
な
い
。
「
新
新
訳
』
に

「
何
故
こ
ん
な
に
自
分
の
自
が
こ
の
子
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
の
か
」
と
自

問
す
る
疑
問
文
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
相
当
す
る
の
だ
ろ
う
。
再
帰
代
名

詩
的
な
自
称
と
し
て
近
代
に
定
着
し
た
「
自
分
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
の

「
自
分
」
の
「
白
」
が
「
引
き
寄
せ
ら
れ
る
」
と
受
動
態
を
利
用
し
て
一
訳

さ
れ
て
お
り
、
自
ら
を
客
観
的
に
自
己
分
析
し
、
原
因
を
つ
き
と
め
よ
う

と
す
る
源
氏
の
理
性
が
働
い
て
い
る
よ
う
な
訳
に
見
え
る
。
そ
し
て
自
答

す
る
際
に
は
「
其
れ
は
ー
か
ら
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
模
範
的
な

さ
ご
ケ
め
の
さ
お
に
よ
る
問
答
が
使
わ
れ
て
因
果
が
明
維
な
の
も
論
理
性
を

醸
す
の
だ
が
、
ど
こ
か
し
ら
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
独
自
の
ご
と
く
、
自
問
自
答

す
る
近
代
青
年
の
よ
う
な
姿
に
も
見
え
て
く
る
。

さ
い
ご
に
「
と
思
う
に
も
涙
ぞ
落
つ
る
」
だ
が
、
原
文
に
敬
語
が
用
い

ら
れ
て
お
ら
ず
、
常
体
で
(
す
な
わ
ち
源
氏
自
身
の
言
葉
)
で
、
涙
を
落

と
す
状
態
ま
で
も
説
明
し
て
い
る
。
『
新
訳
』
で
は
「
源
氏
の
君
は
自
身

な
が
ら
思
っ
た
」
と
再
帰
代
名
詞
「
自
身
」
ヨ
ヨ
巳
『
を
用
い
て
源
氏
が

自
ら
「
思
う
」
状
態
で
あ
る
こ
と
を
訳
す
が
、
な
ぜ
か
涙
は
省
略
さ
れ
て

い
る
。
一
方
の
『
新
新
訳
」
で
は
、
「
と
気
が
附
い
た
利
那
に
も
、
其
人

へ
の
思
慕
の
涙
が
熱
く
頬
を
伝
っ
た
」
と
、
気
付
き
の
瞬
間
と
し
て
描
か

れ
、
源
氏
が
涙
を
流
す
様
子
が
形
容
付
き
で
説
明
さ
れ
る
。
論
理
的
に
自

問
自
答
す
る
源
氏
は
、
や
は
り
熱
い
涙
を
流
す
近
代
青
年
に
な
っ
た
よ
う

に
も
見
え
る
の
だ
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
、
原
文
に
敬
語
が

な
い
の
で
、
晶
子
の
敬
語
を
用
い
な
い
翻
訳
文
体
が
一
貫
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
ベ
ク
ト
ル
は
逆
だ
ろ
う
。
原
文
で
は
、
語

り
手
を
媒
介
し
な
い
源
氏
自
身
の
言
葉
が
突
然
露
出
す
る
草
子
地
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
感
じ
る
が
、
三
人
称
の
語
り
手
に
そ
の
演
出
は
難
し
い
。
ゆ

え
に
、
そ
の
分
を
時
間
的
衝
撃
と
し
て
の
「
利
那
」
や
情
熱
的
な
「
熱

く
」
と
一
吉
っ
た
形
容
で
補
う
翻
訳
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
晶
子
訳
を
見
て
き
た
が
、
『
新
訳
』
に
比
し
て
「
新
新
訳
』

は
さ
ら
に
欧
文
文
体
の
構
造
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
(
こ
れ
は
当
然
逐

語
訳
に
近
い
せ
い
も
あ
る
)
。
そ
の
際
に
意
図
さ
れ
た
の
は
、
時
に
英
語

的
構
文
を
援
用
し
な
が
ら
、
源
氏
の
心
理
や
行
動
に
つ
い
て
、
時
間
経
過

や
視
線
を
な
ぞ
る
よ
う
に
線
的
、
継
起
的
に
叙
述
し
て
い
く
こ
と
で
あ

り
、
同
時
に
源
氏
の
心
理
に
何
が
起
き
た
の
か
を
想
像
と
連
想
に
よ
っ
て

説
明
し
て
見
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
源
氏
の
心
理
や
行
動
が
主
観

的
説
明
、
客
観
的
説
明
を
行
き
来
し
な
が
ら
「
変
現
自
在
」
に
と
ら
え
ら

れ
て
い
く
草
子
地
で
つ
く
ら
れ
た
「
源
氏
物
語
」
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
、
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と
り
わ
け
『
新
新
訳
』
の
源
氏
の
視
点
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
語
り
手
で

は
手
に
あ
ま
る
部
分
も
多
々
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
は
い
え
一
方
で
、

美
意
識
の
あ
る
、
ど
こ
か
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
さ
え
漂
う
「
熱
き
涙
」
を
流
す

近
代
青
年
的
知
覚
を
生
き
る
源
氏
像
が
、
晶
子
訳
か
ら
は
立
ち
上
が
っ
て

く
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
。

お
わ
り
に

今
回
は
紙
数
の
関
係
上
議
論
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
晶

子
と
も
ど
も
谷
崎
潤
一
郎
も
、
異
な
る
点
は
も
ち
ろ
ん
多
い
も
の
の
、
基

本
的
に
は
「
源
氏
物
語
」
の
現
代
口
語
訳
を
し
つ
つ
、
内
容
を
で
き
る
だ

け
忠
実
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
自
指
す
と
い
う
、
大
変
近
代
的
に
生
真
面
目

な
直
訳
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
だ
ろ
う
か
、
彼
ら
に
と
っ
て
古
典
の
翻
訳

と
は
、
ど
う
し
て
も
穆
み
出
し
て
し
ま
う
作
家
自
身
の
個
性
と
の
格
闘
で

も
あ
る
よ
う
だ
。
プ
」
と
ば
の
翻
訳
」
と
は
、
原
文
の
背
景
に
あ
る
「
文

化
」
に
思
い
及
ぼ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
翻
訳
す
る
者
が
生

き
る
「
文
化
」
が
い
や
お
う
な
く
露
出
す
る
営
み
で
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
翻
訳
は
完
成
・
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
く
の
だ

ろ
う
。
高
度
経
済
成
長
以
降
の
「
源
氏
物
語
」
翻
訳
で
は
、
近
代
の
直
訳

志
向
が
変
化
し
て
い
き
、
九

0
年
代
に
な
る
と
、
橋
本
治
を
は
じ
め
訳
と

い
う
よ
り
は
創
作
の
様
相
を
呈
す
る
。
?
」
と
ば
の
翻
訳
」
自
体
を
問
い

産
す
の
も
、
近
代
性
を
如
実
に
体
現
す
る
直
訳
と
い
う
「
文
化
」
が
相
対

化
さ
れ
は
じ
め
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
今
回
用
い
た
知
覚
の
ド
ラ
マ
と
い

う
視
座
は
、
そ
う
し
た
現
代
に
至
る
変
化
を
追
う
際
に
も
有
効
だ
と
思
わ

れ
る
が
、
こ
れ
の
実
践
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
報
告
で
き
れ
ば
と
考
え

て
い
る
。

注1
.
馬
場
美
佳
「
「
知
覚
い
の
心
理
学
と
日
本
近
代
文
学
(
明
治
編
)
」
(
「
北
九
州
市
立
大

学
文
学
部
紀
一
安
』
第
八
二
号
、
二

O
一
三
年
三
万
)

2
‘
日
間
子
が
底
本
に
し
た
の
は
北
村
季
吟
の
「
湖
月
抄
」
と
さ
れ
て
い
る
。
調
査
過
程
で

「
湖
舟
抄
」
を
検
討
し
て
い
る
が
、
本
論
で
は
、
引
用
の
便
宜
上
「
新
編
臼
本
古
典

文
学
金
集
』
を
原
文
と
し
た
い
。
ち
な
み
に
若
紫
巻
の
垣
間
見
場
面
に
つ
い
て
は
、

漢
字
か
ひ
ら
が
な
か
な
ど
表
記
上
の
違
い
に
限
ら
れ
る
。

3
.
野
口
武
産
「
「
諮
問
り
手
」
創
造
l
源
氏
物
語
、
方
法
と
し
て
の
語
り
1
」
(
「
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
二
七
巻
一
四
号
、
一
九
八
二
年
一

O
月
)
は
、
二
源
氏
物

語
』
の
語
り
手
は
存
在
し
た
の
で
は
な
い
。
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
こ
の
語
り
手
の
声
は
、
そ
れ
自
身
の
内
に
作
中
人
物
の
芦
(
第
二
次
)
を
、
さ

ら
に
そ
の
ま
た
奥
の
人
物
の
声
(
第
三
次
)
を
ひ
び
か
せ
る
と
い
う
芸
当
を
演
じ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
論
じ
、
…
訪
問
り
乎
の
「
変
現
自
在
」
ぶ
り
を
指
摘
し
て

、〉。

3
V
E
弘、

ば
ば

筑
波
大
学
)

み
か
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