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『
源
氏
物
語
』
現
代
語
訳
の
研
究
及
び
実
践

文
化
創
造
専
攻

国
文
学
領
域

一
六
〇
〇
一
Ｃ
Ｊ
Ｍ

佐

藤

由

佳

修

士

論

文

要

旨

本
論
文
は
、
二
部
構
成
で
あ
る
。

第
一
部
に
お
い
て
は
、
六
種
の
『
源
氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
を
、「
近
代
の
現

代
語
訳
」「
現
代
の
現
代
語
訳
」「
国
文
学
研
究
者
の
現
代
語
訳
」
に
分
類
し
、
そ

れ
ぞ
れ
を
調
査
、
比
較
検
討
し
、
問
題
点
を
明
確
に
し
た
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え

て
、
求
め
ら
れ
る
現
代
語
訳
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
分
析
し
た
。

六
人
の
訳
者
の
共
通
点
は
、「
一
般
読
者
」
を
対
象
と
し
、
よ
り
多
く
の
人
々

に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
訳
業
に
取
り
組
ん
だ
点
で
あ
っ

た
。与

謝
野
晶
子
は
、
わ
か
り
や
す
い
訳
だ
が
、
意
訳
で
あ
る
。

谷
崎
潤
一
郎
は
、「
文
学
的
翻
訳
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
と
お
り
、
忠

実
で
は
あ
る
が
、
理
解
の
一
助
と
な
る
は
ず
の
頭
注
も
含
め
難
解
で
あ
る
。

円
地
文
子
は
、
小
説
の
よ
う
に
読
み
進
め
や
す
い
が
、
加
筆
が
多
い
。

瀬
戸
内
寂
聴
は
、
忠
実
さ
や
平
安
朝
の
雰
囲
気
を
だ
す
た
め
、
工
夫
が
凝
ら
さ

れ
て
い
る
が
、
成
功
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
、
最
適
な
語
句
が
使
用
さ
れ

て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

林
望
は
、自
身
の
考
察
が
現
代
語
訳
に
織
り
込
ま
れ
、工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
原
文
に
お
い
て
略
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
も
明
確
に
し
よ
う
と
し

た
点
に
疑
問
が
残
る
。

中
野
幸
一
は
、
研
究
者
ら
し
い
丁
寧
な
訳
で
あ
り
、
原
文
を
対
照
に
す
る
な
ど

の
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
専
門
書
的
で
あ
り
、
気
軽
に
手
に
取
れ

る
と
い
う
点
に
は
欠
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
も
っ
て
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て

い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
点
を
残
す
。
こ
の
問
題
の
要
因
は
、「
一
般
読
者
」と

い
う
幅
広
い
読
者
層
を
対
象
に
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
た
。

そ
こ
で
、
対
象
読
者
年
齢
層
を
区
切
っ
て
、
そ
の
年
齢
層
に
ふ
さ
わ
し
い
現
代

語
訳
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。

第
二
部
に
お
い
て
は
、
義
務
教
育
で
古
典
を
学
び
は
じ
め
、
読
書
の
お
も
し
ろ

さ
や
古
典
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
る
で
あ
ろ
う
年
齢
、
具
体
的
に
は
十
一
歳
か
ら

十
二
歳
の
少
年
少
女
を
読
者
対
象
と
し
て
、
自
ら
『
源
氏
物
語
』「
御
法
」
巻
を

現
代
語
訳
し
た
。
試
み
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
目
的
及
び
基
準
を
明
確
に
示
し

た
。
そ
の
上
で
、
一
巻
す
べ
て
の
現
代
語
訳
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
は
、

音
読
す
る
こ
と
も
念
頭
に
お
い
た
。




