
on the right hand.

平
井
は
こ
の
場
面
を
次
の
よ
う
に
訳
す
。

マ
ン
フ
レ
ツ
ド
、「
さ
は
よ
か
り
な
ん
、
案あ

内な
い

せ
よ

か
し
。
か
く
な
る
上
は
、
奈な

落ら
く

の
底そ

こ

の
底
ま
で
も
蹤つ

き
て
行
か
な
ん
、
い
ざ
」
と
叫
び
か
へ
せ
ば
、
魍ま

う

魎り
や
う

は
し
づ
〳
〵
と
歩ほ

を
す
ゝ
め
、
画ぐ

わ

廊ら
う

の
は
づ
れ

ま
で
行
く
と
見
る
や
、
た
ち
ま
ち
右め

手て

な
る
房へ

や

の
中な

か

に
ぞ
、
搔か

き
消け

す
ご
と
く
に
入
り
に
け
る
。

先
祖
の
肖
像
が
幻
と
い
う
か
霊
に
な
っ
て
動
き
出
す
と

い
う
よ
う
な
場
面
だ
が
、
原
文
は

―
勿
論
主
観
的
な

評
価
の
み
だ
が

―
ぎ
こ
ち
な
い
、
も
し
く
は
雰
囲
気

的
纏
ま
り
の
な
い
表
現
を
用
い
て
い
る
箇
所
が
散
見
す

る
が
、
平
井
の
訳
文
は
至
る
所
ま
で
表
現
の
う
ま
さ
を

感
ぜ
し
め
る
。
具
体
的
な
箇
所
を
挙
げ
て
み
れ
ば
、
原

文
で
は
霊
の
動
き
様
を
“marched sedately, but 

dejected

”
と
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
切
迫
感
溢
れ

る
場
面
の
は
ず
な
の
に
、
“sedately

”
や
“dejected

”

の
よ
う
な
、
極
め
て
静
的
な
修
飾
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

端
的
に
言
え
ば
、
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
描
写

を
用
い
て
い
る
た
め
、
こ
の
霊
は
読
者
に
と
っ
て
は
ち

っ
と
も
怖
く
な
く
、
物
語
中
の
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
の
情
動

的
強
烈
さ
は
読
者
に
あ
ま
り
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
し
か

も
“marched

”と
い
う
動
詞
と
“sedately

”と
い
う
副

詞
と
の
間
に
何
だ
か
引
っ
か
か
る
食
い
違
い
を
感
じ
て

し
ま
い
、
こ
の
霊
は
襲
う
こ
と
な
く
憑
依
す
る
こ
と
も

な
く
、
た
だ
「
穏
や
か
に
前
進
す
る
」
と
い
う
我
々
現

代
の
読
者
に
と
っ
て
は
不
意
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
描
写
に

な
っ
て
し
ま
う
。

　

原
作
を
超
え
る
翻
訳
が
あ
る
。

　

―
と
言
い
出
し
て
も
、
そ
の
判
断
は
何
の
基
準
に

基
づ
く
か
と
い
う
問
題
が
直
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ
う

し
、
そ
も
そ
も
今
度
国
語
教
科
書
に
採
録
し
て
い
た
だ

く
書
き
物
「
羯ぎ

ゃ

諦て
い

羯ぎ
ゃ

諦て
い

波は

羅ら

羯ぎ
ゃ

諦て
い

」
の
焼
き
直
し
の
よ

う
な
響
き
で
疑
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
回
は
翻

訳
家
が
直
面
す
べ
き
選
択
に
つ
い
て
も
う
少
し
具
体
的

に
、
そ
し
て
日
本
文
学
の
英
訳
で
は
な
く
英
文
学
の
和

訳
を
対
象
に
考
え
て
み
た
い
。

　

翻
訳
と
い
う
行
為
は
言
語
的
知
識
に
基
づ
い
た
創
造

的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
個
人
的
に
考
え
て
い
る
。
現
実

的
な
話
と
し
て
は
、
文
化
的
盗
用
等
の
領
域
に
接
近
し

な
い
よ
う
訳
者
は
原
作
者
に
対
す
る
倫
理
的
責
任
を
常

に
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
訳
さ
れ
て
い

る
の
は
広
義
で
い
う
と
こ
ろ
の
古
典
的
な
テ
ク
ス
ト
と

な
る
と
多
少
自
由
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

私
的
に
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
で
、

そ
の
元
祖
と
さ
れ
る
ホ
ー
レ
ス
・
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
の
書

The Castle of Otranto

の
日
本
語
訳
を
原
作
を
超
え

る
訳
の
一
例
と
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
日
本
語
訳
は

多
数
存
在
す
る
が
、
今
回
は
平
井
呈て

い

一い
ち

の
訳
、『
お
と

ら
ん
と
城
綺
譚
』
の
一
箇
所
を
原
文
と
比
較
し
て
み
た

い
。
小
説
中
「
巻
の
一
」
の
、
超
自
然
的
現
象
と
し
て

の
名
場
面
の
一
部
で
あ
る
。
ま
ず
は
原
作
の
英
文
。

Lead on! cried M
anfred ; I will follow thee 

to 
the 

gulph 
of 
perdition. 

The 
spectre 

marched sedately, but dejected, to the end 
of the gallery, and turned into a chamber 

大
からす

鴉いらへぬ

慶應義塾大学文学部助教
ピーター・バナード
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て
捉
え
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
現
代
語
と
異
な
っ
た

「
言
語
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
。
泉
鏡
花
の
よ
う
な

近
代
文
学
作
家
の
「
現
代
語
訳
」
が
存
在
す
る
と
い
う

事
実
か
ら
す
る
と
、
後
者
の
考
え
方
も
あ
り
得
る
よ
う

だ
。

　

な
ぜ
平
井
と
日
夏
の
翻
訳
は
原
作
よ
り
も
優
れ
て
い

る
と
感
ず
る
か
、
と
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
文
語
体
に

お
け
る
「
旧
」
と
「
新
」
と
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
お

か
げ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
古
め
か
し
い
言
葉
と

し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
頗
る
強
い
「
文
語
」
だ
が
、
そ
の

古
風
な
様
相
を
活
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
文
章
、
時
に

は
斬
新
な
単
語
を
も
造
り
出
し
、
存
在
す
る
英
文
学
作

品
を
、
か
つ
て
は
存
在
し
な
い
文
語
に
よ
っ
て
新
た
な

作
品
を
生
み
出
す
。「
ま
た
と
な
け
め
」
の
よ
う
な
、

他
言
語
が
な
け
れ
ば
存
在
し
て
こ
な
い
越
境
的
な
日
本

語
こ
そ
、
ま
た
と
な
け
め
と
妨
げ
ら
る
る
こ
と
な
く
こ

れ
よ
り
も
あ
ら
わ
れ
出
ず
べ
け
れ
。
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さ
て
原
作
を
超
え
る
ゴ
シ
ッ
ク
文
学
の
日
本
語
訳
と

い
え
ば
、
も
う
一
人
の
欠
か
せ
な
い
存
在
は
日
夏
耿こ

う

之の

介す
け

で
あ
ろ
う
。
日
夏
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
訳
詩
で
知

ら
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー

の
代
表
作
“The 

Raven

”
の
畳
句
“Quoth 

the 
Raven 

`Nevermore.

’”
を
「
大か

ら
す鴉

い
ら
へ
ぬ
『
ま
た

と
な
け
め
。』」
と
い
う
風
に
訳
し
て
い
る
。
そ
れ
な
り

に
有
名
な
訳
語
と
な
っ
て
い
る
か
と
思
う
が
、

“Nevermore

”と
い
う
の
は
、
無
論
ポ
ー
の
造
語
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
現
代
的
使
用
に
関
し
て
は
甚
だ
古
め

か
し
い
響
き
の
伴
う
言
葉
な
の
で
、
今
と
な
っ
て

“Nevermore

”と
言
う
と
、
そ
の
所
記
な
る
意
味
が
思

い
浮
か
ぶ
と
い
う
よ
り
、
引
喩
的
な
意
味
、
つ
ま
り
ポ

ー
の
詩
を
聯
想
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
可
能
性

の
方
が
高
い
だ
ろ
う
。
簡
単
に
言
っ
て
み
れ
ば
、

“Nevermore

”は
も
は
や
ポ
ー
の
言
葉
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
だ
。

　

で
、
古
典
に
お
い
て
実
在
す
る
よ
う
な
し
な
い
よ
う

な
、「
ま
た
と
な
け
め
」
が
用
い
る
た
す
け
詞こ

と
ば

「
む
」

の
命
令
形
と
い
う
見
慣
れ
ぬ
文
法
に
よ
っ
て
、
日
夏
は

“Nevermore

”の
重
層
す
る
意
味
合
い

―
叙
述
的
で

あ
り
な
が
ら
叙
述
を
超
え
て
何
だ
か
命
令
め
い
た
暴
力

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
漂
っ
て
く
る
と
い
う
こ
の
語
の
雰

囲
気
を
見
事
に
再
現
し
て
お
り
、
原
作
よ
り
も
印
象
深

い
語
を
読
者
に
投
げ
か
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

平
井
に
せ
よ
日
夏
に
せ
よ
、
重
要
な
の
は
文
語
体
の

使
用
で
あ
る
気
が
す
る
。
そ
も
そ
も
平
井
と
日
夏
が
用

い
る
言
葉
は
、
近
代
日
本
語
の
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
し

　

が
、
平
井
は
こ
の
く
だ
り
を
「
魍
魎
は
し
づ
〳
〵
と

歩
を
す
ゝ
め
」
と
訳
し
て
い
る
。
ま
ず
修
飾
語
と
し
て
、

“sedately

”云
々
よ
り
「
し
づ
〳
〵
と
」
の
方
が
簡
潔

に
場
面
に
漂
う
は
ず
の
荘
厳
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
、

「
歩
を
す
ゝ
め
」
る
と
い
う
の
は
“marched

”
の
好
個

の
訳
語
の
み
な
ら
ず
、
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
が
描
写
せ
ん
と

し
て
い
る
場
面
を
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
よ
り
も
上
手
く
描
写

で
き
て
い
る
と
い
う
気
が
す
る
。
し
か
も
平
井
の
訳
文

の
リ
ズ
ム
が
極
め
て
好
ま
し
く
感
ぜ
ら
れ
、
こ
の
箇
所

に
し
て
も
「
魍
魎
は
・
し
づ
〳
〵
と
・
歩
を
す
ゝ
め
」

と
い
う
五
・
五
・
五
の
韻
律
と
な
っ
て
お
り
、
文
体
の

韻
律
自
体
が
原
文
の
“marched

”の
様
子
を
巧
み
に
表

現
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。

　

ま
た
、
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
の
原
文
は
あ
る
意
味
擬
古
文

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
世
趣
味
が
断
片
的
に
し
か

伝
わ
っ
て
こ
ず
、
中
世
主
義
の
腹
話
術
的
演
出
と
し
て

平
井
の
文
体
の
方
が
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ

の
点
に
お
い
て
、
原
文
に
な
い
、
平
井
の
訳
文
の
絶
妙

に
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
流
れ
と
、
日
本
の
古
典
と
響
き
合
う

言
葉
遣
い
が
肝
心
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
“gulph of 

perdition

”を
「
奈
落
の
底
の
底
」
と
訳
す
と
こ
ろ
や
、

上
記
の
引
用
の
後
に
続
く
地
の
文
に
「
南
無
三
」
と
い

う
言
葉
も
表
れ
る
が
、
と
り
わ
け
後
者
の
よ
う
な
、
原

文
に
は
相
当
す
る
単
語
が
見
出
さ
れ
な
い
感
動
詞
の
挿

入
に
よ
っ
て
、
平
井
は
テ
ク
ス
ト
の
異
国
性

―
つ
ま

り
英
文
学
の
作
品
で
あ
る
こ
と

―
を
強
調
せ
ず
、
む

し
ろ
和
風
に
仕
上
げ
る
方
法
論
を
立
派
に
展
開
し
て
い

る
。
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