
〈『源
氏
物
語
』
の
魅
力
を
探
る
〉
座
談
会

『正
訳
源
氏
物
語
」

l
敬
語
の
訳
を
め
ぐ
っ
て
|
と
教
室
に
お
け
る
現
代
語
訳

こ
の
た
び
刊
行
さ
れ
た
、
中
野
幸
一
先
生
の

『
正
訳
、
源
氏
物
諮
問
』
全
十
冊

(以
下

『正
訳
』
と
表
記
す
る
)
の
最
大
の
特
色
は、

語
り
の
姿
勢
、
つ
ま
り
相
手
に
語
り
か
け
る
場
合
、
私
た
ち
は
、

「
だ
」
「

:
:
で
あ
る
」
「

・

で
あ
っ
た
」
な
ど
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
「
で
あ
る
調
」
で
話
す
で
し
ょ
う
か
。
相
手

(
物
語
の
場
合
は
聞
き

手
あ
る
い
は
読
者
)
を
意
識
し
た
場
合
、
ご
く
自
然
に
用
い
ら
れ
る
日

本
語
は
、
「
:
・
で
す
」
と
か
「

:・
ま
す
」
と
か
の
、
い
わ
ゆ
る
「
で

す
ま
す
調
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と、

同
書

「
『源
氏
物
語
』
の
全
訳
に
当
た
っ
て
」
に
あ
る
と
お
り
、
物
語
と

い
、
?
も
の
の
特
質
に
配
慮
し
た
訳
し
方
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
具
象
で
あ
る
「
で
す
ま
す
調
」
は
、
物
語
の
「
語
り
の
姿
勢
」
に
お

け
る
適
切
な
表
現
体
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
な
の
で
、
学
校
文
法
で

一言
、
っ
と
こ
ろ
の
丁
寧
諾
と
い
う
概
念
で
単
純
に
規
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
「
相
手
(
物
語
の
場
合
は
聞
き
手
あ
る
い
は
読
者
)
を
意
識
し
」

一
之
瀬

円。
t
L
 

て
用
い
る
日
本
語
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
み
れ
ば
、

者
へ
の
敬
語
と
呼
ん
で
飢
紙
の
な
い
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
訳
出
に
際
し
て
は
現
代
詩
の
敬
語
表
現
に
特
段
の
意
識
が

払
わ
れ
た
本
書
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

『源
氏
物
語
』
の
本
文
に
対
し
て
も
同

じ
で
あ
る
。

『正
訳
』
第
一

冊
9
ペ
ー
ジ
「
桐
査
」
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。
(
傍
線
は

稿
者
に
よ
る
。
以
下
問
機
。)

(
本
文
)
か
か
る
を
り
に
も
、
あ
る
ま
じ
き
恥
も
こ
そ
と
、
引
叶
州
削

U
司、

皇
子
を
ば
と
ど
め
た
て
ま
つ
り
で
、
忍
び
て
ぞ
出
で
剖
剖
判
。

(訳
文
)
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
と
ん
で
も
な
い
恥
を
受
け
て
は
と
用
心

剖
利
引
、
若
宮
は
宮
中
に
お
と
ど
め
申
し
上
げ
て
、
更
衣
だ
け
が

そ
っ
と
ご
退
出
な
さ
い
ま
す
。

「
心
づ
か
ひ
し
て
」
を
「
用
心
さ
れ
て
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

学

校
文
法
的
に
は
「
連
用
形
の
中
止
法
」
(
稿
者
は
「

一
括
敬
語
法
」
と
教
え
て

丁
寧
語
、
す
な
わ
ち
対
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い
る
)
な
ど
と
呼
称
さ
れ
、
尊
敬
語
が
付
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
下
に
位
置

す
る
「
た
ま
ふ
」
に
よ
っ
て
、
「
心
づ
か
ひ
し
て
」
も
同
様
に
敬
意
を
含
有
す

る
と
見
倣
さ
れ
る
言
語
事
象
で
あ
る
。
中
野
先
生
は
こ
れ
を
「
統
括
敬
語
」

と
名
付
け
ら
れ
た
そ
う
だ
が
、
『
正
訳
』
に
あ
っ
て
は
、
多
く
の
場
合
、
右
の

よ
う
に
訳
文
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
次
(
『正
訳
』
第
一
叩

2
4
4
ペ
ー
ジ
「
若
紫
」
)
の
ご
と
く
、

「
統
括
敬
一
詰
」
が
訳
出
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に
は
、
な
お
留
意
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

(本
文
)
す
こ
し
到
引
削
司
寸
寸
見
わ
た
し
剖
剖
べ
ば
、
高
き
一
所
に
て
、
こ

こ
か
し
こ
、
僧
坊
ど
も
あ
ら
は
に
見
お
ろ
さ
る
る
。

(
訳
文
)
少
し
外
に
出
て
あ
た
り
を
ご
覧
に
な
り
ま
す
と
、
高
い
所
で
す
の

で
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
い
く
つ
も
の
僧
坊
が
隠
れ
も
な
く
見
下
ろ

さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
画
一
的
で
な
い
処
置
は
、
敬
語
の
煩
績
な
使
用
を
避
け
、
よ
り

「
美
し
く
正
し
い
日
本
語
」
(
前
掲
弓
源
氏
物
語
』
の
全
訳
に
当
た
っ
て
」
)

と
な
る
よ
う
企
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
察
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
稿
者
な
ど
も
、
授
業
中
に
自
分
が
教
え
た
現
代
語
訳
の
書
い
て
あ
る

ノ
ー
ト
を
生
徒
が
持
っ
て
き
て
、
「
先
生
、
こ
れ
っ
て
ど
う
い
う
意
味
で
す

か
?
」
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
間
々
あ
る
。
そ
の
場
合
、
聞
き
な
れ
な
い
.
も
っ

と
い
え
ば
現
代
語
と
し
て
違
和
感
の
あ
る
表
現
が
訳
文
中
に
存
在
す
る
こ
と

が
多
く
、
そ
れ
が
敬
語
表
現
で
あ
る
こ
と
も
実
に
多
い
の
だ
が
、
こ
の
点
に

関
す
る

『正
訳
』
の
配
慮
は
引
き
続
き
顕
著
で
、
同
「
若
紫
」

2
5
4
ペ
ー

ジ
に
お
い
て
は
、

(
本
文
)
さ
る
は
、
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
思
ふ
に
も
一保
ぞ

+
混
同
つ
フ
匂
。

(訳
文
)
そ
れ
と
い
い
ま
す
の
も
、
限
り
な
く
お
慕
い
申
し
上
げ
て
い
る
お

方
(
藤
士
宮
)
に
、
ま
こ
と
に
よ
く
似
て
お
い
で
な
の
に
、
お
の
ず

と
目
が
と
ま
っ
た
の
だ
と
お
思
い
至
り
ま
す
と
、
君
は
わ
け
も
な

く
一保
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
の
で
し
た
。

と
、
「
似
た
て
ま
つ
れ
る
」
が
「
似
て
お
い
で
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

「
似
申
し
上
げ
て
い
る
」
も
し
く
は
「
お
似
申
し
て
」
等
と
は
訳
さ
ず
、
「
似

て
お
い
で
」
と
い
う
「
正
し
い
日
本
語
」
に
変
換
し
た
こ
の
英
断
を
、
敬
訪
問

の
種
類
が
違
う
、
あ
る
い
は
敬
意
の
対
象
が
違
っ
て
く
る
と
の
理
由
で
否
定

す
る
こ
と
は
た
や
す
い
。

し
か
し
、
稿
者
以
外
に
も
多
く
の
教
仰
が
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
わ
か

り
に
く
い
敬
語
の
訳
が
生
徒
の
学
習
に
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
実

態
に
鑑
み
れ
ば
、
「
似
申
し
上
げ
て
い
る
」
の
ご
と
き
、
中
等
教
育
に
お
け

る
古
文
科
学
習
の
中
だ
け
で
使
っ
て
よ

い
、
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
日

本
語
の
存
在
を
是
と
す
る
考
え
方
を
含
め
、
現
代
語
訳
の
あ
り
方
に
つ
い
て

本
格
的
に
議
論
し
、
学
校
内
の
試
験
、
延
い
て
は
大
学
入
試
の
実
状
や
採
点

の
基
準
に
も
言
及
提
言
し
て
い
く
時
期
に
、
我
々
は
そ
ろ
そ
ろ
差
し
か

か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
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