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源氏物語における語り手の言葉の英訳

緑川眞知子

要旨：源氏物語には光源氏の側近くに仕えた古女房とおぼしき語り手が存在する。殆ど
物語の表面にその姿を現さないが、待遇表現によってその息吹を看取できる。稀に物語
の表面に顔を出して意見を述べたりすることがあり、そのような文章は古来「草子地」
と呼ばれ、さまざま考究されてきた。
　源氏物語には主立った英訳が訳5種類ある。英訳において、「草子地」はどのように翻
訳されているだろうか。
　語り手の存在を感じることは源氏物語の文体を味わうことでもある。現代では、語り
手の存在は多少古風なものであろう。そのせいか、現代日本語訳の中には、語り手の存
在を消し去ってしまうかのように、敬語が殆ど用いられないものもある。本稿において
は、このような現代日本語訳を検証しつつ、明治時代にはじめて英語に訳され、百年以
上の伝統を持つ源氏物語英訳がどのように語り手が顔を出す「草子地」と言われる文章
を訳しているのかについて分析してみた。

Abstract: In The Tale of Genji, the narrators seem to be old ladies-in-waiting in close service 
to Genji. Although they rarely appear overtly in the tale, we can detect their existence 
through the usage of honorifics. In rare cases, the narrators may appear openly to express 
their opinions. From the medieval period, such passages have been called sōshiji. They 
have been the focus of much scholarly scrutiny. This paper will focus on how sōshiji have 
been translated in the major English translations of The Tale of Genji, the first of which 
appeared in the Meiji period more than a century ago.
 Awareness of the presence of the narrator is an important factor in appreciating the 
style of The Tale of Genji. Yet for readers used to modern fiction, the presence of a narrator 
may somewhat old-fashioned. Perhaps because of this, some modern Japanese translations 
of The Tale of Genji hardly use honorifics, largely erasing the narrator's presence. After 
examining two translations into modern Japanese, we analyze how sōshiji passages have 
been rendered into English.
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1
．
語
り
手

　

源
氏
物
語
に
は
語
り
手
の
存
在
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た

事
実
で
あ
り
、
地
の
文
（
叙
述
文
）
に
お
い
て
語
り
手
が
直
接
顔
を
出
し

て
い
る
文
章
は
古
来
「
草
子
地
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
文
体

に
お
い
て
、
地
の
文
や
草
子
地
な
ど
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
、
源

氏
物
語
の
古
注
釈
書
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
な
り
早
い
時
期
か
ら

認
め
ら
れ
て
お
り
（
陣
野　

第
一
章
―
二
）、1
戦
後
の
研
究
史
で
は
「
物

語
音
読
論
」
を
巡
る
論
を
経
て
（
玉
上　

一
四
三
〜
一
五
五
、
中
野
Ⅱ
―

六
）、
近
年
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
研
究
の
隆
盛
期
に
お
い
て
物
語
学
的
側
面

か
ら
の
分
析
に
よ
る
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
（
三
谷
一
六
二
〜
一
八

六
）。
語
り
手
の
物
語
へ
の
出
現
の
在
り
方
も
様
々
で
あ
り
、語
り
の
分
類

分
け
も
な
さ
れ
て
い
る
し
、語
り
手
の
姿
も
決
し
て
一
様
で
は
な
い
。2　

本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
物
語
学
的
な
興
味
を
喚
起
す
る
語
り
手

が
姿
を
現
す
文
章(

草
子
地
）
が
英
語
に
訳
さ
れ
る
あ
り
方
に
注
目
し
て

み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
源
氏
物
語
が
現
代
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
き

に
、
語
り
手
の
語
り
口
が
消
え
て
し
ま
う
、
或
い
は
現
代
日
本
語
の
翻
訳

者
が
意
図
的
に
そ
れ
を
消
し
て
し
ま
っ
た
り
、
変
化
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い

る
場
合
が
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
源
氏
物
語
は
語
り
の
文
体
を
じ
っ
く
り

と
味
わ
い
感
じ
る
文
学
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
平
安
時
代
の
空
気
感
、

様
子
、
匂
い
な
ど
を
感
取
で
き
る
側
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
日
本

語
訳
の
中
で
そ
れ
ら
が
消
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
は
、
文
学
の
愉
し

み
の
ひ
と
つ
が
欠
け
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
で

は
例
え
ば
こ
れ
が
英
語
に
な
り
、
日
本
を
越
え
て
行
く
と
き
に
、
こ
の
語

り
手
の
口
調
は
、
ど
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
主
な
英

訳
が
三
種
類
、
抄
訳
が
二
種
類
も
あ
る
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
英
訳
者
は
ど
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
の
か
を
、
幾
つ
か
の
例
を
取
っ

て
検
証
し
て
み
る
。3

　

源
氏
物
語
の
語
り
手
は
か
つ
て
光
源
氏
の
側
近
く
仕
え
て
い
た
年
老
い

た
女
房
（
古
御
達
）
が
昔
を
思
い
出
し
て
語
っ
て
い
る
と
、
お
お
よ
そ
は

み
な
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
う
考
え
て
お
い
て
大
き
な
間
違
い
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
の
語
り
手
は
全
知
の
視
点
を
持
つ
と
か
、
ま
た
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
と
い
う
論
な
ど
、
様
々
あ
る
が
、
複
数
の
語
り
手
の
存
在
が
想

定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語
学
的
に
分
析
す
る
と
、
源
氏
物

語
の
語
り
手
はovert

（
物
語
の
表
面
に
姿
を
現
し
て
い
る
語
り
手
）
で
も

covert

（
物
語
の
表
面
に
は
一
切
姿
を
現
さ
な
い
語
り
手
）
で
も
な
く
、
多

分
女
性
だ
ろ
う
な
ど
と
、そ
の
程
度
は
わ
か
る
が
、
完
璧
な
姿
を
物
語
の

表
面
に
決
し
て
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。（Jahn Section 1. 9.

）4 

ま
た
、
語
り
手
が
物
語
の
外
に
存
在
し
て
物
語
を
語
る
場
合
（
異
質
物
語

世
界
的
語
り
手
）
や
、
語
り
手
が
物
語
世
界
の
中
に
存
在
し
て
物
語
を

語
る
場
合
（
等
質
物
語
世
界
的
語
り
手
）
な
ど
と
細
か
く
分
類
さ
れ
る
が
、

源
氏
物
語
の
場
合
、
そ
の
線
引
き
は
簡
単
で
は
な
い
、
語
り
手
の
女
房
は

確
か
に
光
源
氏
な
ど
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
物
語
の
中

で
は
っ
き
り
と
そ
の
存
在
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
無
い
か
ら
で
あ
る

（Jahn Section 1. 10.

）。5

　

日
本
語
の
古
典
原
文
に
お
い
て
語
り
手
の
存
在
は
ま
ず
は
待
遇
表
現
、
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つ
ま
り
文
章
の
敬
語
の
存
在
に
よ
っ
て
感
じ
取
る
事
が
出
来
る
。
敬
語
の

存
在
は
、
原
文
を
読
ん
で
い
る
と
き
に
、
読
者
を
し
て
自
然
と
源
氏
物
語

の
世
界
の
中
へ
と
そ
の
身
を
滑
り
込
ま
せ
る
端
緒
と
も
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
既
述
し
た
よ
う
に
、
現
代
日
本
語
訳
の
中
に
は
意
図
的
に
こ
の
よ
う

な
敬
語
を
取
り
払
っ
て
翻
訳
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。6
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

そ
の
よ
う
な
現
代
語
訳
に
お
い
て
は
、
す
こ
し
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い

が
、
紫
式
部
の
文
体
へ
の
配
慮
は
な
い
と
す
ら
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
現
代
語
訳
は
あ
ら
す
じ
を
な
ぞ
る
よ
う
な
だ
け
の
文
章
と
な

っ
て
い
る
と
さ
え
も
感
じ
る
の
で
あ
る
。
せ
っ
か
ち
な
現
代
人
に
は
そ
の

方
が
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
敬
語
と
い
う
と
、
日
本
語
的
な
敬

語
体
系(

待
遇
表
現
）
が
存
在
し
な
い
英
語
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
紫
式

部
の
文
体
へ
の
配
慮
な
ど
、
遙
か
彼
方
の
事
柄
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
語
り
手
の
存
在
を
感
じ
取
る
こ
と
な
ど
出
来
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
英
訳
者
達
は
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て

訳
し
て
い
る
の
か
、
或
い
は
訳
し
て
い
な
い
の
か
。
以
下
幾
つ
か
の
用
例

を
検
証
し
て
み
る
。

2
．
夕
顔
の
巻
の
終
わ
り

　

ま
ず
、
夕
顔
の
巻
の
古
典
原
文
を
以
下
に
引
く
。
光
源
氏
は
病
重
く
出

家
し
た
自
分
の
乳
母
（
右
腕
の
部
下
惟
光
の
母
）
の
お
見
舞
い
に
行
っ
た

庶
民
的
な
界
隈
で
ふ
と
夕
顔
の
花
を
介
し
て
知
り
合
っ
た
（
上
流
で
は
な

い
）
中
の
品
の
、
後
に
〈
夕
顔
〉
と
呼
称
さ
れ
る
女
性
を
見
つ
け
、
付
き

合
い
を
は
じ
め
る
。
彼
女
を
連
れ
出
し
、
一
夜
を
過
ご
し
た
幾
分
廃
墟
と

化
し
て
い
る
某
（
な
に
が
し
）
の
院(

場
所
の
名
前
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、

平
安
の
読
者
に
は
ど
こ
ら
辺
り
と
、
予
測
が
付
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
）

に
お
い
て
、
夕
顔
は
物
の
怪
に
襲
わ
れ
、
儚
く
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
、

と
い
う
の
が
こ
の
巻
の
骨
子
で
あ
る
。
物
語
的
に
は
様
々
な
要
素
や
、
伏

線
や
、
ほ
の
め
か
し
が
巧
妙
か
つ
複
雑
に
取
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
現
代
の

読
者
に
と
っ
て
、
源
氏
物
語
と
い
う
作
品
は
、
長
編
作
品
で
あ
る
と
い
う

認
識
で
あ
ろ
う
が
、
長
編
的
な
要
素
は
、
も
ち
ろ
ん
し
っ
か
り
と
あ
る
中

に
お
い
て
、
切
り
取
っ
て
優
れ
た
短
篇
と
し
て
独
立
さ
せ
て
読
め
る
巻
々

も
あ
り
、「
夕
顔
」
の
巻
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
巻
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

十
八
歳
、
継
母
へ
の
恋
慕
に
苦
し
む
光
源
氏
が
恋
の
遍
歴
を
は
じ
め
た

矢
先
で
経
験
し
た
愛
す
る
者
の
眼
前
に
お
け
る
〈
死
〉
で
あ
る
。
繊
細
か

つ
感
受
性
豊
か
に
造
型
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
無
常
観
と
い
う
平
安
知
識
人

的
教
養
を
身
に
付
け
た
光
源
氏
の
、
若
き
日
の
大
き
な
挫
折
が
、
ほ
ぼ
完

璧
な
構
成
力
と
美
し
い
文
体
で
夕
顔
の
花
と
い
う
小
道
具
を
配
置
し
て
綴

ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
引
く
文
章
は
巻
の
最
後
、
傷
心
の
光
源
氏
が
ひ
と

り
、
死
別
の
哀
し
み
を
歌
に
詠
む
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
締
め
く
く
り
に

語
り
手
が
顔
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
述
し
た
が
源
氏
物
語
の
語
り

手
は
殆
ど
の
場
合
顔
の
見
え
な
いcovert

で
あ
る
が
、
こ
ん
な
風
に
顔
を

少
し
出
し
て
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
箇
所
が
時
々
あ
る
。
ま
ず
は
光
源
氏

が
歌
を
詠
む
あ
た
り
か
ら
、
少
し
長
め
に
古
文
の
文
章
を
引
い
て
お
く
。

　

け
ふ
ふ
ゆ
た
つ
ひ
な
り
け
る
も
し
る
く
、
う
ち
し
ぐ
れ
て
、
空



源氏物語における語り手の言葉の英訳

33

の
け
し
き
い
と
あ
は
れ
な
り
。
な
が
め
暮
ら
し
給
て
、

過
ぎ
に
し
も
け
ふ
別
る
る
も
ふ
た
道
に
行
く
か
た
知
ら
ぬ
秋

の
暮
か
な

な
ほ
か
く
人
知
れ
ぬ
こ
と
は
苦
し
か
り
け
り
、
と
思
し
知
り
ぬ
ら

ん
か
し
。

　

か
や
う
の
く
だ
く
だ
し
き
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
へ
忍
び

た
ま
ひ
し
も
い
と
ほ
し
く
て
、
み
な
も
ら
し
と
ど
め
た
る
を
、「
な

ど
帝
の
皇
子
な
ら
ん
か
ら
に
、
見
ん
人
さ
ヘ
か
た
ほ
な
ら
ず
物
ほ

め
が
ち
な
る
」
と
、
作
り
事
め
き
て
と
り
な
す
人
も
の
し
た
ま
ひ

け
れ
ば
な
ん
。
あ
ま
り
も
の
言
ひ
さ
が
な
き
罪
避
り
所
な
く
。

（
池
田　

一
―
三
八
四
〜
三
八
六
）7

当
該
部
の
中
野
幸
一
氏
の
現
代
語
訳
を
以
下
に
引
く
、

今
日
は
ち
ょ
う
ど
立
冬
の
日
で
し
た
が
、
そ
の
日
ら
し
く
時
雨
が

降
っ
て
、
空
の
様
子
も
実
に
し 

み
じ
み
と
し
た
感
じ
で
す
。
一

日
中
物
思
い
に 

沈
ん
で
お
過
ご
し
に 

な
っ
て
、

過
ぎ
に
し
も
今
日
別
る
る
も
二
道
に
行
く
方
知
ら
ぬ
秋
の
暮

か
な

（
先
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
も
、
今
日
別
れ
て
行
く
人
も
、

行
く
道
は
別
々
だ
が
、
そ
の 

行
方
も
分
か
ら
な
い
こ
の
秋
の
暮

の
寂
し
さ
よ
）

や
は
り
、
こ
う
い
う
人
目
を
忍
ぶ
恋
と
い
う
の
は
、
苦
し
い
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
と
、
つ
く
づ
く
お
分
か
り
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
よ
。

こ
の
よ
う
な
く
だ
く
だ
し
い
お
話
は
、
君
が
ひ
た
す
ら
人
目
に
隠

れ
秘
密
に
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
も
お
気
の
毒
で
、
み
な

書
き
漏
ら
す
の
を
さ
し
控
え
て
い
ま
し
た
の
に
、
ど
う
し
て
帝
の

皇
子
様
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
よ
く
知
っ
て
い
る
人
ま
で
が
欠
点
の

な
い
よ
う
に
と
か
く
褒
め
て
ば
か
り
い
る
の
か
と
、
作
り
話
じ
み

て
い
る
と
取
り
沙
汰
す
る
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
。
あ
ま

り
お
し
ゃ
べ
り
が
過
ぎ
た
罪
は
、
何
と
も
逃
れ
よ
う
も
な
い
こ
と

で
し
て
。（
一
―
二
三
八
）　

語
り
手
の
存
在
は
、「
給
ふ
」
な
ど
の
敬
語
に
よ
っ
て
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、

は
っ
き
り
と
そ
の
顔
を
出
し
て
い
る
の
は
、
古
文
で
は
「
か
や
う
の
く
だ

く
だ
し
き
こ
と
は
」、
現
代
語
訳
で
は
「
こ
の
よ
う
な
く
だ
く
だ
し
い
お

話
は
」
か
ら
最
後
の
部
分
ま
で
で
あ
る
。

　

英
訳
を
見
る
前
に
他
の
現
代
語
訳
を
二
つ
ほ
ど
見
て
み
た
い
。
最
後
の

語
り
手
が
顔
を
出
し
て
い
る
部
分
だ
け
を
引
く
。
ま
ず
、『
イ
ギ
リ
ス
は

お
い
し
い
』
で
流
行
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
な
っ
た
林
望
訳
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
く
ど
く
ど
と
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
は
、
源
氏
が
強
い

て
押
し
隠
し
秘
密
に
し
て
い
た
の
で
、
筆
者
と
し
て
も
書
く
に
し

の
び
な
い
と
は
思
っ
た
の
だ
が
、
ど
う
し
て
、
帝
の
御
子
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
か
れ
こ
れ
の
欠
点
に
つ
い
て
知
っ
て
い
て
も
知
ら
ぬ
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ふ
り
を
し
て
、
褒
め
て
ば
か
り
い
る
の
か
、
そ
ん
な
の
は
い
か
に

な
ん
で
も
作
り
話
で
は
な
い
か
と
受
け
取
る
人
も
あ
る
だ
ろ
う
と

思
う
が
故
に
、
敢
え
て
書
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
口

さ
が
な
い
お
し
ゃ
べ
り
の
罪
は
、
ど
う
し
た
っ
て
、
逃
れ
る
術
も

な
い
こ
と
は
承
知
な
が
ら
。（
一
―
二
四
五
、
太
字
緑
川
）

次
は
角
田
光
代
訳
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
く
ど
く
ど
し
た
話
は
、
一
生
懸
命
隠
し
て
い
る
光

君
も
気
の
毒
な
こ
と
で
あ
る
し
、
み
な
書
き
記
す
の
を
差
し
控
え

て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
帝
の
御
子
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
欠
点
を
知

っ
て
い
る
人
ま
で
が
完
全
無
欠
の
よ
う
に
褒
め
称
え
て
ば
か
り
い

た
ら
、
作
り
話
に
違
い
な
い
と
決
め
つ
け
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
あ
え
て
書
い
た
の
で
す
。
あ
ん
ま
り
つ
つ
し
み
な
く
ぺ
ら

ぺ
ら
し
ゃ
べ
る
の
も
、
許
さ
れ
な
い
罪
だ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
す

け
れ
ど
ね
。（
一
―
二
五
八
ペ
ー
ジ
中
の
一
四
六
ペ
ー
ジ
）8

中
野
現
代
語
訳
と
比
べ
る
と
良
く
わ
か
る
が
、
二
人
の
現
代
日
本
語
訳
者

共
に
、
光
源
氏
に
対
す
る
敬
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
他
の
敬
語

も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
特
に
興
味
深
い
の
は
林
望
訳
で
は
、
太
字
に
し

た
が
、「
筆
者
と
し
て
も
」
と
書
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
付
け
加
え

て
お
く
な
ら
、
古
文
に
も
「
み
な
」
と
あ
り
、
物
語
の
伝
達
者
は
数
多
く

い
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
が
、
林
訳
で
は
、
そ
れ
は
抜
け

て
い
る
。
中
野
訳
と
比
べ
る
な
ら
、
林
／
角
田
訳
と
も
に
、
敬
語
が
無
い

こ
と
は
、
読
み
や
す
い
と
も
言
え
る
が
、
何
か
が
失
わ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
抽
象
的
に
し
か
表
現
出
来
な
い
が
、
文
体
の
色
合
い
と
か
文
章
の

上
に
掛
か
る
も
う
一
枚
の
薄
絹
の
ヴ
ェ
ー
ル
な
ど
様
の
も
の
が
欠
け
て
い

る
と
感
じ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
林
訳
に
は
林
訳
的
な
文
体
が
あ
り
、
角

田
訳
は
現
代
的
な
殺
伐
感
そ
の
ま
ま
の
文
体
で
あ
り
、
あ
ら
す
じ
よ
り
は
、

無
論
も
っ
と
詳
し
い
の
で
あ
る
が
、
先
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
あ
ら
す
じ

を
読
ま
さ
れ
て
い
る
と
い
う
気
分
に
な
っ
て
し
ま
う
。
文
学
と
は
何
か
、

と
い
う
根
源
的
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
う
い
う
も

の
が
現
代
の
文
学
な
の
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
文
学
と
は
何
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
と
同
時
に
、
同
じ
言

語
の
中
に
お
い
て
さ
え
、
一
千
年
の
時
を
越
え
る
だ
け
で
、
翻
訳
者
に
よ

っ
て
か
く
ま
で
文
学
性
が
変
質
す
る
現
実
を
見
せ
ら
れ
る
気
も
す
る
。
源

氏
物
語
が
、
世
界
文
学
と
し
て
越
境
し
て
い
く
と
き
に
、
も
ち
ろ
ん
翻
訳

で
伝
え
ら
れ
て
行
く
わ
け
で
あ
る
が
、
文
学
性
は
何
処
ま
で
保
持
さ
れ
な

が
ら
越
境
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
念
頭
に
、
以
下
当
該

「
夕
顔
」
の
巻
の
英
訳
を
検
証
し
て
み
る
。
英
訳
も
「
か
や
う
の
く
だ
く
だ

し
き
こ
と
は
」
に
相
当
す
る
部
分
か
ら
引
い
て
お
く
。

　

ま
ず
は
文
学
の
香
り
高
い
と
さ
れ
る
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
で
あ
る
。

I should indeed be very loath to recount in all their detail 
m

atters w
hich he took so m

uch trouble to conceal, did 
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not know
 that if you found I had om

itted anything you 
w

ould at once ask w
hy, just because he w

as supposed to be 
an Em

peror’s son, I m
ust needs put a favourable show

ing  
on his conduct by leaving out all his indiscretions; and 
you w

ould soon be saying that this w
as no history but a 

m
ere m

ade-up tale designed to influence the judgm
ent of 

posterity. A
s it is I shall be called a scandalm

onger; but that 
I cannot help. （

八
〇
）9

太
字
に
し
た
が
、
語
り
手
の
一
人
称
主
語
が
何
の
衒
い
も
な
く
使
用
さ

れ
て
い
る
。

次
に
戦
後
七
〇
年
代
の
翻
訳
で
あ
る
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
で

あ
る
。I had hoped, out of deference to him

, to conceal these 
diffi

cult m
atters; but I have been accused of rom

ancing, of 
pretending that because he w

as the son of an em
peror he 

had no faults. N
ow, perhaps, I shall be accused of having 

revealed too m
uch.

（
八
三
）10

同
じ
部
分
の
翻
訳
が
ウ
ェ
イ
リ
ー
と
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
で
は
ほ

ぼ
倍
の
分
量
の
差
が
あ
る
。
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
も
、
一
人
称
主
語

で
あ
る
。

そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
の
様
々
に
画
期
的
と
も
言
え
る
タ
イ
ラ
ー
訳
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

I had passed over G
enji’s trials and tribulations in silence, 

out of respect for his determ
ined efforts to conceal them

, 
and I have w

ritten of them
 now

 only because certain lords 
and ladies criticized m

y story for resem
bling fiction, w

ishing 
to know

 w
hy even those w

ho knew
 G

enji best should have 
thought him

 perfect, just because he w
as an Em

peror’s son. 
N

o doubt I m
ust now

 beg everyone’s indulgence for m
y 

effrontery in painting so w
icked a portrait of him

.

（Tyler

九
〇
）

こ
れ
も
一
人
称
主
語
で
あ
る
。

　

最
後
は
も
っ
と
も
新
し
い
ワ
ッ
シ
ュ
バ
ー
ン
訳
を
引
く
。
こ
れ
も
一
人

称
主
語
で
あ
る
。

U
p to this point I had refrained from

 exposing all his m
essy, 

sordid affairs, w
hich he tried so hard to keep hidden from

 
prying eyes. I did so in part because felt sorry for him

, but 
then people started criticizing m

e, saying that m
y account 

w
as just so m

uch fiction and asking m
e, “Is it because he is 

the child of an Em
peror that people like you, w

ho know
 him

, 
feel com

pelled to sing his praises as if he w
ere perfect in every 
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w
ay?” W

ell, now
 I suppose that by exposing his sins I w

ill be 
censured for having said too m

uch, or for being spiteful.（
九
三
）

言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
語
り
手
が
は
っ
き
り
と
顔
を
出
し
て

い
る
の
で
、
当
該
部
分
の
英
訳
に
お
け
る
一
人
称
主
語
は
避
け
る
こ
と
は

難
し
い
。
現
代
日
本
語
訳
で
は
何
と
か
使
用
せ
ず
に
翻
訳
で
き
る
が
、
林

訳
の
よ
う
に
「
筆
者
と
し
て
も
」
と
書
か
ざ
る
を
得
な
い
感
覚
が
存
在
す

る
の
は
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
既
述
の
よ
う
に
英
語
に
は
日
本
語

に
お
け
る
よ
う
な
敬
語
体
系
は
存
在
し
な
い
、
英
語
は
目
上
の
人
間
に
つ

い
て
も
、you

／he

／she

と
い
う
よ
う
な
人
称
を
使
う
。
こ
れ
だ
け
で

も
日
本
語
母
語
者
に
と
っ
て
は
、
無
闇
に
直
截
的
な
表
現
だ
と
思
わ
れ
る
。

目
上
の
人
間
に
対
し
て
もyou

と
い
う
人
称
を
使
う
英
語
な
の
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
を
持
っ
て
英
語
に
は
敬
語
が
な
い
な
ど
と
即
断
す
る
の
は
、
は

や
と
ち
り
で
あ
る
。
今
詳
し
く
は
触
れ
な
い
が
、
英
語
の
敬
称
は
実
は
案

外
複
雑
で
あ
る
。
敬
称
の
文
化
的
な
差
違
が
あ
る
と
言
え
る
し
、
英
語
に

お
け
る
丁
寧
語
や
尊
敬
語
的
な
表
現
は
実
は
も
っ
と
別
な
と
こ
ろ
に
あ
る

と
も
言
え
よ
う
（
緑
川 

二
〇
〇
三
）。
つ
ま
り
英
語
に
お
い
て
は
日
本
語

の
待
遇
表
現
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
別
な
形
で
表
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
林
／

角
田
訳
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
源
氏
が
強
い
て
押
し
隠
し
秘
密
に
し
て
い
た
の

で
」
と
か
「
一
生
懸
命
隠
し
て
い
る
光
君
」
と
、
特
別
源
氏
の
身
分
に
配

慮
し
た
文
章
で
は
な
い
。
敢
え
て
言
え
ば
角
田
訳
の
「
光
君
」
の
「
君
」
は

目
上
の
人
間
へ
の
呼
称
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
一
方
英
訳
に
お
け
る
表

現
は
意
外
に
多
彩
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
詳
細
を
見
て
い
く
こ
と
は

省
く
が
語
彙
や
表
現
に
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
一
番
短
く
簡
潔
を
旨

と
し
た
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
に
お
い
て
さ
え
、out of deference 

to him

、「
彼
へ
の
敬
意
か
ら
」
と
挿
入
し
て
い
る
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
は

loath

と
い
う
、hate

よ
り
は
強
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
会
話
的
な
言
葉
で
は

な
い
単
語
を
駆
使
し
て
い
る
し
、
タ
イ
ラ
ー
訳
の
格
調
あ
る
単
語
の
選
択

と
文
体
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
や
は
り
、out of respect for his

…
…

と
、
源
氏
へ
の
敬
意
を
文
章
で
表
し
て
い
る
。

　

ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
の
源
氏
物
語
を
現
代
の
日
本
語
に
翻
訳
し
直
し
た
所
謂

「
戻
し
訳
」
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
は
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
当
該
部
を
以
下
の

よ
う
に
訳
し
て
い
る
。
貴
族
社
会
で
の
女
房
達
が
現
代
社
会
で
社
会
的
に

身
分
の
高
い
人
々
の
噂
話
を
し
た
ら
、
も
ち
ろ
ん
幾
分
古
い
趣
が
あ
る
が

（
こ
れ
は
そ
う
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
も
あ
ろ
う
）、
さ
ぞ
か
し
こ
の
よ
う

な
口
調
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
せ
る
生
き
た
現
代
語
訳
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

あ
の
方
が
な
ん
と
し
て
も
秘
し
て
お
き
た
か
っ
た
恋
で
す
か
ら
、

事
こ
ま
か
に
縷
々
語
る
の
は
慎
む
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
わ
た
く
し
が
ち
ょ
っ
と
ペ
ン
を
控
え
た
と
お
思
い
に
な
る
と
、

た
ち
ま
ち
、
み
な
さ
ま
は
こ
う
お
尋
ね
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
エ

ン
ペ
ラ
ー
の
息
子
と
い
う
だ
け
で
、
な
ぜ
そ
の
不
品
行
を
語
り
ま

せ
ん
の
？　

史
実
で
は
な
く
て
い
い
と
こ
ろ
ば
か
り
を
お
書
き
に

な
っ
て
、
後
世
の
人
び
と
を
つ
く
り
話
で
欺
こ
う
と
な
さ
る
の
ね
、

と
。
で
す
か
ら
わ
た
く
し
は
こ
の
と
お
り
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
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ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
好
き
と
呼
ば
れ
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
も
詮
な
い
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。（
毬
矢
・
森
山　

一
―
一
九
一
）

林
／
角
田
訳
が
動
詞
で
「
忍
び
な
い
」
と
か
「
差
し
控
え
る
」
と
使
っ
て
い

る
の
で
、
主
人
公
光
源
氏
へ
の
多
少
の
敬
意
は
読
み
取
れ
る
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
英
訳
の
単
語
の
選
別
や
言
葉
を
尽
く
し
た
文
章
と
は
大
き
な
差

が
あ
る
。
あ
る
意
味
新
し
い
ワ
ッ
シ
ュ
バ
ー
ン
訳
は
、
敢
え
て
指
摘
す
れ

ば
、
特
別
な
単
語
や
言
い
回
し
が
あ
ま
り
な
い
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
仮
定
法
の
使
用
も
少
な
い
。
文
章
の
付
け
加
え
が
多
す
ぎ
る
ワ
ッ
シ

ュ
バ
ー
ン
訳
に
し
て
は
（
緑
川 

二
〇
二
四
）、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
押
さ
え

ら
れ
て
い
る
が
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
や
タ
イ
ラ
ー
訳
と
比
べ
る
な
ら
、
比
較
的

平
易
な
英
文
が
並
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ
け
、
非
英
語
母
語
者
に
も
分
か
り

易
く
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
日
本
語
の
敬
語
を
英
文
の
単
語

や
言
い
回
し
で
補
お
う
と
す
る
意
識
は
も
し
か
し
た
ら
低
い
の
か
も
し
れ

な
い
と
見
做
せ
る
。
意
図
的
に
そ
う
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
林
／
角

田
訳
は
良
く
言
え
ば
現
代
的
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
や
作
家
自
身
の
文
体
そ
の

ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
を
押
し
通
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
林
訳
に
は
「
謹

訳
」
と
い
う
言
葉
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
紫
式
部
へ
の
敬
意
を
表

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
氏
の
文
体
に
お
い
て
は
、
式
部
の
文
章
を
現
代

語
で
再
現
し
よ
う
と
い
う
趣
は
見
受
け
ら
れ
な
い
、
あ
く
ま
で
も
氏
自
身

の
社
会
生
活
範
囲
内
で
の
文
章
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

3
．
末
摘
花
の
終
わ
り

　

源
氏
物
語
は
光
源
氏
の
若
き
恋
の
苦
し
み
が
通
奏
低
音
と
な
っ
て
お
り
、

全
体
に
重
く
て
暗
い
物
語
な
の
で
あ
る
が
、
紫
式
部
が
人
間
観
察
に
お
い

て
そ
の
笑
い
へ
の
観
察
力
が
劣
っ
て
い
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
源
氏

物
語
に
お
け
る
コ
ミ
カ
ル
さ
の
表
れ
方
は
、
お
能
の
演
目
の
合
間
に
狂
言

の
演
目
が
置
か
れ
る
と
い
う
よ
う
な
趣
と
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
物

語
全
体
の
中
に
笑
い
の
要
素
が
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
ば
っ
て
混
じ
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
（
そ
う
い
う
部
分
も
も
ち
ろ
ん
多
少
は
あ
る
が
）、
滑
稽
譚

は
ひ
と
つ
の
巻
や
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
ア
ネ
ク
ド
ー
ト
と
し
て
存
在

す
る
。
末
摘
花
は
そ
う
い
う
巻
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
親
王
の
娘
と
い
う
高

貴
な
出
自
で
は
あ
る
が
、
鼻
が
長
い
の
で
、
寒
さ
で
赤
く
な
る
と
こ
ろ
か

ら
、
紅
花
が
連
想
さ
れ
、
そ
の
古
名
で
あ
る
末
摘
花
が
こ
の
女
性
の
呼
称

と
な
り
、
巻
の
名
前
と
も
な
っ
て
い
る
。
古
代
的
な
物
語
の
主
人
公
で
あ

る
光
源
氏
の
お
相
手
と
し
て
は
容
姿
に
難
が
あ
る
と
言
え
る
が
、
女
房
が

巧
み
に
立
ち
回
り
、
容
姿
の
欠
点
を
あ
か
ら
さ
ま
に
せ
ず
に
、
光
源
氏
と

末
摘
花
の
逢
瀬
を
成
功
さ
せ
る
が
、
光
源
氏
は
雪
の
日
の
朝
の
光
の
中
で

そ
の
顔
を
し
っ
か
り
と
見
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
平
安
時
代
で

は
男
性
が
女
性
の
顔
を
あ
か
ら
さ
ま
に
正
面
か
ら
じ
っ
く
り
見
る
と
い
う

機
会
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
光
源
氏
の
友
人
で
あ
り

ラ
イ
バ
ル
で
義
理
の
兄
で
も
あ
る
頭
中
将
が
絡
み
、
面
白
お
か
し
い
巻

に
仕
立
て
て
あ
る
。
こ
の
巻
の
最
後
の
部
分
で
、
ま
た
語
り
手
が
、
今

度
は
ほ
ん
の
一
言
だ
け
顔
を
出
す
。
光
源
氏
が
「
紅
の
花
ぞ
あ
や
な
く
う
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と
ま
る
る
梅
の
立
ち
技
は
な
つ
か
し
け
れ
ど
」（
池
田 

二
―
九
三
）
と
詠

う
、
中
野
訳
は
「
赤
い
花
は
ど
う
い
う
わ
け
か
好
き
に
な
れ
な
い
。
そ
の

紅
梅
の
伸
び
た
枝
は
、
親
し
み
が
持
て
る
け
れ
ど
も
」（
二
―
五
八
）
と
あ

り
、「
う
ち
う
め
か
れ
給
」（
池
田 

二
―
九
三
）
と
溜
息
を
つ
い
た
、
と
続

き
、
そ
の
あ
と
最
後
に
語
り
手
が
介
入
し
「
か
か
る
人
び
と
の
末
々
い
か

な
り
け
ん
」（
池
田 
二
―
九
三
）、
と
感
想
め
い
た
言
葉
を
発
す
る
。
中

野
訳
で
は
、「
こ
う
し
た
お
方
々
の
行
く
末
は
、
ど
う
お
な
り
に
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
（
二
―
五
八
）
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
英
訳
を

見
て
い
く
。

　

明
治
時
代
に
初
め
て
源
氏
物
語
を
英
語
に
し
た
末
松
謙
澄
の
訳
で
は
、

以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

W
hat w

ill becom
e of all these personages!

（Suem
atsu 

一
四
一
）11

「
人
び
と
」
の
訳
語
と
し
てpersonages

と
い
う
よ
う
な
単
語
が
使
わ
れ
て

い
る
の
が
、
や
は
り
明
治
と
い
う
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
最
後
に
感
嘆

符
を
付
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
会
話
的
な
語
り
の
文
章
だ
と
は
っ
き
り

と
わ
か
る
工
夫
は
な
さ
れ
て
い
る
。

ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
で
は
、

W
e shall see in the next chapter w

hat happened in the end 
to all these people.

（
一
―
一
二
八
）

と
、
な
っ
て
お
り
、in the next chapter

と
し
て
い
る
の
が
、
語
り
手
が

積
極
的
に
末
摘
花
の
末
路
な
ど
を
今
後
扱
い
ま
す
よ
、
と
宣
言
し
て
い
る

と
い
う
解
釈
で
の
英
訳
で
あ
ろ
う
。
あ
る
意
味
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
か
な
り
物

語
の
先
ま
で
読
み
進
ん
で
い
て
、
源
氏
物
語
の
翻
訳
に
取
り
掛
か
っ
た
と

い
う
証
左
と
も
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
戻
し
訳
の
姉
妹
訳

で
は
、
こ
の
部
分
を
以
下
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
方
た
ち
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
次

の
帖
に
進
む
こ
と
に
致
し
ま
す
。（
毬
矢
・
森
山　

一
―
三
一
二
）

林
訳
で
は
「
こ
れ
か
ら
さ
き
、
さ
て
ど
う
な
っ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
か
。
乞
う
ご
期
待
」（
二
―
六
七
）
と
あ
り
ま
す
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
読
者

に
物
語
の
先
へ
と
興
味
を
抱
か
せ
た
の
と
同
じ
ス
タ
ン
ス
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
は
次
の
通
り
、

A
nd w

hat m
ight have happened thereafter to our friends?

（
一
―
一
三
一
）

単
語thereafter

の
使
用
に
は
、
例
え
ば
お
伽
噺
な
ど
の
、「
そ
れ
か
ら
皆

は
幸
せ
に
暮
ら
し
ま
し
た
と
さ
」
な
ど
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
取
ら

れ
る
。
タ
イ
ラ
ー
訳
、

I w
onder w

hat happened to all these ladies in the end.
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（Tyler

一
―
一
三
一
）

一
人
称
主
語
が
使
わ
れ
、
ま
た
「
人
び
と
」
はladies

と
訳
さ
れ
て
い
る
点

が
、
そ
れ
ま
で
の
訳
と
は
違
う
。
ワ
ッ
シ
ュ
バ
ー
ン
訳
は
殆
ど
の
場
合
タ

イ
ラ
ー
訳
と
は
随
分
違
う
訳
文
を
提
供
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
、
タ
イ
ラ

ー
訳
の
主
語
とladies

の
訳
語
を
承
け
て
い
る
。

I w
onder w

hat becam
e of all of his ladies in the end?

（W
ashburn

一
―
一
四
九
）

最
後
に
、
も
う
一
例
だ
け
見
よ
う
。
次
の
例
は
源
氏
物
語
の
語
り
手
が
全

知
の
語
り
手
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
も
触
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
語
り

手
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
語
り
手
が
、
例
え
ば
登
場
人
物
の
心

の
言
葉
ま
で
知
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
論
理
的
な
整
合
性
を
付
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
と
言

え
よ
う
。

3
．「
花
宴
」
に
お
け
る
和
歌
の
後
の
草
子
地

　

宮
中
で
催
さ
れ
た
花
の
宴
の
折
に
、
舞
と
い
い
、
漢
詩
の
披
講
と
い
い
、

何
事
に
つ
け
て
も
秀
で
て
い
る
光
源
氏
の
様
子
が
描
か
れ
、
帝
が
光
源
氏

を
大
切
に
扱
う
様
子
な
ど
を
感
じ
な
が
ら
、
中
宮
（
皇
后
の
こ
と
、
こ
こ

で
は
藤
壺
、
光
源
氏
の
継
母
で
あ
り
そ
の
思
い
人
）
は
、
光
源
氏
へ
自
分

の
考
え
が
及
ぶ
の
を
戒
め
な
が
ら
も
、
心
の
中

0

0

0

で
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
、

「
お
ほ
か
た
に
花
の
姿
を
見
ま
し
か
ば
露
も
心
の
お
か
れ
ま
し
や
は
」（
池

田 

二
―
二
一
一
）、
中
野
訳
は
「
通
り
い
っ
ぺ
ん
の
気
持
ち
で
花
の
よ
う

な
お
姿
を
拝
見
す
る
の
で
し
た
ら
、
つ
ゆ
ほ
ど
の
気
が
ね
も
せ
ず
に
、
賞

賛
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
で
し
ょ
う
に
」(

二
―
一
一
六)

と
あ
る
。
こ

の
す
ぐ
後
に
、
語
り
手
が
次
の
よ
う
に
、
姿
を
現
し
て
い
る
。

御
心
の
う
ち
な
り
け
ん
こ
と
い
か
で
漏
り
に
け
む

（
池
田　

二
―
二
〇
二
）

中
野
訳
は
、
以
下
の
通
り
。

宮
の
お
心
の
中
で
詠
ま
れ
た
こ
の
お
歌
が
、
ど
う
し
て
世
間
に
漏

れ
出
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。（
二
―
一
一
六
）

光
源
氏
と
父
桐
壺
帝
の
後
妻
で
あ
る
藤
壺
と
の
不
義
密
通
の
逢
瀬
は
先
立

つ
「
若
紫
」
の
巻
に
お
い
て
す
で
に
描
か
れ
、
ま
た
そ
の
密
通
に
よ
る
藤

壺
の
懐
妊
と
出
産
も
描
か
れ
て
い
る
。
花
の
宴
に
お
い
て
、
見
事
な
舞
を

披
露
し
た
り
、
漢
詩
文
を
作
る
光
源
氏
の
様
子
を
知
り
、
二
人
の
密
通
関

係
な
ど
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
後
ろ
め
た
さ
の
な
い
状
況
に
お
い
て
、

光
源
氏
の
素
晴
ら
し
い
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
な
ら
、
す
が
す
が
し

い
気
持
ち
で
拝
見
で
き
た
の
に
、
と
い
う
心
情
を
吐
露
し
た
歌
で
あ
る
が
、

あ
く
ま
で
も
「
心
の
中
」
で
詠
ん
だ
歌
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
語
り
手
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が
顔
を
出
し
て
、
ど
う
し
て
誰
も
知
ら
な
い
は
ず
の
歌
が
世
間
に
漏
れ
出

た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
全
知
の
語
り
手
を
装

わ
ず
、
何
か
の
拍
子
に
心
の
歌
ま
で
漏
れ
出
た
の
で
す
ね
、
と
弁
明
し
て

い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
下
ま
た
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
か
ら
引
い
て
い
く
が
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
和

歌
を
訳
さ
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
和
歌
を
端
折
っ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
散
文
の
中
に
組
み
込
ん
で
、
歌
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
場

合
も
多
く
、
こ
こ
が
そ
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。

“It is because he is fond of m
e; there can be no other reason,“ 

she decided at last, and the verse, “W
ere I but a com

m
on 

m
ortal w

ho now
 am

 gazing at the beauty of this flow
er, 

from
 its sw

eet petals not long should I w
ithhold the dew

 of 
love,”  fram

ed itself on her lips, though she dared not utter it 
aloud.

（W
aley 

一
四
八　

傍
線
緑
川
）

下
線
を
施
し
た
が
、
ぼ
そ
ぼ
そ
と
口
元
で
呟
い
た
と
い
う
三
人
称
の
一
般

的
な
小
説
の
叙
述
文
体
に
な
っ
て
い
る
。
語
り
手
は
消
え
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
姉
妹
訳
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
き
っ
と
ゲ
ン
ジ
が
わ
た
し
に
好
意
を
お
持
ち
だ
か
ら
だ
わ
。
そ

れ
し
か
考
え
ら
れ
な
い
！
」
つ
い
に
は
そ
う
思
う
こ
と
に
し
ま
す
。

そ
し
て
声
に
は
出
し
ま
せ
ん
が
、「
こ
の
花
の
美
し
さ
を
見
つ
め

る
わ
た
し
。
そ
の
わ
た
し
が
普
通
の
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の
甘
い
花

び
ら
か
ら
愛
の
露
を
受
け
る
の
を
、
少
し
で
も
た
め
ら
っ
た
で
し

ょ
う
か
」（
毬
矢
・
森
山
一
―
一
六
三
）

と
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
和
歌
の
散
文
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
忠
実
に
訳
し
、
更
に

ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
に
は
な
い
和
歌
を
原
典
か
ら
そ
の
ま
ま
「
お
お
か
た
に
花

の
…
…
」
と
引
き
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
の
傍
線
部
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い

る
。

と
、
一
人
秘
か
に
、
唇
に
の
せ
る
の
で
し
た
。

（
毬
矢
・
森
山
一
―
一
六
四
）

ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
を
日
本
語
に
訳
し
戻
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
語
り

手
の
姿
は
や
は
り
消
え
て
い
る
。
が
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

次
は
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
で
あ
る
、

She recited it silently to herself. H
ow

 then did it go the 
rounds and presently reach m

e?

（
一
五
一
）

と
て
も
上
手
い
訳
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
藤
壺
の
歌
が

「
ど
う
め
ぐ
っ
て
、
ほ
ど
な
く
私
の
も
と
へ
と
辿
り
着
い
た
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
よ
う
な
面
持
ち
の
訳
で
あ
る
。
タ
イ
ラ
ー
、
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she m
urm

ured. O
ne w

onders how
 anyone could have passed 

on w
ords m

eant only for herself.

（
一
五
六
）

one

と
い
う
主
語
を
使
う
の
は
少
し
ハ
イ
ソ
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
小
さ
な
こ
と
で
も
、
語
り
手
で
あ
る
古
御
達
の
属
す
る
社
会

の
雰
囲
気
を
伝
え
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

ワ
ッ
シ
ュ
バ
ー
ン
、

Since Fujitsubo com
posed this privately, I w

onder how
 it 

cam
e to be know

n to the court?

（
一
七
三
）

ど
う
や
っ
て
こ
の
歌
が
宮
中
に
広
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
よ
う

な
訳
し
か
た
で
あ
る
。
宮
中
の
多
く
の
者
が
知
り
、
よ
っ
て
語
り
手
の
自

分
の
耳
に
ま
で
届
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
英
訳
に
は

漏
れ
出
る
範
囲
や
雰
囲
気
の
捉
え
方
の
相
違
が
見
受
け
ら
れ
る
。

ワ
ッ
シ
ュ
バ
ー
ン
は
藤
壺
が
こ
の
歌
をprivately

（
秘
か
）
に
詠
ん
だ
、

と
訳
し
て
い
る
他
は
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
、
タ
イ
ラ
ー
共
に
、
何

ら
か
の
形
で
藤
壺
が
こ
の
歌
を
口
に
し
た
、recited

と
かm

urm
ured

と

し
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
歌
は
訳
さ
ず
、
歌
に
し
よ
う
と
し
た
藤
壺
の
気
持
ち

が
、
は
っ
き
り
と
声
に
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
唇
か
ら
漏
れ
出
た
ぐ

ら
い
の
意
味
合
い
で
訳
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

4
．
終
わ
り
に

　

語
り
手
が
顔
を
出
す
物
語
の
在
り
方
は
、
お
そ
ら
く
現
代
小
説
に
お
い

て
は
、
幾
分
古
く
さ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
点
に
お
い
て
、
林

／
角
田
訳
で
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
そ
ぎ
落
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
よ
り
現
代
の
読
者
が
抵
抗
な
く
読
め
る
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
か
、

或
い
は
、
現
代
の
翻
訳
者
自
身
も
そ
の
方
が
身
近
に
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
の
与
謝
野
晶
子
訳
も
さ
ほ
ど
敬
語
に
留
意
し
て
な
い
。
だ
が
、
与
謝

野
晶
子
が
あ
ま
り
敬
語
を
使
わ
な
か
っ
た
の
は
、
時
代
的
、
女
性
学
的
な

観
点
に
よ
る
ま
た
別
な
考
察
が
必
要
だ
と
感
じ
る
の
で
、
林
／
角
田
訳
と

は
分
け
て
考
察
す
べ
き
事
柄
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
英
訳
者
達
は
、
案
外
、
語
り
手
介
入
の
言
葉
や
、
特
に
日
本
語

的
な
敬
語
体
系
を
持
た
な
い
故
に
、
待
遇
意
識
表
現
の
英
訳
で
の
表
現
に

腐
心
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
。
日
本
的
な
敬
語
に
よ
っ

て
、
語
り
手
の
存
在
を
読
者
に
感
得
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
使

用
す
る
単
語
や
文
章
、
そ
し
て
文
体
の
雰
囲
気
に
よ
っ
て
宮
中
の
女
房
の

語
り
口
や
待
遇
意
識
表
現
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
察
で
き
る
。

　　

源
氏
物
語
は
語
り
の
文
学
で
あ
り
、
そ
の
語
り
口
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

宮
中
の
雰
囲
気
が
よ
り
身
近
に
読
者
に
迫
っ
て
く
る
。
全
体
と
し
て
は
三

人
称
小
説
的
な
体
裁
で
は
あ
る
が
、
語
り
手
が
顔
を
出
す
場
面
で
は
英
語

で
は
っ
き
り
と
一
人
称
主
語
が
使
わ
れ
る
。
そ
の
個
人
の
口
調
、
そ
の
人

が
語
る
昔
語
り
、
そ
の
枠
組
み
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
人
で
さ
へ
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比
較
的
自
然
に
宮
廷
世
界
へ
と
ス
リ
ッ
プ
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
の
だ

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
世
界
で
読
書
の
羽
を
広
げ
る
こ
と
こ
そ
が
、
源
氏
物

語
を
読
む
愉
し
み
で
あ
り
、
世
界
文
学
と
し
て
英
語
で
読
む
人
び
と
も
、

英
訳
者
に
よ
る
語
り
英
訳
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
非
日
常
の
世
界
へ
と
入
り

込
ん
で
い
け
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
く
り
か

え
し
に
な
る
が
、
た
だ
丁
寧
な
あ
ら
す
じ
を
読
ま
さ
れ
て
い
る
気
分
に
な

っ
て
し
ま
う
。

註1 

陣
野
氏
は
『
花
鳥
余
情
』
や
『
河
海
抄
』
と
い
っ
た
代
表
的
な
源
氏
物

語
の
古
注
釈
書
の
辺
り
か
ら
本
文
区
分
を
意
識
し
た
注
記
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
丁
寧
に
考
察
し
て
い
る
。

2 

代
表
的
な
論
文
と
し
て
、
他
に
は
甲
斐
睦
郎
『
源
氏
物
語
の
文
章
と

表
現
』、
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
、
高
橋
亨
『
源
氏
物
語
の
詩
学
―
か

な
物
語
の
生
成
と
心
的
遠
近
法
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
、

東
原
伸
明
『
物
語
文
学
史
の
論
理
―
語
り
・
言
説
・
引
用
』、
新
典
社
、

二
〇
〇
一
年
な
ど
、
欧
米
の
物
語
学
を
応
用
し
て
の
語
り
手
論
が
数
多

く
出
て
い
る
。

3 

英
訳
に
つ
い
て
の
書
誌
情
報
は
、
参
考
文
献
の
覧
を
参
照
し
て
頂
き

た
い
が
、
本
稿
で
は
引
用
し
て
い
な
い
英
訳
（
抄
訳
）
に
、
以
下
の
も

の
が
あ
る
。H

elen C
. M

cC
ullough, G

enji &
 H

eike: Selections from
 

Th
e Tale of G

enji and Th
e Tale of the H

eike. Stanford: Stanford 
U

niversity Press, 1994.
4 

定
義
は
、
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
プ
リ
ン
ス
著
、
遠
藤
健
一
訳
、『
物
語
論

辞
典
』、
松
柏
社
、
一
九
九
一
年
、covert narrator, overt narrator

の

項
目
を
参
照
。

5 

右
に
同
じ
く
定
義
は
『
物
語
論
辞
典
』heterodiegetic narrator

、

hom
odiegetic narrator

の
項
目
を
参
照
。

6 

明
治
期
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
古
い
与
謝
野
晶
子
訳
は
敬
語
が
少
な

い
点
は
特
筆
に
値
す
る
が
、
そ
れ
以
後
の
谷
崎
潤
一
郎
訳
や
円
地
文
子

訳
、
な
ど
は
敬
語
を
用
い
た
現
代
語
訳
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
新
し
く
は
、

瀬
戸
内
寂
聴
訳
、
大
塚
ひ
か
り
訳
な
ど
も
敬
語
は
用
い
て
い
る
。

•
与
謝
野
晶
子
訳
『
新
訳
源
氏
物
語
』（
正
確
に
は
「
物
語
」
の
語
は
「
も

の
が
た
り
」
と
平
仮
名
に
な
っ
て
い
る
）、
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
一
二

年
（
明
治
四
五
年
）
〜
一
九
一
三
年
（
大
正
二
年
）、
与
謝
野
晶
子
全

訳
『
全
訳
源
氏
物
語
』
角
川
文
庫　

一
九
七
一
年　

改
版
初
版
、
本

書
の
初
版
は
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
三
八
年
〜
一
九
三
九
年
。
全
訳
の

文
庫
本
は
、
角
川
文
庫
、
一
九
七
一
年
。

•
谷
崎
潤
一
郎
訳
『
新
々
訳
源
氏
物
語
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
四
年

〜
六
五
年
。

•
円
地
文
子
訳
『
源
氏
物
語
』
新
潮
社
、
一
九
七
二
年
〜
七
三
年
。

•
瀬
戸
内
寂
聴
訳
『
源
氏
物
語
』
講
談
社
、
一
九
九
六
年
〜
九
八
年
。

•
大
塚
ひ
か
り
訳
『
源
氏
物
語
』
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
。

7 

源
氏
物
語
の
古
典
原
文
は
『
池
田
本　

源
氏
物
語
』
に
拠
る
。
わ
た

く
し
に
句
読
点
を
ほ
ど
こ
し
、
適
宜
仮
名
を
漢
字
に
し
、
仮
名
遣
い
を

変
更
し
、
鉤
括
弧
を
施
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

8 
K

indle

版
に
記
さ
れ
て
い
る
ペ
ー
ジ
番
号
を
記
し
た
。

9 

ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
初
版
は
、
以
下
の
通
り
。A

rthur W
aley, Th

e Tale 
of G

enji by Lady M
urasaki, 6 vols. (London: G

eorge A
llen &

 
U

nw
in, 1925–1933.
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10 
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィッ
カ
ー
初
版
は
、以
下
の
通
り
。Edw

ard G
. Seidensticker, 

Th
e Tale of G

enji, 2 vols. N
ew

 York: A
lfred A

. K
nopf, 1976.

11 
末
松
謙
澄
訳
の
初
版
は
、Suyem

atz K
enchio, G

enji M
onogatari: 

Th
e M

ost C
elebrated of the C

lassical Japanese Rom
ances. London: 

Trübner, 1882.
訳
者
名
の
ロ
ー
マ
字
表
記
が
ヘ
ボ
ン
式
ロ
ー
マ
字
が

普
及
す
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
ロ
ー
マ
字
で
源
氏
物
語
と
し

た
後
に
付
け
た
タ
イ
ト
ル
は
興
味
を
そ
そ
る
。
物
語
をrom

ances

と
し

て
い
る
。
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