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右
は
与
謝
蕪
村
の
句
「
春
の
海
終ひ

ね
も
す日
の
た
り
〳
〵
か
な
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
こ
の
著
名
な
発
句
が
呈
示
す
る
緩
や
か
な
う
ね
り
に
包
ま
れ
た
春
の
海
の

大
景
、そ
し
て
そ
こ
に
揺
曳
す
る
駘
蕩
た
る
情
感
│
│
そ
う
し
た
原
詩
の
伝
え
る
世
界
と
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
描
き
出
す
海
景
と
の
落
差
は
極
め
て
大
き
い
。

最
短
詩
形
と
し
て
の
俳
句
が
喚
起
す
る
映
像
や
情
緒
の
豊
か
さ
と
そ
の
翻
訳
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
決
定
的
な
隔
た
り
は
、
直
ち
に
詩
歌
の

翻
訳
不
可
能
性
の
問
題
を
露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

詩
の
翻
訳
不
可
能
性
に
関
し
て
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
多
様
な
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
確
か
に
詩
が
一
つ
の
言
語
の
内
部
に
最
も
深
く
根
を

下
ろ
し
た
表
現
と
し
て
あ
る
限
り
、
そ
の
語
彙
の
意
味
論
的
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
音
韻
的
・
韻
律
的
価
値
の
全
て
を
含
ん
だ
等
価
物
を
異
な
る
言
語
の
裡

に
見
出
す
こ
と
は
到
底
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
或
る
詩
を
外
国
語
に
よ
っ
て
「
そ
の
形
（form

e

）
の
ま
ま
」（
ヴ
ァ
レ
リ
ー
）
再
現
す
る）

5
（

こ
と
、
原
詩
を

全
き
忠
実
さ
に
於
い
て
他
な
る
言
語
に
移
し
替
え
る
こ
と
＝
翻
訳
す
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
で
原
理
的
に
不
可
能
と
見
做
す
他
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
詩
の
翻
訳
不
可
能
性
の
問
題
を
、
日
本
文
学
の
外
国
語
翻
訳
と
い
う
場
に
於
い
て
考
え
る
時
、
そ
こ
に
浮
上
し
て
く
る
典
型
的
な
事
例
が
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
に
他
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
日
本
語
に
は
極
め
て
多
様
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
存
在
し
て
い
る
。
最
新
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
辞
典
に
採
録

さ
れ
た
語
数
は
凡
そ
四
五
〇
〇
語
に
及
ぶ）

6
（

が
、
そ
う
し
た
夥
し
い
数
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
存
在
は
、
他
の
諸
言
語
と
比
較
し
た
時
、
日
本
語
の
顕
著
な
特
色

の
一
つ
を
な
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
日
本
の
文
学
は
そ
う
し
た
日
本
語
の
特
性
を
活
か
し
、
様
々
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
そ
の
表
現
の
中

に
折
り
込
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
詩
歌
に
於
い
て
著
し
い
。
中
で
も
近
代
詩
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
重
要
な
文
彩
と
し
て
積
極
的
か
つ
効
果
的
に
、

或
い
は
個
性
的
に
活
用
し
て
き
た
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　

或
る
音
声
や
様
態
を
言
語
音
に
よ
っ
て
模
倣
的
に
、
或
い
は
象
徴
的
に
捉
え
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
言
語
的
特
質
は
、
音
が
意
味
に
直
結
し
て
い
る
点
に
あ

る
。
即
ち
そ
の
音
自
体
が
直
截
的
に
意
味
を
喚
起
、
伝
達
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
他
の
言
語
記
号
と
は
異
な
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
固
有
の
性
格
が
認
め
ら
れ

る
。
そ
う
し
た
音
と
意
味
と
の
結
合
は
、
個
々
の
言
語
の
歴
史
や
文
化
的
背
景
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
、
個
性
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
言

語
圏
・
文
化
圏
に
よ
る
差
異
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
又
そ
の
よ
う
に
音
と
い
う
感
覚
を
と
お
し
て
伝
達
さ
れ
る
意
味

は
多
義
的
性
格
を
備
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
故
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
重
要
な
機
能
を
果
た
す
詩
歌
の
翻
訳
は
不
可
避
的
に
翻
訳
不
可
能
性
の
問
題
に
直

面
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
そ
の
よ
う
な
日
本
詩
歌
に
関
し
て
も
夥
し
い
数
の
翻
訳
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と

は
紛
れ
も
な
い
事
実
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
掲
げ
た
蕪
村
の
一
句
の
翻
訳
も
そ
の
一
例
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
四
篇
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は

そ
れ
ぞ
れ
に
「
の
た
り
〳
〵
」
と
い
う
訳
出
の
極
度
に
困
難
な
擬
態
語
表
現
へ
の
対
処
に
腐
心
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、そ
の
何
れ
に
於
い
て
も
、

原
文
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
孕
む
多
義
的
な
含
意
が
一
定
の
意
味
に
還
元
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
確
認
で
き
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
辞
典
に
よ
れ
ば
、「
の

た
り
〳
〵
」
の
用
法
と
し
て
「
①
ゆ
る
や
か
に
、あ
せ
ら
ず
動
く
さ
ま
。
余
裕
の
あ
る
さ
ま
。
②
だ
ら
し
な
く
、無
為
に
過
ご
す
さ
ま
。
の
ら
り
く
ら
り
。」

と
の
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る）

7
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が
、
蕪
村
の
発
句
は
、
そ
の
擬
態
語
の
複
合
的
な
含
意
を
存
分
に
活
か
し
つ
つ
、
春
の
海
の
う
ね
り
の
様
相
と
春
懶
の
情

感
と
を
見
事
に
描
き
出
す
。
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
は
、
そ
う
し
た
「
の
た
り
〳
〵
」
が
、
う
ね
り
を
重
ね
る
波
の
動
き
（«undulates / A

nd undu-

lates», «R
ising and falling», «se soulevant et retom

bant»

）、
或
い
は
そ
の
緩
慢
な
動
き
（«m

oves slow
ly / slow

ly»

）
と
い
う
一
義
的
な
意
味
に

回
収
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
原
文
と
の
落
差
、
そ
し
て
翻
訳
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
平
板
さ
が
必
然
的
に
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
翻
訳
に
対
し
て
そ
の
よ
う
に
原
文
か
ら
の
隔
た
り
や
ず
れ
と
い
っ
た
欠
損
を
見
出
す
こ
と
、
そ
う
し
た
翻
訳
評
価
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
翻



3

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

訳
に
関
し
て
自
明
の
前
提
の
如
く
要
請
さ
れ
る
、
原
文
と
の
間
の
等
価
性
（equivalence

）
の
基
準
で
あ
る
だ
ろ
う
。
即
ち
原
文
の
意
味
及
び
表
現
へ
の

全
き
忠
実
さ
に
於
い
て
翻
訳
の
理
念
型
を
措
定
す
る
等
価
性
の
原
理
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
翻
訳
に
於
け
る
等
価
性
が
原
文
の
意
味
と
表
現
の
忠
実
な

再
現
と
し
て
設
定
さ
れ
る
時
、
個
々
の
言
語
圏
に
於
い
て
個
性
的
に
形
成
さ
れ
、
多
義
的
な
含
意
を
備
え
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
は
直
ち
に
不
可
能
性
の

隘
路
に
陥
り
、
或
い
は｢

翻
訳
者
は
裏
切
り
者
で
あ
る
（Traduttore è Traditore

）」
と
い
う
古
い
格
言
を
常
に
な
ぞ
り
返
す
こ
と
と
な
る
他
な
い
。
そ

れ
故
、
翻
訳
不
可
能
性
の
問
題
は
、
原
文
と
翻
訳
と
の
間
に
結
ば
れ
る
等
価
関
係
、
換
言
す
れ
ば
原
文
の
厳
密
な
等
価
物
と
し
て
の
翻
訳
と
い
う
強
固
な

前
提
を
改
め
て
問
い
直
す
と
こ
ろ
か
ら
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
詩
と
し
て
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
複
数
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト

に
考
察
を
加
え
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
翻
訳
可
能
性
の
領
域
の
拡
張
へ
と
向
け
ら
れ
た
多
様
な
翻
訳
実
践
の
試
み
を
照
ら
し
出
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
翻
訳
不
可
能
性
の
問
題
に
つ
い
て
再
考
す
る
た
め
の
端
緒
を
開
く
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一

　
　
　
　
　

一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン

秋
の
夜
は
、
は
る
か
の
彼
方
に
、

小
石
ば
か
り
の
、
河
原
が
あ
つ
て
、

そ
れ
に
陽
は
、
さ
ら
さ
ら
と

さ
ら
さ
ら
と
射
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

陽
と
い
つ
て
も
、
ま
る
で
硅
石
か
何
か
の
や
う
で
、
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非
常
な
個
体
の
粉
末
の
や
う
で
、

さ
れ
ば
こ
そ
、
さ
ら
さ
ら
と

か
す
か
な
音
を
立
て
て
も
ゐ
る
の
で
し
た
。

さ
て
小
石
の
上
に
、
今
し
も
一
つ
の
蝶
が
と
ま
り
、

淡
い
、
そ
れ
で
ゐ
て
く
つ
き
り
と
し
た

影
を
落
と
し
て
ゐ
る
の
で
し
た
。

や
が
て
そ
の
蝶
が
み
え
な
く
な
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
、

今
迄
流
れ
て
も
ゐ
な
か
つ
た
川
床
に
、
水
は

さ
ら
さ
ら
と
、
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
…
…

　
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
は
『
文
芸
汎
論
』
昭
和
十
一
年
十
一
月
号
に
初
出
の
後
、
第
二
詩
集
『
在
り
し
日
の
歌
』（
創
元
社
、
昭
和
一
三
・
四
）
に
収
録

さ
れ
た
一
篇
で
あ
る
。
中
原
中
也
晩
年
の
作
と
な
る
こ
の
詩
に
於
い
て
、
全
体
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
「
さ
ら
さ
ら
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
表

現
上
の
特
徴
を
為
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
反
覆
は
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
詩
的
世
界
の
生
成
に
ど
の
よ
う
に

関
与
し
て
い
る
の
か
。

　

各
種
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
辞
典
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
朝
の
文
学
に
既
に
用
例
が
見
出
さ
れ
る
「
さ
ら
さ
ら
」
は
多
義
的
な
用
法
を
備
え
た
オ
ノ

マ
ト
ペ
と
し
て
あ
る
。「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
於
い
て
も
そ
の
多
義
的
な
機
能
は
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。「
そ
れ
に
陽
は
、
さ
ら
さ
ら
と
／
さ
ら
さ

ら
と
射
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。」
│
│
第
一
連
の
こ
の
詩
句
は
、
河
原
に
射
す
陽
の
光
を
「
さ
ら
さ
ら
」
と
形
容
す
る
異
例
の
表
現
で
あ
る
が
、

こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
粘
り
や
湿
り
気
の
無
い
適
度
に
乾
燥
し
た
状
態
を
伝
え
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
心
地
よ
く
乾
燥
し
た
空
気
に
包
ま
れ
た
「
秋
」
の



5

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

陽
が
軽
や
か
に
光
を
降
り
注
ぐ
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
詩
的
修
辞
と
し
て
了
解
可
能
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
こ
の
「
さ
ら
さ
ら
」
と
い
う
語
は
、「
小
石

ば
か
り
の
、
河
原
」
に
射
す
陽
光
に
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
こ
こ
に
不
在
の
、
そ
し
て
や
が
て
流
れ
出
す
こ
と
に
な
る
水
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
潜
在
化
さ

せ
て
い
よ
う
。
水
や
風
の
流
れ
る
様
、そ
の
軽
や
か
な
音
を
象
る
の
は
「
さ
ら
さ
ら
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
古
来
よ
り
の
用
法
に
他
な
ら
な
い）

8
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。「
さ

ら
さ
ら
と
」
と
い
う
詩
句
は
、
快
い
秋
の
陽
射
し
の
感
覚
を
伝
え
る
と
同
時
に
、
水
の
流
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
潜
在
的
に
喚
起
す
る
両

義
的
な
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
第
一
連
に
描
き
出
さ
れ
た
そ
の
よ
う
な
「
秋
」
の｢

陽
」
は
第
二
連
に
至
っ
て
変
容
を
見
せ
る
。
そ
こ
で
は
、「
硅

石
か
何
か
」「
非
常
な
個
体
の
粉
末
」
の
直
喩
を
と
お
し
て
、
そ
の
陽
の
光
に
鉱
物
の
微
細
な
粉
末
の
形
象
が
付
与
さ
れ
る
。
そ
の
言
わ
ば
光
の
イ
メ
ー

ジ
の
物
質
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
微
細
で
硬
質
の
、
物
質
的
な
手
触
り
を
介
し
て
、
陽
は
「
さ
ら
さ
ら
と
／
か
す
か
な
音
を
立
て
」
る
こ
と
に
な

る
。
即
ち
第
一
連
と
同
じ
く
「
さ
ら
さ
ら
と
」
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
用
い
ら
れ
な
が
ら
、
第
二
連
に
於
い
て
は
軽
い
物
や
細
か
い
物
が
擦
れ
合
っ
て
発
す
る

微
か
で
軽
や
か
な
音
を
伝
え
る
用
法）

9
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が
前
景
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
音
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
第
一
連
で
潜
在
的
に
呼
び
込
ま
れ
る
、
さ
ざ
波
を

立
て
つ
つ
軽
や
か
に
流
れ
る
水
の
イ
メ
ー
ジ
と
聴
覚
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
相
関
し
、
呼
応
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
変
容

と
複
数
化
の
中
で
陽
の
光
は
軽
快
に
降
り
注
ぎ
、
ま
た
水
の
イ
メ
ー
ジ
を
伏
在
化
さ
せ
つ
つ
流
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
連
を
経
て
最
終
連
で

は
、「
今
迄
流
れ
て
も
ゐ
な
か
つ
た
川
床
」
に
「
い
つ
の
ま
に
か
」
水
が
「
さ
ら
さ
ら
と
、
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
て
ゐ
る
」
光
景
が
呈
示
さ
れ
る
。
第
一
連

に
伏
在
し
て
い
た
流
れ
る
水
の
イ
メ
ー
ジ
が
こ
こ
で
現
前
化
す
る
。「
さ
ら
さ
ら
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
反
覆
は
、
そ
の
水
が
軽
や
か
に
淀
み
な
く

流
れ
る
様
を
鮮
や
か
に
伝
え
て
い
よ
う
。「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
全
篇
を
貫
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
「
さ
ら
さ
ら
と
」
の
表
現
は
、
こ
の
よ
う
に
オ
ノ
マ

ト
ペ
と
し
て
の
多
義
的
な
機
能
を
存
分
に
発
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
詩
が
呈
示
す
る
光
景
、
状
況
の
変
化
や
展
開
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
言
わ
ば
不
条
理
な
光
景
に
他
な
ら
な
い）

10
（

。「
秋
の
夜
」
に
「
陽
」
が
射
し
、
そ
の
陽
光
は
鉱
物
の

微
細
な
粒
子
の
様
相
を
纏
い
つ
つ
「
か
す
か
な
音
」
を
立
て
る
。
そ
し
て
「
一
つ
の
蝶
」
の
登
場
と
消
失
と
い
う
事
態
を
経
て
、「
い
つ
の
ま
に
か
」
水

が
流
れ
出
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
矛
盾
や
不
合
理
性
は
、執
拗
に
施
さ
れ
た
読
点
で
区
切
ら
れ
、繰
り
返
し
休
止
の
折
り
込
ま
れ
る
詩
句
が
、そ
の
イ
メ
ー

ジ
喚
起
力
を
高
め
る
中
で
一
層
際
立
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う）

11
（

。
そ
し
て
前
半
部
の
乾
燥
し
た
微
細
な
粒
子
と
し
て
物
象
化
さ
れ
た
陽
の
光
か
ら
、
末
尾
に

於
け
る
流
動
す
る
水
へ
と
イ
メ
ー
ジ
は
変
換
す
る
。
こ
の
よ
う
な
合
理
的
な
解
釈
の
不
能
な
詩
の
展
開
は
、「
さ
ら
さ
ら
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
備
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え
る
多
義
的
な
機
能
を
軸
と
し
て
テ
ク
ス
ト
上
に
実
現
さ
れ
る
移
行
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
詩
篇
中
で
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ル
フ
ラ
ン
と
し
て
も
作
用
し
て
い
る
。﹇
ア
﹈の
母
音
、そ
し
て
摩
擦
音[s]

と
流
音[r]
の
反
覆
を
と
お
し
て
、
そ
れ
は
軽
や
か
な
明
る
さ
と
流
動
性
を
帯
び
た
音
色
を
伝
え
る
。
そ
う
し
た
音
響
が
こ
の
詩
に
於
い
て
、
反
覆
さ
れ

回
帰
す
る
基
調
音
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
静
か
で
軽
や
か
な
音
色
、
音
響
が
全
体
を
貫
く
音
楽
性
に
よ
っ
て
、
数
々
の
不
条
理
な
事
態
を
語

り
出
す
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
詩
句
は
言
わ
ば
組
織
化
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
時
、「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
於
け
る
「
さ
ら
さ
ら
と
」
と
い
う
表
現
は
、
単
な
る
修
辞
を
越
え
て
、
こ
の
詩
の
構
成
原
理
と

し
て
こ
そ
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
こ
の
詩
の
世
界
を
統
括
し
つ
つ
、
そ
こ
に
呈
示
さ
れ
る
事
態
の
展
開
を
導
い
て
い
る
の
は
、「
さ

ら
さ
ら
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
機
能
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
直
ち
に
こ
の
詩
の
翻
訳
不
可
能
性
の
問
題
を
浮
上
さ
せ
る
。
先
の

蕪
村
俳
句
の
翻
訳
と
同
様
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
決
定
的
な
重
要
性
を
持
つ
詩
歌
の
翻
訳
は
極
度
の
困
難
さ
に
逢
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

又
そ
の
困
難
さ
の
中
で
翻
訳
は
な
さ
れ
続
け
る
。「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
以
下
の
五
篇
の
翻
訳
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

①“M
ärchen ”, trans. by Jam

es K
irkup, M

odern Japanese Poetry (T
he O

pen U
niversity P

ress, 1979)

② “a m
ärchen ”, trans. by K

enneth L
. R

ichard and John L
. R

iley, D
epilautum

n
-T

he Poetry of N
akahara C

hûya (U
niversity of Toronto

-

York U
niversity Joint C

entre on M
odern E

ast A
sia, 1981)

③“A
 Fairy Tale ”, trans. by Paul M

ackintosh and M
aki Sugiyam

a, T
he Poem

s of N
akahara C

hûya (T
he C

rom
w

ell P
ress L

im
ited, 1993)

④“U
n conte de fées ”, traduit par Y

ves
-M

arie A
llioux, N

A
K

A
H

A
R

A
 C

hûya, Poèm
es, (É

ditions P
hilippe P

icquier, 2005)

⑤“A
 Fairytale ”, trans. by R

y B
eville, Poem

s of D
ays Past, (T

he A
m

erican B
ook C

om
pany, 2005)　

 　

翻
訳
不
可
能
性
と
い
う
事
態
に
直
面
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
翻
訳
は
そ
れ
に
如
何
に
対
処
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
、
翻
訳
の
不
可
能
性
か
ら
可
能
性
へ

の
通
路
を
開
く
試
み
と
し
て
捉
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

　

と
こ
ろ
で
従
来
の
日
本
に
於
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
翻
訳
の
研
究
で
は
、
専
ら
オ
ノ
マ
ト
ペ
表
現
を
断
片
的
に
取
り
だ
し
、
語
彙
の
水
準
に
於
い
て
訳
語
と

の
等
価
関
係
を
吟
味
す
る
言
語
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ら
の
研
究
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
実
践
に

関
わ
る
様
々
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も
既
述
の
如
く
音
と
意
味
が
直
結
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
対
応
す
る
表

現
を
、
異
種
の
言
語
の
裡
に
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
限
り
、
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
翻
訳
が
抱
え
込
む
言
わ
ば
欠
落
や
損
失
を
確
認
す
る
こ
と

に
終
始
し
が
ち
な
の
で
あ
る
。
寧
ろ
オ
ノ
マ
ト
ペ
そ
れ
自
体
の
完
全
に
等
価
的
な
翻
訳
が
不
可
能
で
あ
る
故
に
不
可
避
的
に
生
じ
る
そ
う
し
た
欠
損
を
前

提
に
据
え
つ
つ
、
翻
訳
テ
ク
ス
ト
全
体
を
と
お
し
て
如
何
な
る
翻
訳
行
為
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
か
を
問
う
こ
と
、
そ
う
し
た
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
表
現
の

総
体
を
視
野
に
入
れ
た
分
析
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
下
、
右
に
掲
げ
た
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
個
々
に
表
現
分
析

を
行
う
こ
と
を
と
お
し
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
重
要
な
機
能
を
果
た
す
詩
の
訳
出
に
取
り
組
む
翻
訳
の
多
様
な
方
法
や
試
み
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。

二

　

中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
於
い
て
、「
さ
ら
さ
ら
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
そ
の
複
数
的
な
含
意
の
下
に
詩
的
世
界
の
生
成
を
導
く
極
め

て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
機
構
を
備
え
る
詩
が
ど
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
か
。
先
に
掲
出
の
五
篇
の
裡
、
初
め
に
②
と
⑤

の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
て
み
よ
う
。

　
　

②　

a m
ärchen

one night in a far off place

a valley held a river
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that w
as nothing but stone

shone w
ith a softening, softening sun.

the sun w
as like silica or som

e such

dust of fine hard grain,

and so it seem
ed, sifting

to m
ake a faint sound.

then on the stones a sudden butterfly sat

w
ith clear outlines of pastel shades

and w
ith a shadow

 cast.

soon the butterfly grew
 indistinct,

suddenly am
ong the river bed stones w

here nothing had been

w
ater m

urm
ured, w

ater m
urm

ured, and bigan to flow
.

　
　

⑤　

A
 Fairytale

T
he light of the sun w

as shim
m

ering
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

A
bove a dry, pebbled riverbed

In a distant, foreign m
eadow

,

Shim
m

ering on an autum
n evening.

T
he sun w

as shim
m

ering alm
ost like

T
he finest of pow

ders, like silica rock,

Indeed because of them
, w

hen suddenly

T
he faintest of sounds em

erged as w
ell.

A
 butterfly then landed on a stone,

It ’s shadow
 certainly visible w

here it fell,

T
hough som

ew
hat feebly throw

n.

A
nd w

hen the butterfly eventually flew
 aw

ay,

T
he m

urm
uring flow

 of w
ater soon began,

M
urm

uring w
here nothing had been flow

ing.

　

こ
れ
ら
の
翻
訳
に
於
い
て
、
原
詩
の
「
さ
ら
さ
ら
と
」
は
、
複
数
の
形
容
詞
、
或
い
は
動
詞
に
訳
し
分
け
ら
れ
て
お
り
（
②«softening»«m

urm
ured», 

⑤«shim
m

ering»«m
urm

uring»

）、
そ
れ
は
「
さ
ら
さ
ら
」
の
多
義
性
に
単
一
の
訳
語
で
は
対
応
し
得
な
い
故
に
採
用
さ
れ
た
訳
出
法
と
見
做
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
結
果
と
し
て
、
原
詩
の
「
さ
ら
さ
ら
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
担
う
表
現
機
能
は
閑
却
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
既
述
の
如
く
原
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詩
に
於
い
て
は
、
持
続
的
に
反
覆
さ
れ
る
「
さ
ら
さ
ら
と
」
の
詩
句
が
詩
の
全
体
の
表
現
を
組
織
化
し
つ
つ
、
そ
こ
に
呈
示
さ
れ
る
事
態
の
変
容
、
展
開

を
導
く
、
こ
の
詩
の
生
成
の
原
理
と
し
て
作
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
そ
う
し
た
原
詩
の
表
現
機
構
か
ら
の
大
き
な
隔
た
り
を
示
し
て

い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
又
そ
れ
ら
が
、
翻
訳
の
詩
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
な
詩
的
世
界
を
浮
上
さ
せ
て
い
る
点
を
看
過
す
べ
き
で

は
無
か
ろ
う
。
例
え
ば
②
で
は
、
各
連
が
一
つ
の
文
で
構
成
さ
れ
る
原
詩
の
構
文
及
び
語
順
を
な
ぞ
る
中
で
、«a softening, softening sun»–«a faint 

sound»–«pastel shades»–«the butterfly grew
 indistinct»–«w

ater m
urm

ured»

と
続
く
詩
句
は
、
柔
ら
か
さ
、
微
か
さ
、
仄
か
さ
、
或
い
は
判
然

と
し
な
い
様
を
象
る
類
比
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
連
鎖
、
連
繋
し
、
そ
れ
が
訳
詩
全
体
の
基
調
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
さ
ら
さ
ら
と
」
の
表
現
の

反
覆
を
と
お
し
て
原
詩
が
呈
示
す
る
世
界
の
様
相
と
調
和
す
る
性
格
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
そ
う
し
た
様
相
を
呈
す
る
世
界
に
於
い
て
、

最
終
連
で
流
れ
出
す
水
は
、
意
想
外
の
、
突
然
の
事
態
の
展
開
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。«a sudden 

（butterfly

）»

が
原
詩
に
は
な
い
詩
句
の
付
加

で
あ
り
、«soon the butterfly grew

 indistinct, / suddenly»

の
構
文
が
原
詩
の
詩
句
「
や
が
て
そ
の
蝶
が
み
え
な
く
な
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
」
か
ら

逸
脱
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
さ
ら
さ
ら
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
多
義
的
機
能
に
よ
っ
て
不
条
理
な
事
態
の
展
開
が
導
か
れ

る
構
造
を
備
え
る
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
対
し
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
直
接
的
な
訳
出
を
回
避
し
た
こ
の
訳
詩
に
於
い
て
は
、
そ
う
し
た
展
開
の
原
理
が

不
在
化
す
る
中
で
出
来
事
は
あ
く
ま
で
も
思
い
が
け
ぬ
唐
突
さ
の
裡
に
出
来
し
、
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
原
詩
自
体
の
孕
む
不
条
理
性
、

不
合
理
性
が
増
幅
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
詩
冒
頭
の
一
句
「
秋
の
夜
は
」
を
不
特
定
の«one night»

と
訳
出
し
た
と
こ
ろ
に
も
認
め
ら
れ
る
、“a 

m
ärchen ”

と
い
う
表
題
に
呼
応
す
る
在
り
方
と
も
見
做
せ
よ
う
。

　

他
方
、
⑤
の
翻
訳
に
於
い
て
も
興
味
深
い
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
訳
詩
中
に
三
度
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る«shim

m
ering»

は
、«alm

ost 

like / T
he finest of pow

ders, like silica rock»

と
い
う
比
喩
の
詩
句
と
結
合
し
つ
つ
、
ち
ら
ち
ら
と
微
か
に
煌
め
き
、
揺
ら
め
く
太
陽
の
光
の
イ
メ
ー

ジ
を
呈
示
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
鉱
物
や
粉
末
の
イ
メ
ー
ジ
と
類
比
的
に
結
ば
れ
た
陽
光
に
伴
っ
て
、«T

he faintest of sounds»

も
又
（«as 

w
ell»

）
浮
上
す
る
。«suddenly / T

he faintest of sounds em
erged as w

ell»

と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
突
然
に
、
陽
光
に
伴
い
重
な
り
つ
つ
、

そ
の
背
後
に
響
き
始
め
る
。
即
ち
こ
こ
で
微
か
さ
の
様
態
を
基
底
と
し
て
光
と
音
の
モ
チ
ー
フ
が
併
置
さ
れ
重
層
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
原
詩

の
表
現
に
大
き
な
改
変
を
加
え
た
訳
詩
に
於
い
て
、
視
覚
と
聴
覚
そ
し
て
触
覚
に
跨
が
る
多
義
的
機
能
を
果
た
す
原
詩
の
「
さ
ら
さ
ら
と
」
へ
の
可
能
的
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

な
対
応
を
図
る
、
モ
チ
ー
フ
の
二
重
化
の
試
み
と
し
て
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
同
時
に
そ
こ
で
基
軸
と
な
る
微
か
さ
の
様
相
は
、
訳
詩
後
半
部
の

«som
ew

hat feebly throw
n»

（
第
三
連
）│
│«m

urm
uring»

（
第
四
連
）
の
詩
句
が
伝
え
る
、
微
か
で
小
さ
な
光
や
音
の
動
き
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
波
及

的
に
連
鎖
し
て
ゆ
く
。
更
に
訳
詩
末
尾
で
繰
り
返
さ
れ
る«m

urm
uring»

は
、
前
半
の
反
覆
句«shim

m
ering»

と
音
韻
的
に
明
ら
か
な
呼
応
を
示
し
て

い
る
。
そ
う
し
た
音
韻
上
の
等
価
的
、
類
比
的
な
関
係
に
よ
っ
て
、«shim

m
ering»

と«m
urm

uring»

の
二
つ
の
異
な
る
語
は
、
訳
詩
の
内
部
で
意
味

的
な
結
び
つ
き
を
も
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
光
と
水
の
モ
チ
ー
フ
の
二
重
化
を
補
強
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
こ
の
翻
訳

⑤
は
、
冒
頭
と
末
尾
の«shim

m
ering»–«m

urm
uring»

の
呼
応
│
接
続
関
係
を
枠
組
み
乃
至
は
骨
子
と
し
つ
つ
、
全
体
が
有
機
的
に
連
関
す
る
テ
ク
ス

ト
世
界
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
詩
句
の
緊
密
な
相
互
連
関
の
中
で
、
最
終
的
に«T

he m
urm

uring flow
 of w

ater»

の
映
像

が
呈
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、«shim

m
ering»

と«m
urm

uring»

と
の
音
韻
的
等
価
性
に
基
づ
く
意
味
の
重
層
性
、
そ
し
て
陽
光
に
伴
う«T

he faintest 

of sounds»

の
予
兆
的
効
果
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
、
こ
の
訳
詩
固
有
の
表
現
の
作
用
を
と
お
し
て
生
成
す
る
に
至
っ
た
流
れ
出
す
水
の
イ
メ
ー
ジ
に
他
な

ら
な
い
。
直
訳
的
な
忠
実
さ
と
は
無
縁
の
、
又
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
直
接
的
な
訳
出
も
回
避
す
る
こ
の
翻
訳
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
原
詩
の
詩
的
世
界
を
支
え

る
表
現
機
構
へ
の
方
法
的
な
接
近
の
試
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三

　

前
章
で
取
り
上
げ
た
二
篇
は
、
原
詩
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
へ
の
直
接
的
な
対
応
を
回
避
す
る
形
で
成
立
し
て
い
る
が
、
勿
論
オ
ノ
マ
ト
ペ
自
体
の
訳
出
を
試

み
る
テ
ク
ス
ト
も
存
在
す
る
。
前
掲
の
①
及
び
③
の
翻
訳
で
あ
る
。

　
　

③　

A
 Fairy Tale

O
ne autum

n night, far far aw
ay,
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there w
ere only pebbles of a dry riverbed

on w
hich the sun - rippling,

rippling - w
as shining.

“Sun ”, but like silica or som
ething, it seem

ed,

extrem
ely hard pow

der, it seem
ed:

w
hich w

as w
hy - rippling -

a faint sound arose.

A
ll at once, on the pebbles, a butterfly landed:

pale, yet distinct,

its shadow
 w

as cast.

Soon that butterfly vanished; then, unaw
ares,

w
here till now

 nothing flow
ed in the riverbed, w

ater

- rippling, rippling - w
as flow

ing...

　

右
の
訳
詩
を
特
徴
付
け
て
い
る
の
は
、«there w

ere»

に
始
ま
る
、
表
題
に
即
応
し
た
昔
話
的
な
文
体
を
採
用
す
る
中
で
、
語
順
を
含
め
て
、
原
詩
の

表
現
に
忠
実
な
翻
訳
が
試
み
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
う
し
た
語
り
の
ス
タ
イ
ル
の
下
で
、「
さ
ら
さ
ら
と
」
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は«

- rippling, rippling 
-»

と
い
う
挿
入
句
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
主
と
し
て
小
波
の
動
き
や
音
を
表
現
し
、
水
の
イ
メ
ー
ジ
と
強
い
結
び
つ
き
を
持
つ
こ
の«rippling»

は
、
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

通
奏
低
音
の
如
く
訳
詩
全
体
に
響
き
続
け
る
中
で
、
第
一
連
に
於
い
て
既
に
水
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
連
で
水
が
流
れ
出
す
詩

の
展
開
を
予
示
す
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
表
層
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
光
景
の
背
後
に
別
途
の
モ
チ
ー
フ
が
折
り
込
ま
れ
る
と
い
う
前
半
部
の
表
現
の
二
層

性
が
最
終
的
に
は
一
元
化
さ
れ
る
、
或
い
は
潜
在
的
に
折
り
込
ま
れ
て
い
た
モ
チ
ー
フ
が
最
後
の
場
面
に
至
っ
て
前
景
化
す
る
、
そ
う
し
た
機
構
を
こ
の

訳
詩
は
備
え
て
い
る
。
但
し
そ
の
前
半
の
二
連
に
描
き
出
さ
れ
る
陽
の
光
の
イ
メ
ー
ジ
と«rippling»

の
挿
入
句
と
の
間
の
不
調
和
、
齟
齬
は
覆
い
難
い
。

そ
れ
は
、
原
詩
の
表
現
へ
の
徹
底
し
た
忠
実
さ
を
前
提
と
し
つ
つ
、「
さ
ら
さ
ら
と
」
の
訳
語
と
し
て«rippling» 

の
一
語
を
宛
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
不

可
避
的
に
生
じ
た
原
詩
と
の
落
差
に
他
な
る
ま
い
。
勿
論
こ
の
翻
訳
に
於
い
て
は
、
そ
う
し
た
落
差
へ
の
対
処
と
し
て
、«rippling»

を«the sun»

の

直
接
的
な
形
容
な
ら
ぬ
挿
入
句
と
し
て
折
り
込
ん
で
い
る
。
原
詩
の
「
さ
ら
さ
ら
と
」
の
如
く
詩
全
体
の
構
成
原
理
た
り
得
な
い«rippling»

は
、
陽
光

が
焦
点
化
さ
れ
た
訳
詩
前
半
部
の
世
界
の
言
わ
ば
後
景
に
響
く
音
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
後
半
部
の
展
開
は
、«A

ll at 

once», «Soon that butterfly vanished; then, unaw
ares»

等
の
詩
句
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
生
起
す
る
出
来
事
の
意
外
性
、
不
可
解
な
唐
突
さ
を
原
詩
よ

り
も
強
調
す
る
表
現
を
と
お
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。“A

 Fairy Tale ”

と
い
う
表
題
に
は
、
そ
う
し
た
訳
詩
の
呈
示
す
る
世
界
の
不
条
理
性
も

含
意
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

一
方
、「
さ
ら
さ
ら
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
直
接
的
に
訳
出
す
る
こ
と
の
極
度
の
困
難
さ
を
前
に
し
て
、
音
訳
（transliteration

）
の
方
法
を
採

用
し
て
い
る
の
が
①
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

　
　

①　

M
ärchen

In the autum
n night, som

ew
here far, far aw

ay,

T
here is a dry river bed of sm

all pebbles only,

A
nd there is sunlight stream

ing on it -

 
 

Sarasarato sarasarato.
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A
s it is sunlight, it glitters like silica or som

ething,

L
ike the scattered pow

der of som
ething im

m
ensely hard,

A
nd that is w

hy it is m
aking this far off rustling sound of

 
 

Sarasarato sarasarato.

W
ell now

, just at this m
om

ent a butterfly alights on a pebble

A
nd casts upon it a faint but unm

istakable shadow
.

A
nd soon, after the butterfly has vanished, unnoticed by us,

O
ver the dry river bed w

here nothing w
as flow

ing

T
he w

ater begins to run and ripple -

 
 

Sarasarato, sarasarato.

　

こ
の
カ
ー
カ
ッ
プ
訳
の
テ
ク
ス
ト
も
、
③
と
同
様
に
昔
話
風
の
口
調
を
用
い
つ
つ
、
語
順
を
含
め
原
詩
の
表
現
に
基
本
的
に
忠
実
な
翻
訳
と
な
っ
て
い

る
が
、
但
し
全
体
が
現
在
時
制
で
綴
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
今
こ
こ
〉
で
生
起
す
る
出
来
事
を
そ
の
ま
ま
語
り
伝
え
る
実
況
中
継
的
な
語
り
の
性
格

を
備
え
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
中
で
原
詩
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
そ
の
音
を
そ
の
ま
ま
ロ
ー
マ
字
で
写
し
取
っ
たtransliteration

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
翻
訳
五
篇
の
中
で
音
訳
に
よ
っ
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
訳
出
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
本
テ
ク
ス
ト
の
み
で

あ
る
。transliteration

は
オ
ノ
マ
ト
ペ
翻
訳
に
於
い
て
特
異
な
方
法
で
は
決
し
て
な
い）

12
（

が
、
こ
の
カ
ー
カ
ッ
プ
に
よ
る
翻
訳
で
は
こ
の
音
訳
の
詩
句
に

«sarasarato: an onom
atopoeic expression that suggests the sound of w

ater running.» 

と
い
う
脚
注
が
施
さ
れ
て
お
り
、«the sound of w

ater 

running»

を
喚
起
す
る
表
現
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
訳
詩
第
一
連
に
於
い
て
は
、
小
石
ば
か
り
の
河
原
に
射
す
陽
光
の
イ
メ
ー
ジ
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

の
背
後
、
或
い
は
傍
ら
に
音
と
し
て
潜
在
化
さ
れ
た
水
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
光
と
水
と
い
う
異
質
な
二
種
の
イ
メ
ー
ジ

の
関
係
を
媒
介
す
る
役
割
を
果
た
す
の
が
、«stream

ing»

の
一
語
の
他
な
ら
な
い
。
こ
の
語
は
、
陽
光
が
降
り
注
ぎ
、
射
し
込
む
映
像
を
呈
示
す
る
と

と
も
に
、
間
断
な
く
流
れ
続
け
る
水
の
様
相
を
も
伝
え
る
表
現
で
あ
り
、
そ
う
し
た«stream

ing»

の
両
義
的
機
能
を
と
お
し
て
光
と
水
は
絶
え
ず
流
れ

る
流
動
性
を
含
意
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
重
な
り
合
い
、
第
一
連
の
重
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
構
造
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
第
一
連
の
文

脈
上
、
河
原
に
射
す
陽
の
光
の
流
れ
る
様
を
示
し
つ
つ
、
同
時
に
脚
注
に
よ
っ
て
流
れ
る
水
の
存
在
を
喚
起
す
る«Sarasarato»

は
、
そ
の
両
者
を
媒
介

す
る«stream

ing»

の
一
語
を
介
し
て
、光
と
水
、ま
た
視
覚
と
聴
覚
に
跨
が
る
イ
メ
ー
ジ
の
二
重
性
、複
層
性
を
担
う
表
現
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
連
に
至
っ
て
、
そ
の
陽
光
の
イ
メ
ー
ジ
は
変
容
を
見
せ
る
。
そ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、«glitters» «scattered»

と
い
う
、
訳
出
の
際
に
補

入
さ
れ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。«glitter»
は
多
く
の
小
さ
な
輝
く
光
が
反
射
す
る
よ
う
な
煌
め
き
を
表
象
す
る
が
、
そ
れ
は«like silica or som

ething, / 

L
ike the scattered pow

der of som
ething im

m
ensely hard»

と
い
う
比
喩
表
現
に
よ
っ
て
、
撒
き
散
ら
さ
れ
た
硬
質
の
微
細
な
粉
末
が
小
さ
く
煌
め

き
散
乱
す
る
映
像
と
し
て
具
象
化
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
形
容
詞«scattered»

が
喚
起
す
る
四
方
に
散
乱
す
る
広
が
り
の
様
相
が
陽
光
の
表
現
と
し
て
の

自
然
さ
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
直
喩
の
詩
句
が
浮
上
さ
せ
る
硬
く
微
細
な
無
数
の
粒
子
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
そ
れ
ら
の
こ
す
れ
合
う
音
を
派
生
的

に
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、«Sarasarato»

の«this far off rustling sound»

に
接
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
原
詩
の
詩
句
「
か
す
か
な
（
音
）」
は

他
の
英
語
訳
で
は
全
て«faint»

を
用
い
た
直
訳
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
翻
訳
は
、«far off»

の
表
現
を
付
加
し
た
上
で
、
衣
擦
れ
の
音
や
木
の
葉
、
紙

な
ど
が
軽
く
こ
す
れ
合
う
音
を
呼
び
起
こ
す
擬
音
語«rustling»
を
訳
語
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
太
陽
の
光
の
形
象
が
鉱
物
等
の
硬
い
物
質
の
微
細
な

粒
子
の
イ
メ
ー
ジ
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
こ
す
れ
合
う
微
か
な
音
と
い
う
聴
覚
的
連
想
が
招
き
寄
せ
ら
れ
、
擬
音
語«rustle»

の
聴
覚

的
効
果
が
十
全
に
発
現
す
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、«rustling»

は
言
う
ま
で
も
な
く
或
る
動
き
、
流
動
性
の
様
態
を
伝
え
て
お
り
、
そ
れ
を
と
お
し
て

第
一
連
の«stream
ing»

と
の
呼
応
を
生
み
出
し
て
も
い
る
。
こ
の
訳
詩
第
二
連
は
従
っ
て
、
第
一
連
に
確
認
さ
れ
た
光
と
水
の
重
層
化
の
機
構
の
言
わ

ば
変
奏
で
あ
り
、
そ
の
四
行
目
の«Sarasarato, sarasarato»

の
詩
句
は
、
脚
注
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た«the sound of w

ater running»

の
含
意
を
基
底

と
し
つ
つ
、「
は
る
か
の
彼
方
」（«far, far aw

ay»«far off»

）
か
ら
聞
こ
え
る
微
か
で
静
か
な
音
と
し
て
の
性
格
を
際
立
た
せ
な
が
ら
、
光
か
ら
音
へ
の
、

こ
の
詩
に
於
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
様
相
と
比
重
の
移
行
を
導
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
聴
覚
的
な
、
そ
し
て
動
性
を
孕
ん
だ
モ
チ
ー
フ
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の
前
景
化
、
顕
在
化
が
果
た
さ
れ
る
の
が
最
終
連
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
最
終
部
に
於
い
て
、«run and ripple»

と
描
か
れ
る
よ
う
に
、
さ
ざ
波
を
立

て
軽
や
か
な
音
を
響
か
せ
な
が
ら
水
が
流
れ
出
す
。そ
れ
は
脚
注
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
水
の
モ
チ
ー
フ
の
全
面
的
な
開
示
を
告
げ
る
光
景
で
あ
る
。

同
時
に
こ
の
最
終
連
に
於
い
て
、
原
詩
の
「
川
床
」
が«the dry river bed»

と
訳
出
さ
れ
、
第
一
連
に
続
い
て«dry»

の
形
容
詞
が
再
度
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
即
ち
こ
こ
で
流
れ
出
す
水
は
〈
乾
い
た
川
床
〉
を
潤
す
も
の
と
し
て
、
豊
か
な
生
命
的
潤
い
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
込
む
こ
と

に
な
ろ
う
。
既
述
の
如
く
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
、
出
来
す
る
出
来
事
を
今
こ
こ
に
於
い
て
語
り
出
す
現
在
時
制
の
文
体
で
全
篇
が
貫
か
れ
て
い
る
。
最

終
的
に
流
れ
出
す
水
の
映
像
が
焦
点
化
さ
れ
る
展
開
は
、
そ
の
よ
う
な
文
体
の
下
に
呈
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
命
的
世
界
の
始
ま
り
と
し
て
の
創

世
神
話
的
な
ド
ラ
マ
の
性
格
を
こ
の
訳
詩
に
付
与
す
る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

オ
ノ
マ
ト
ペ
が
重
要
な
機
能
を
果
た
す
詩
の
翻
訳
と
し
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
興
味
深
い
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
訳
が
な
さ
れ
て

い
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
訳
出
の
際
に
従
来
も
採
用
さ
れ
て
き
た
方
法
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
が
、
本
訳
詩
は
音
訳
を
採
用
し
つ
つ
単
に
原

詩
の
表
現
を
忠
実
に
な
ぞ
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
訳
で
は
決
し
て
な
い
。
既
述
の
如
く«Sarasarato»

は
、
ま
ず
脚
注
に
よ
っ
て
流
れ
る
水
の
音
と
い

う
含
意
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、«stream

ing»

の
語
を
介
し
て
光
│
水
、そ
し
て
流
動
す
る
動
き
と
い
う
重
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
連
関
を
内
在
化
さ
せ
る
が
、

第
二
連
に
至
る
と
、
そ
の
重
層
性
が
保
持
さ
れ
る
中
で
、«Sarasarato»

の
詩
句
は
、
硬
質
の
粒
子
が
散
乱
す
る
微
細
な
煌
め
き
の
イ
メ
ー
ジ
を
媒
介
と

し
て
微
か
で
小
刻
み
な
、
静
か
に
響
く
音
を
伝
え
る
聴
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
機
能
を
前
景
化
さ
せ
る
。
そ
の«rustling sound»

と
し
て
の

«Sarasarato»

が
、
こ
こ
に
不
在
の
、
即
ち«far off»

│
遙
か
彼
方
の
流
れ
る
水
の
存
在
を
象
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
半
二
連

に
於
け
る«the dry river bed»

に
降
り
注
ぐ«sunlight»

を
描
く
表
現
の
背
後
に
、
常
に«w

ater running»

の
イ
メ
ー
ジ
が
伏
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
最
終
部
に
於
い
て
そ
の
流
れ
る
水
の
顕
現
が
果
た
さ
れ
る
。
細
波
を
立
て
水
音
を
響
か
せ
な
が
ら
流
れ
る
水
の
映
像
が
、
詩
の
帰
結
と
し
て
全
面
的

に
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は«the dry river bed»

に
豊
か
な
潤
い
を
も
た
ら
す
生
命
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
翻
訳
に
お
い
て
、«Sarasarato, sarasarato»

と
い
う
音
訳
に
よ
る
詩
句
が
反
復
さ
れ
る
中
で
、
そ
れ
が
内
包
し
、
喚
起
し
、
或
い
は
派
生
さ
せ

る
イ
メ
ー
ジ
の
様
相
と
内
実
は
変
化
、
変
容
を
示
し
て
い
く
。
こ
れ
ま
で
参
照
し
て
き
た
翻
訳
に
於
い
て
は
、
原
詩
の
「
さ
ら
さ
ら
と
」
の
備
え
る
多
義

的
機
能
を
前
に
し
て
、
各
連
の
情
景
に
ふ
さ
わ
し
い
語
彙
に
よ
る
訳
し
分
け
が
な
さ
れ
（
②
⑤
）、
或
い
は
描
き
出
さ
れ
る
状
況
と
の
不
整
合
を
孕
み
込
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

み
つ
つ
一
義
化
さ
れ
た
単
一
の
訳
語
を
反
復
さ
せ
る
と
い
う
対
応
（
③
）
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
音
訳
と
い
う
訳
出
法
を
採
用
し
た
本

テ
ク
ス
ト
で
は
脚
注
を
含
め
、各
連
の
具
体
的
な
表
現
と
の
関
わ
り
に
於
い
て«Sarasarato»

の
詩
句
が
喚
起
す
る
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
に
複
数
的
な
性
格
、

様
態
が
付
与
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、そ
う
し
た
移
行
乃
至
変
容
が
最
終
的
に
水
が
流
れ
出
す
に
至
る
こ
の
詩
の
展
開
を
支
え
導
い
て
い
る
。“M

ärchen ”

と
題
さ
れ
た
こ
の
訳
詩
の
展
開
の
動
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な«Sarasarato»

の
詩
句
の
機
能
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
、「
さ
ら

さ
ら
と
」
と
い
う
反
復
さ
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
詩
的
世
界
の
構
成
原
理
と
し
て
機
能
す
る
原
詩
の
表
現
機
構
へ
の
対
応
の
試
み
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る

は
ず
で
あ
る
。
同
時
に
、«Sarasarato, sarasarato»

は
原
詩
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
訳
で
あ
る
に
し
て
も
、
外
国
語
圏
の
読
者
に
と
っ
て
そ
れ
が
そ
の
ま

ま
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
し
て
機
能
し
う
る
訳
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
読
者
に
と
っ
て
は
、
脚
注
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
意
味
と
は
別
途
に
、
こ
の
詩
句
の
特
徴
的

な
音
色
こ
そ
が
際
立
っ
た
印
象
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
る
に
相
違
な
い
。
そ
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば«s»

と«r»

の
子
音
の
響
き
は
こ
の

訳
詩
前
半
部
の
表
現
全
体
に
鏤
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
子
音
の
響
き
合
い
と
し
て
の
ア
リ
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
勿
論«a»

の
母
音
反
覆
に
よ
る

ア
ソ
ナ
ン
ス
が
も
た
ら
す
豊
か
な
音
楽
性
も
ま
た
音
訳
と
い
う
方
法
を
と
お
し
て
生
み
出
さ
れ
た
看
過
し
得
ぬ
効
果
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

　

以
上
の
四
篇
は
何
れ
も
英
語
に
よ
る
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
翻
訳
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
④
は
唯
一
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

 
 

④　

U
n conte de fées

U
ne nuit d ’autom

ne, là
-bas au loin,

Il y avait une rivière au lit de cailloux secs,

Sur laquelle brillaient en bruissant
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L
es m

urm
ures du soleil.

L
e soleil, on aurait dit du silice,

L
a poussière d ’un solide extraordinaire,

A
ussi ses m

urm
ures

B
ruissaient d ’un faible bruit.

A
lors sur les cailloux, à l ’instant un papillon s ’est posé

Faible m
ais claire

E
tait l ’om

bre qu ’il faisait.

Q
uand à la fin ce papillon disparu, et quand était

-ce,

A
u fond de la rivière jusqu ’alors sans eau,

L
’eau m

urm
urante en m

urm
urant coulait

…

　

右
の
翻
訳
に
お
い
て
、
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
訳
出
は
殆
ど
無
視
乃
至
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
訳
詩
に
於
け
る
比
重
の

軽
重
は
別
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
原
詩
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
へ
の
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
既
述
の
一
連
の
英
訳
と
は
異
な
る
、
こ
の
翻
訳
の
独
特
の
位
置

を
示
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
見
出
す
べ
き
は
、
単
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
翻
訳
の
不
可
能
性
ゆ
え
の
訳
出
の
断
念
の
み
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
翻

訳
に
関
し
て
は
、
先
行
す
る
初
訳
が
存
在
し
て
お
り
、
両
者
の
間
に
は
大
き
な
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
初
訳
は
以
下
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
。
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

　
U

n conte de fée

）
13
（s

U
ne nuit d ’autom

ne, là
-bas au loin,

Il y avait une rivière au lit de cailloux secs,

Sur laquelle le soleil, m
urm

urant

B
rillait en m

urm
urant.

L
e soleil, on aurait dit du silice,

L
a poussière d ’un solide extraordinaire,

E
t c ’est pourquoi son m

urm
ure

Faisait un faible bruit.

A
lors sur les cailloux, à l ’instant un papillon s ’est posé

E
t faible m

ais claire

E
tait l ’om

bre qu ’il faisait.

Q
uand à la fin ce papillon disparu, et quand était

-ce,

A
u fond de la rivière jusqu ’à m

aintenant sans eau,

L
’eau m

urm
urante en m

urm
urant coulait

…
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イ
ヴ=

マ
リ
・
ア
リ
ュ
ー
に
よ
る
最
初
の
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
翻
訳
は
、
と
り
わ
け
前
半
二
連
に
於
い
て
改
訳
テ
ク
ス
ト
と
の
異
同
が
著
し
い
が
、

そ
の
全
体
を
特
徴
付
け
て
い
る
の
は
、原
詩
に
対
す
る
忠
実
さ
で
あ
る
。
語
順
を
含
め
て
原
詩
の
ほ
ぼ
忠
実
な
再
現
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、「
さ
ら
さ
ら
と
」

の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
関
し
て
は
、
風
や
小
川
の
軽
や
か
な
音
を
伝
え
る«m

urm
urant»

に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
る
。
即
ち
初
稿
で
は
原
詩
の
オ
ノ
マ
ト
ペ

の
訳
出
が
確
か
に
試
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。従
っ
て
④
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
う
し
た
原
詩
へ
の
忠
実
さ
か
ら
の
離
反
の
方
向
で
な
さ
れ
た
改
訳
で
あ
り
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
訳
出
も
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
改
変
に
伴
っ
て
放
棄
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
改
訳
は
い
か
な
る
翻
訳

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
性
格
を
備
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
。
そ
の
初
訳
の
改
変
、
改
稿
の
起
点
は
、
初
訳
第
二
連
の
詩
句«son m

urm
ure»

に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。«son m

urm
ure / Faisait un faible bruit»

は
言
う
ま
で
も
な
く
「
さ
ら
さ
ら
と
／
か
す
か
な
音
を
立
て
て
も
ゐ
る
の
で
し
た
」
の
部
分

の
翻
訳
で
あ
る
が
、
訳
詩
第
一
連
で
反
復
さ
れ
た
現
在
分
詞«m

urm
urant»

の
名
詞
形
に
所
有
形
容
詞
を
付
し
た
詩
句«son m

urm
ure»

は
他
な
ら
ぬ

太
陽
が
ひ
そ
ひ
そ
声
で
語
る
呟
き
、
囁
き
を
含
意
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
即
ち
第
一
連
に
於
い
て
陽
光
の
輝
き
と
と
も
に
描
き
込
ま
れ
て
い
た
微
か
で
軽

や
か
な
音
（«le soleil, m

urm
urant / B

rillait en m
urm

urant»

）
は
、
第
二
連
に
至
っ
て
太
陽
が
洩
ら
す
囁
き
の
声
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
恐
ら
く
改
訳
が
動
き
出
す
の
は
そ
の
地
点
か
ら
で
あ
る
。
初
訳
の
表
現
を
起
点
と
し
て
大
幅
な
改
訂
が
施
さ
れ
た
④
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
原

詩
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
対
応
す
る
初
訳
の«m
urm

urant 
… en m

urm
urant»

の
表
現
が
削
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、«L

es m
urm

ures du soleil»　

«ses 

m
urm

ures»

と
い
う
詩
句
が
太
陽
の
囁
き
、
呟
き
を
鮮
明
に
伝
え
る
。
こ
う
し
た
太
陽
の
発
す
る«m

urm
ures»

の
強
調
は
、“U

n conte de fées ”

と

題
さ
れ
た
こ
の
詩
に
言
わ
ば
神
話
的
性
格
を
濃
厚
に
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、«m

urm
ure»

と
い
う
語
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
し
て
の

ラ
テ
ン
語«m

urm
ur»

を
語
源
と
し
て
お
り
、
風
や
小
川
、
木
の
葉
な
ど
自
然
の
中
に
生
じ
る
様
々
の
微
か
な
音
を
象
る
機
能
を
備
え
て
い
る
。
即
ち
こ

の
翻
訳
に
お
い
て
、
太
陽
の
囁
き
、
呟
き
の
声
は
自
然
界
の
多
様
な
物
象
が
生
み
出
す
音
を
派
生
的
に
喚
起
す
る
、
或
い
は
そ
れ
ら
を
包
含
す
る
表
現
と

し
て
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
〈
お
伽
噺
〉
と
し
て
の
原
初
的
な
世
界
の
光
景
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
大
幅
な
詩
句
の
変
化
に
伴
っ
て
、
こ
の
再
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
更
に
別
の
性
格
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、«Sur laquelle 

brillaient en bruissant», «B
ruissaient d ’un faible bruit»

の
詩
句
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
、同
一
音
﹇br

﹈、類
音
﹇bl

﹈
の
反
復
と
響
き
合
い
で
あ
る
。

第
三
連
の«Faible»

と«om
bre»

に
ま
で
連
な
る
こ
う
し
た
詩
句
の
備
え
る
音
色
効
果
は
、
初
訳
か
ら
の
改
変
に
於
い
て
際
立
つ
に
至
っ
た
特
徴
に
他
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
改
訳
テ
ク
ス
ト
の
性
格
が
全
面
的
に
開
示
さ
れ
る
の
は
最
終
連
に
於
い
て
で
あ
る
。
末
尾
の
三
行
詩
節
に
は
、
以
下
の

よ
う
に
同
一
音
や
類
音
の
反
復
に
基
づ
く
極
め
て
緊
密
な
音
色
構
造
が
認
め
ら
れ
る
。

Q
uand à la fin ce papillon disparu, et quand était

-ce,

A
u fond de la rivière jusqu ’alors sans eau,

L
’eau m

urm
urante en m

urm
urant coulait

…

　

[kãt]

や[ã][ɛ̃　]

の
音
が
連
な
り
、
ま
た
回
帰
し
、﹇o

﹈﹇ɔ̃　
﹈﹇ɔ

﹈
の
類
音
が
頻
り
に
繰
り
返
さ
れ
る
豊
か
な
音
色
の
流
れ
の
中
で
、
最
終
的
に«m

ur-

m
urante en m

urm
urant»

と
い
う
こ
の
上
な
く
音
楽
的
な
詩
句
が
現
れ
る
。
こ
の
末
尾
の
表
現
は
、
初
訳
で
は
既
に
第
一
連
に
用
い
ら
れ
、
ル
フ
ラ
ン

の
形
で
冒
頭
と
末
尾
の
両
連
の
呼
応
を
作
り
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
改
訳
に
於
い
て
は
、
多
様
な
言
葉
の
音
色
の
流
れ
、
響
き
合
い
、
照
応
に
包
ま
れ
た

テ
ク
ス
ト
の
音
楽
性
を
集
約
す
る
よ
う
に
詩
の
末
尾
に
現
れ
て
、
そ
の
音
楽
的
効
果
を
存
分
に
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
原
詩
の
表
現
を
特
徴
付
け
る
オ
ノ

マ
ト
ペ
「
さ
ら
さ
ら
と
」
は
既
述
の
如
く
ル
フ
ラ
ン
と
し
て
も
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
音
楽
性
を
形
成
す
る
作
用
を
果
た
し
て
い
た
が
、
こ
の
④

の
テ
ク
ス
ト
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
直
接
的
な
訳
出
は
放
棄
し
た
上
で
、
原
詩
の
音
楽
性
を
強
調
、
増
幅
す
る
性
格
を
備
え
た
翻
訳
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。

そ
し
て
同
時
に
、
本
訳
詩
の
性
格
を
体
現
す
る
か
の
如
く
極
め
て
豊
か
な
音
楽
性
を
伝
え
る«L

’eau m
urm

urante en m
urm

urant coulait

…»

と
い
う

末
尾
の
一
行
が
こ
の
詩
の
展
開
の
中
で
担
う
意
味
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に«m

urm
urer»

の
名
詞
形«m

urm
ure»

が
前
半

二
連
で
繰
り
返
さ
れ
、
太
陽
の
発
す
る
声
、
音
を
明
ら
か
に
伝
え
て
い
た
。
従
っ
て
こ
の
翻
訳
の
裡
に
、«un faible bruit»

と
し
て
微
か
に
響
い
て
い

た«m
urm

ures»

が
最
終
連
に
至
っ
て
流
れ
る
水
の
せ
せ
ら
ぎ
と
し
て
顕
現
す
る
、
或
い
は
太
陽
の«m

urm
ures»

を
宿
し
、
陽
光
を
内
包
す
る
も
の
と

し
て
豊
か
な
水
が
流
れ
出
す
に
至
る
と
い
う
展
開
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は«à la fin»

と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、然
る
べ
き
帰
結
、

予
兆
さ
れ
た
事
態
の
到
来
を
告
げ
る
光
景
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
が
、
但
し
そ
う
し
た
展
開
が
何
ら
か
の
合
理
的
な
要
因
や
契
機
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る

訳
で
は
な
い
。
寧
ろ
そ
れ
は
、
こ
の
詩
の
基
底
を
な
す«U

n conte de fées»

た
る
始
原
的
自
然
の
世
界
の
秩
序
や
論
理
の
下
に
生
成
し
た
事
態
に
他
な
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ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
自
然
神
話
的
な
様
相
に
彩
ら
れ
、
ま
た
言
葉
の
音
楽
の
こ
の
上
な
い
高
ま
り
に
包
ま
れ
る
中
で
、
末
尾
の
イ
メ
ー
ジ
、
せ
せ

ら
ぎ
の
音
を
豊
か
に
響
か
せ
な
が
ら
流
れ
る
水
の
映
像
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
訳
詩
が
原
詩
と
の
大
き
な
差
異
や
隔
た
り
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
又
、
原
詩
と
は
別
途
の
表
現
機
構
に
於
い

て
、
或
い
は
原
詩
の
表
現
の
大
胆
な
織
り
直
し
を
と
お
し
て
、「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
備
え
る
不
条
理
性
や
音
楽
性
へ
の
対
応
を
実
現
し
て
い
る
こ
と

も
確
か
に
窺
え
る
は
ず
で
あ
る
。

五

Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source
-language m

essag

）
14
（e.

　

翻
訳
の
古
典
的
規
定
と
し
て
の
等
価
性
の
原
理
は
、
右
の
発
言
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
原
文
と
翻
訳
と
の
間
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
意
味
内
容
及
び
表
現

の
同
一
性
を
そ
の
中
核
に
据
え
て
い
る
。
原
文
と
等
価
の
表
現
を
と
お
し
て
同
一
の
意
味
内
容
を
再
現
す
る
も
の
と
し
て
の
翻
訳
―
―
そ
う
し
た
規
定
が

原
文
へ
の
忠
実
さ
を
規
範
と
し
た
翻
訳
評
価
の
根
底
を
形
成
し
、
翻
訳
不
可
能
性
の
認
定
も
又
そ
れ
を
前
提
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
極
め
て

自
明
で
あ
る
か
に
見
え
る
そ
の
規
定
乃
至
は
条
件
が
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
夥
し
い
数
の
翻
訳
、
と
り
わ
け
文
学
テ
ク
ス
ト
の
多
様
な
翻
訳
実
践
に

対
し
て
、
周
到
な
、
或
い
は
有
効
な
定
義
と
し
て
機
能
し
う
る
と
は
到
底
認
め
難
い
。
定
義
上
、
翻
訳
が
極
度
に
困
難
と
想
定
さ
れ
る
文
学
テ
ク
ス
ト
に

関
し
て
も
様
々
の
翻
訳
が
な
さ
れ
て
き
た
事
実
に
、
そ
う
し
た
古
典
的
理
念
は
充
分
に
関
与
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

翻
訳
の
定
義
の
根
底
を
な
す
そ
の
よ
う
な
等
価
性
の
原
理
に
つ
い
て
再
考
を
加
え
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
中
原
中
也
の
詩
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
そ

の
翻
訳
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
既
述
の
如
く
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
に
於
い
て
は
、「
さ
ら
さ
ら
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ

が
作
中
で
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
音
が
複
数
の
意
味
を
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
的
世
界
の
生
成
と
展
開
が
果
た
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
詩
の
末
尾
に
至

る
展
開
は
不
合
理
性
や
不
条
理
性
を
色
濃
く
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
さ
ら
さ
ら
」
の
音
色
と
そ
の
多
義
的
な
機
能
に
等
価
的
に
対
応
し
う
る
外
国
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

語
の
語
彙
を
見
出
し
、
そ
し
て
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
詩
的
世
界
の
十
全
な
等
価
的
再
現
を
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
言
う
他
あ
る
ま
い
。
こ
の
詩

の
翻
訳
を
試
み
た
五
篇
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
証
し
て
い
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
重
要
な
機
能
を
担
う
こ
う
し
た
詩
の
翻
訳
は
、
常
に
原
文

に
対
す
る
距
離
や
歪
曲
、
或
い
は
欠
損
、
欠
落
を
孕
み
込
む
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
但
し
そ
の
よ
う
に
等
価
性
を
実
現
し
得
な
い
こ
と

を
以
て
直
ち
に
そ
う
し
た
詩
の
翻
訳
不
可
能
性
の
証
左
乃
至
は
根
拠
と
見
做
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
検
討
を
重
ね
て
き
た
一
連
の
翻
訳
詩
│
│
そ
れ
ら
が
そ
も
そ
も
相
互
に
全
く
異
な
る
、
多
様
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
実

は
驚
く
べ
き
事
実
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た
差
異
の
裡
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、原
詩
に
対
す
る
隔
た
り
や
欠
損
を
前
提
と
し
つ
つ
、

テ
ク
ス
ト
の
表
現
全
体
を
と
お
し
て
、
そ
れ
を
補
填
し
、
或
い
は
代
補
し
、
更
に
は
別
途
の
表
現
へ
と
転
移
、
変
換
す
る
多
様
な
試
み
に
他
な
ら
な
い
。

換
言
す
れ
ば
そ
れ
ら
は
、
翻
訳
不
可
能
性
の
場
そ
の
も
の
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
な
仕
方
で
、
原
詩
と
の
間
に
緩
や
か
に
対
応
や
類
縁
の
関
係
を
敷

設
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
考
察
を
加
え
た
よ
う
に
五
篇
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
は
、「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
題
さ
れ
た
特
異
な
日
本

語
詩
の
翻
訳
可
能
性
に
向
け
た
意
識
的
、
方
法
的
な
試
み
が
個
々
に
窺
わ
れ
て
興
味
深
い
が
、
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
の
は
①
と
④
の
翻
訳
で
あ
ろ
う
。

　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
カ
ー
カ
ッ
プ
の
手
に
な
る
翻
訳
①“M

ärchen ”

で
は
現
在
時
制
の
文
体
が
採
用
さ
れ
、
原
詩
の
「
さ
ら
さ
ら
と
」
は
脚
注
に
よ
る
釈

義
を
伴
う
形
で
音
訳
さ
れ
る
。
同
時
に
、
訳
出
に
際
し
て«stream

ing»

や«glitters» «scattered»

他
の
原
詩
に
は
不
在
の
表
現
を
周
到
に
折
り
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
中
で«Sarasarato, sarasarato»

の
詩
句
を
軸
と
し
て
複
数
的
な
モ
チ
ー
フ
が
浮
上
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

の
相
関
と
変
移
を
と
お
し
て
訳
詩
の
末
尾
に
至
る
展
開
が
導
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
原
詩
の
「
さ
ら
さ
ら
と
」
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
担
う
多
義
的
機
能
が
、

各
連
の
具
体
的
な
表
現
と
の
関
わ
り
に
於
い
て«sarasarato» 

の
詩
句
に
付
与
さ
れ
る
複
数
的
な
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
音
訳
の
詩
句«sarasarato» 

が
、
そ
も
そ
も
外
国
語
圏
の
読
者
に
と
っ
て
は
意
味
の
空
白
化
し
た
表
現
と
し
て
あ
る
故
に
可
能
と
な
っ
た

訳
出
の
方
策
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
末
尾
で
流
れ
出
す
水
は
豊
か
な
潤
い
を
も
た
ら
す
生
命
的
モ
チ
ー
フ
を
濃
厚
に
宿
し
、
こ
の
訳
詩
の
創
世
神
話
的
性

格
を
形
成
す
る
が
、
そ
れ
は
原
詩
に
潜
在
す
る
一
つ
の
側
面）

15
（

を
際
立
た
せ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳“U

n conte de fées ”

│
初

訳
に
改
変
を
加
え
た
④
の
再
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
場
合
に
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
自
体
の
訳
出
は
放
棄
さ
れ
た
上
で
、
原
詩
の
備
え
る
音
楽
性
を
一
層
増
幅
す
る

方
向
で
翻
訳
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
原
詩
は
「
さ
ら
さ
ら
と
」
の
詩
句
を
繰
り
返
し
つ
つ
軽
や
か
な
明
る
さ
と
流
動
性
を
帯
び
た
音
色
を
伝
え
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て
い
る
が
、
こ
の
訳
詩
は
同
一
音
や
類
音
の
反
覆
等
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
音
色
効
果
を
存
分
に
発
現
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
性
格
を
集
約
す
る
か
の
如

く
、
末
尾
に
於
い
て
流
れ
始
め
る
水
は«L

’eau m
urm

urante en m
urm

urant coulait...»

と
い
う
こ
の
上
な
く
豊
か
な
音
楽
性
を
湛
え
た
表
現
に
よ
っ

て
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
併
せ
て
本
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
大
き
な
特
徴
を
な
す
の
は
、
第
一
連
に
現
れ
る«L

es m
urm

ures du soleil»

と
い
う
表
現
で

あ
ろ
う
。
原
詩
に
は
全
く
見
出
し
得
な
い
こ
の
詩
句
が
伝
え
る
、太
陽
の
発
す
る
囁
き
、呟
き
の
声
、そ
の
微
か
な
音
が
全
体
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、“U

n 

C
onte de fées ”

は
自
然
神
話
的
な
様
相
に
彩
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
世
界
に
生
起
す
る
出
来
事
と
し
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
機
能
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
原
詩
の
不
条
理
な
展
開
の
語
り
直
し
、
再
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
翻
訳
は
、
厳
密
な
等
価
性
の
原
理
を
前
提
に
据
え
る
な
ら
ば
、
原
文
と
の
同
一
性
の
規
範
か
ら
明
白
に
逸
脱
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
翻
訳

の
名
に
値
し
な
い
も
の
と
も
見
做
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
又
そ
こ
で
は
、
寧
ろ
そ
う
し
た
原
詩
か
ら
の
隔
た
り
や
歪
曲
を
と
お
し
て
こ
そ
、
そ
れ
ぞ

れ
に
原
詩
の
世
界
と
の
同
一
化
な
ら
ぬ
近
接
、
類
縁
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。
そ
れ
ら
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
、
原
詩
の
言
わ
ば
〈
変

形
〉
に
於
い
て
、
等
価
性
の
原
理
か
ら
緩
や
か
に
解
き
放
た
れ
る
形
で
、
多
層
的
な
性
格
を
備
え
る
原
詩
と
の
或
る
側
面
に
於
け
る
対
応
の
関
係
を
作
り

出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

原
文
と
翻
訳
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
関
係
に
つ
い
て
、
近
年
の
翻
訳
論
が
周
到
な
議
論
を
重
ね
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
例
え
ば

ジ
ョ
ン
・
サ
リ
ス
は
、「
翻
訳
が
生
み
出
す
或
る
種
の
不
可
避
的
な
歪
曲
（a certain inevitable distortion produced by translation

）」
を
前
提
と
し

た
上
で
、「
翻
訳
は
も
は
や
意
味
を
再
現
す
る
も
の
、
つ
ま
り
或
る
言
語
で
表
現
さ
れ
た
同
一
の
意
味
を
別
の
言
語
で
表
現
す
る
も
の
と
想
定
す
る
こ
と

は
出
来
な
く
な
る
。
寧
ろ
翻
訳
は
、或
る
言
語
に
よ
る
別
の
言
語
の
調
整
さ
れ
た
変
形
（regulated transform

ation

）
と
見
做
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
「
不
可
避
的
な
歪
曲
」
を
孕
ん
だ
「
変
形
」
と
し
て
の
み
「
或
る
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
意
味
さ
れ
た
も
の
は
、
別
の
言
語
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
と
運
び
込
む
こ
と
が
出
来
る
」
と
指
摘
し
て
い
る）

16
（

。
こ
う
し
た
見
解
は
、「
翻
訳
は
、
そ
れ
が
由
来
す
る
作
品
と
は
全
く
別
の
異
本
で

あ
る
（L

es traductions sont des versions à part entière de l ’œ
uvre dont elles dérivent

）」
と
記
す
ミ
カ
エ
ル
・
ウ
ス
テ
ィ
ノ
フ
の
主
張）

17
（

と
明
ら

か
に
通
底
し
て
い
よ
う
。
ま
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
翻
訳
者
の
使
命
」
に
注
解
を
加
え
つ
つ
自
ら
の
翻
訳
論
を
展
開
す
る
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ベ
ル
マ
ン
の
規
定

│
│
「
言
語
と
言
語
と
の
間
に
如
何
な
る
等
価
性
も
現
実
に
は
存
在
し
な
い
」、「
翻
訳
は
翻
訳
不
可
能
性
の
空
間
（l ’espace de l ’intraduisibilité

）
に
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

於
い
て
│
│
そ
の
空
間
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
│
│
成
就
さ
れ
る
」
と
の
認
識
を
前
提
と
し
た
、「
翻
訳
は
原
作
の
或
る
種
の
変
形
﹇
変
貌
、
変
態
﹈

（une certaine m
étam

orphose de l ’original

）
で
あ
る
」
と
い
う
発
言）

18
（

も
同
様
の
脈
絡
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
翻
訳
論
が
異

口
同
音
に
語
り
出
し
て
い
る
の
は
、
翻
訳
の
古
典
的
規
範
で
あ
る
等
価
性
の
原
理
の
無
効
性
の
指
摘
で
あ
り
、
そ
し
て
翻
訳
は
原
文
と
異
な
る
、
別
の
テ

ク
ス
ト
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
の
言
明
に
他
な
ら
な
い
。
但
し
勿
論
両
者
は
、
等
価
的
同
一
性
な
ら
ぬ
差
異
に
於
い
て
、
或
る
密
接
な
関
係
で
結
ば
れ
て

い
る
。
ベ
ル
マ
ン
は
こ
う
記
す
。

　

こ
こ
で
父
親
と
子
供
の
間
に
作
り
出
さ
れ
る
関
係
の
こ
と
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
関
係
の
本
質
は
、
手
短
に
言
え
ば
、「
私
の
血
肉

を
分
け
た
子
供
（chair de m

a chair

）」
は
同
時
に
「
別
の
身
体
（autre chair

）」
で
も
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ず
っ
と
後
の
と

こ
ろ
で
言
語
に
関
し
て
類
似
性
な
き
類
縁
性

0

0

0

0

0

0

0

0

（parenté sans ressem
blance

）
に
つ
い
て
語
る
が
、
そ
れ
は
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
。（
中
略
）

生
み
の
親
と
子
と
の
間
で
交
わ
し
合
う
も
の
、
そ
れ
は
永
続

0

0

（perpétuation

）
で
あ
る
。
私
は
父
親
と
し
て
自
分
の
息
子
の
中
に
生
き
続
け
る
。
し

か
し
同
時
に
、
こ
の
息
子
は
根
源
的
に
別
の
存
在
で
あ
る
。
私
は
（
息
子
の
固
有
の
存
在
に
関
す
る
限
り
）
如
何
な
る
点
で
も
関
わ
り
を
持
た
な
い

し
、
ま
た
逆
に
、
息
子
も
（
私
の
固
有
の
存
在
に
関
す
る
限
り
）
如
何
な
る
点
で
も
関
わ
ら
な
い
。
息
子
は
た
だ
存
在
す
る
こ
と
で
私
を
永
続
さ
せ

る
が
（
こ
れ
が
ま
さ
し
く
唯
一
つ
の
真
の
生
の
永
続

0

0

で
あ
る
）、
そ
の
存
在
は
し
か
し
な
が
ら
、
全
く
私
の
方
を
向
い
て
は
い
な
い
。

　

ベ
ル
マ
ン
は
、
右
の
よ
う
に
父
親
と
子
供
の
関
係
と
い
う
巧
み
な
比
喩
の
下
に
、
原
文
と
翻
訳
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
関
係
を
語
り
出
し
て
い
る
。
そ

れ
を
、「
あ
り
得
る
最
も
大
き
な
親
密
さ

0

0

0

（
生
み
出
す
こ
と
）
と
あ
り
得
る
最
も
大
き
な
隔
た
り

0

0

0

（
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
確
か
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
が
、

原
作
に
対
し
て
何
の
意
味
も
持
た
な
い
）
と
で
構
築
さ
れ
た
関
係
（un rapport constitué par la m

ajeure intim
ité possible (l ’engendrem

ent) et la 

m
ajeure distance possible (le texte traduit, certes engendré, ne signifie rien pour l ’œ

uvre)

）」
と
し
て
捉
え
る
そ
の
見
解
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ

る
だ
ろ
う
。
即
ち
翻
訳
と
は
、
原
文
に
対
す
る
差
異
や
距
離
の
中
に
於
い
て
、
原
文
と
の
間
に
或
る
種
の
連
続
性
、
類
縁
性
を
生
み
出
す
こ
と
│
│
そ
う

し
た
関
係
を
新
た
に
敷
設
し
、
創
り
出
す
（constituer

）
行
為
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
先
に
見
た
ア
リ
ュ
ー
に
よ
る
初
訳
と
再
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翻
訳
と
の
関
係
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
常
に
一
回
的
な
行
為
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

右
に
参
照
し
た
の
は
何
れ
も
翻
訳
全
般
に
関
わ
る
理
論
の
提
起
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
そ
の
本
質
に
於
い
て
翻
訳
不
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
詩
歌
の
翻
訳
に
つ
い
て
再
考
す
る
際
に
と
り
わ
け
貴
重
な
発
言
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い）

19
（

。
即
ち
本
稿
が
検
討
し
て
き
た

五
篇
の
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
翻
訳
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
歪
曲
や
欠
損
を
抱
え
込
み
な
が
ら
、
そ
の
「
隔
た
り
」
を
介
し
て
、
原
詩
と
の
間
に
「
親

密
な
関
係
」
を
形
成
し
、
構
築
す
る
こ
と
を
試
み
た
、
一
回
的
で
個
別
的
な
営
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
個
々
の
翻
訳
が
固
有
の
角
度
か
ら

関
係
化
を
試
み
る
中
で
、
原
詩
の
或
る
側
面
が
強
調
さ
れ
、
或
い
は
増
幅
さ
れ
、
更
に
は
原
文
の
潜
在
的
な
性
格
や
要
素
が
顕
在
化
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

そ
の
よ
う
に
二
つ
の
異
質
な
言
語
の
間
│
界
面
に
於
い
て
、
翻
訳
不
可
能
性
の
さ
な
か
で
な
さ
れ
る
、
原
文
と
の
間
に
そ
の
都
度
新
た
に
或
る
側
面
で
の

類
縁
や
呼
応
の
関
係
を
形
成
、
敷
設
す
る
試
み
の
裡
で
こ
そ
、
翻
訳
の
不
可
能
性
か
ら
可
能
性
へ
の
通
路
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

注

（
1
）　

A
n A

nthology of H
aiku A

ncient and M
odern, translated by A

satarô M
iyam

ori （M
aruzen C

om
pany L

td., 1932

）. 

訳
者
のA

satarô M
iyam

ori

（
宮
森
麻
太
郎
）
は
、
こ
の

翻
訳
に
付
し
た
短
い
注
解
に
於
い
て
、«T

he chief m
erit of this verse consists in the extrem

ely pleasing rhythm
 of notari

-notari w
hich cannot adequately be repro-

duced in a translation.»

と
述
べ
て
い
る
。

（
2
）　

H
A

IK
U

, translated by R
eginald H

orace B
lyth, vol. 2

-Spring （T
he H

okuseido P
ress, 1950

）.  

な
お
引
用
は
同
書
の
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
版
（H

okuseido, 1981

）
に
拠
る
。

（
3
）　

H
aïku, traduit par R

oger M
unier （Fayard, 1978

）

（
4
）　

C
ollected H

aiku of Yosa B
uson, translated by W

. S. M
erw

in &
 Takako L

ento （C
opper C

anyon P
ress, 2013

）

（
5
）　

Paul Valéry, “Poésie et Pensée abstrait ”, P. Valéry
;

Œ
uvres. tom

. 1 （G
allim

ard, 1968
）

（
6
）　

小
野
正
弘
編
『
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
辞
典
』（
小
学
館
、
平
成
一
九
・
一
〇
）

（
7
）　

注
（
6
）
に
掲
出
の
『
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
辞
典
』
の
解
説
に
よ
る
。

（
8
）　

そ
れ
は
、
大
正
元
年
に
文
部
省
唱
歌
と
し
て
『
尋
常
小
学
校
唱
歌
（
四
）』
に
収
録
さ
れ
、
人
口
に
膾
炙
し
た
「
春
の
小
川
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
│
│
「
春
の
小
川
は　

さ
ら
さ

ら
流
る
」
│
│
よ
う
に
、「
さ
ら
さ
ら
」
の
最
も
一
般
的
な
用
法
と
言
え
よ
う
。
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オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
（
不
）
可
能
性

│
中
原
中
也
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
と
翻
訳
（
佐
藤
）

（
9
）　

こ
う
し
た
用
法
は
周
知
の
如
く
石
川
啄
木
の
『
一
握
の
砂
』（
東
雲
堂
書
店
、
明
治
四
三
・
一
二
）
中
の
一
首
「
い
の
ち
な
き
砂す

な

の
か
な
し
さ
よ
／
さ
ら
さ
ら
と
／
握に

ぎ

れ
ば
指ゆ

び

の
あ
ひ

だ
よ
り
落お

つ
」
に
於
い
て
効
果
的
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
中
原
中
也
の
詩
の
可
能
性
│
│
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
成
立
│
│
」『
文
芸
研
究
』
一
七
七
、
平
成
二
六
・
三
）
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）　

な
お
『
新
編
中
原
中
也
全
集
』
第
一
巻
「
解
題
篇
」
に
よ
れ
ば
、
初
出
稿
で
は
第
一
連
四
行
目
は
「
射
し
て
ゐ
る
気
持
が
し
ま
し
た
。」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
不
条
理
な
光
景
は
あ

く
ま
で
も
感
受
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
現
行
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
、
そ
う
し
た
不
条
理
性
を
緩
和
化
す
る
詩
句
は
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
12
）　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、「
ゆ
あ
ー
ん　

ゆ
よ
ー
ん　

ゆ
や
ゆ
よ
ん
」
と
い
う
特
異
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
用
い
ら
れ
た
中
也
の
詩
「
サ
ー
カ
ス
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
拙
稿
「
翻
訳

さ
れ
た
「
サ
ー
カ
ス
」」（『
中
原
中
也
研
究
』
第
一
六
号
、
平
成
二
三
・
八
）
参
照

（
13
）　

イ
ヴ
＝
マ
リ
・
ア
リ
ュ
ー
、
大
槻
鉄
男
訳
『
日
本
詩
を
読
む
』（
白
水
社
、
昭
和
五
四
・
三
）
所
収

（
14
）　

N
ida, E

. and C
. Taber, T

he T
heory and P

ractice of Translation （B
rill, 1969

）

（
15
）　

例
え
ば
大
岡
昇
平
は
『
在
り
し
日
の
歌
〈
中
原
中
也
の
死
〉』（
角
川
書
店
、
昭
和
四
二
・
一
〇
）
に
於
い
て
、「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
の
世
界
を
「
異
教
的
な
天
地
創
造
神
話
」
と
捉

え
て
い
る
。
ま
た
吉
田
熈
生
も
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
『
中
原
中
也
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
六
・
四
））。

（
16
）　

John Sallis, O
n Translation （Indiana U

niversity P
ress, 2002

）

（
17
）　

M
ichaël O

ustinoff, L
a traduction （P

resses U
niversitaires de France, 2003

）

（
18
）　

A
ntoine B

erm
an, L

’Â
ge de la traduction / «L

a tâche du traducteur» de W
alter B

enjam
in, un com

m
entaire （P

resses U
niversitaires de V

incennes, 2008

） 

（
19
）　

ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
詩
の
翻
訳
不
可
能
性
に
関
し
て
、「
詩
は
、
定
義
上
、
翻
訳
不
可
能
で
あ
る
。
一
つ
の
詩
型
か
ら
他
の
詩
型
へ
の
一
言
語
内
で
の
転
換
﹇
移
し
換
え
﹈

（transposition

）
で
あ
れ
、
ま
た
一
つ
の
言
語
か
ら
他
の
言
語
へ
の
転
換
で
あ
れ
、
或
い
は
最
後
に
、
例
え
ば
言
語
芸
術
か
ら
音
楽
、
舞
踏
、
ま
た
は
絵
画
へ
の
、
一
つ
の
記
号
体

系
か
ら
他
の
記
号
体
系
へ
の
記
号
間
の
転
換
で
あ
れ
、
可
能
な
の
は
、
た
だ
創
造
的
な
転
換
（la transposition créatrice

）
だ
け
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（R

om
an  Jakobson, 

E
SSA

IS D
E

 L
IN

G
U

IST
IQ

U
E

 G
É

N
É

R
A

L
E

, traduit de l ’anglais et préfacé par N
icolas  R

uw
et. （L

es éditions de M
inuit, 1963

））。
本
論
が
こ
こ
で
参
照
し
た
一
連
の
翻

訳
論
は
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
指
摘
す
る
「
創
造
的
な
転
換
（
転
移
）」
を
、
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
実
態
に
沿
っ
て
理
論
化
し
た
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
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Japanese Onomatopoeia : The （Im-） Possibility of Translating Japanese Modern 
Poetry into European Languages 

Nobuhiro Sato

　　Japanese is a language with a huge variety of onomatopoeia.　The latest edition of The Diction-
ary of Japanese Onomatopoeia includes as many as 4,500 onomatopoeic words, which makes it one of 
the most distinguishing features of the Japanese in comparison with other languages.　Japanese lit-
erature̶especially modern Japanese poetry̶has well utilized this characteristic and made a good 
use of onomatopoeia.　Among others, modern Japanese poets such as Kitahara Hakushu （北原白
秋）, Hagiwara Sakutarou （萩原朔太郎）, Miyazawa Kenji （宮沢賢治）, Kusano Shinpei （草野心平）, 
and Nakahara Chuya （中原中也）, created their own poetic world via their dexterous and idiosyn-
cratic use of onomatopoeia.　
　　As is well known, the impossibility of the translation of poetry has been the subject of much 
discussion.　In any language, poetry is the literary genre that is most deeply rooted in the core of 
the whole structure of that language ; therefore, to transfer all the elements of a poem̶including 
its semantic connotations as well as the phonetic contrivances of meter, rhyme, and rhythm̶from 
one language into another should be impossible.　We do not even have to refer to Paul Valéry and 
Roman Jakobson to say this : one of the most conspicuous proofs of the argument is the translation 
of onomatopoeia.　 Onomatopoeia, the formation of words from a sound that is associated either 
mimetically or symbolically with the action or the thing, directly connects the sound with the 
meaning.　This is a genuinely idiosyncratic aspect of onomatopoeia, which distinguishes it from any 
other linguistic sign.　Accordingly, modern Japanese lyric poetry, with its characteristic propensity 
for onomatopoeia, easily reveals the impossibility of translation.　Nevertheless, it is also an undeni-
able fact that a great number of translations of modern Japanese poetry have been published so far.　
This paper aims to examine how these translations deal with the problem of Japanese onomatopoeia, 
by analysing the methodological approaches in several versions of a specific poem, ‘A Märchen’ （「一
つのメルヘン」） by Nakahara Chuya.　  
　　In ‘A Märchen’, the onomatopoeic word ‘sara-sara-to’ ［‘sara-sara’ imitates the rippling sound 
of water］ is frequently repeated throughout the poem, which plays an important part to create its 
unique poetic world.　Translators of this poem, in which onomatopoeia has such a significant func-
tion, confronting the impossibility of poetry translation, must have had to devise various inventions 
and contrivances for their translation.　
　　In this paper, I will examine each of the five existing translation of Chuya’s poem, and shed new 
light on the translators’ endeavours which would form a passage from impossibility to possibility.　

‘Märchen’, trans. by James Kirkup, Modern Japanese Poetry （The Open University Press, 1979）
‘a märchen’, trans. by Kenneth L. Richard and John L. Riley, Depilautumn̶The Poetry of Nakahara 
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Chûya （University of Toronto-York University Joint Centre on Modern East Asia, 1981）
‘A  Fairy Tale’, trans. by Paul Mackintosh and Maki Sugiyama, The Poems of Nakahara Chûya （The 

Cromwell Press Limited, 1993）
‘U n conte de fées’, traduit par Yves–Marie Allioux, NAKAHARA Chûya, Poèmes, （Éditions Philippe 

Picquier, 2005）
‘A Fairytale’, trans. by Ry Beville, Poems of Days Past, （The American Book Company, 2005）　


