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一
九
三
九
年
五
月
、
フ
ラ
ン
ス
の
出
版
社M

ercure de France

よ
り
、A

nthologie des Poètes japonais contem
porains

と
題
さ
れ
た
、
日
本
近
代

詩
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
公
刊
さ
れ
る
。K

uni M
atsuo

及
びSteinilber

-O
berlin

を
訳
者
と
す
る
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
は
、土
井
晩
翠
、

島
崎
藤
村
以
下
、
丸
山
薫
に
至
る
近
代
詩
人
三
十
一
人
の
詩
二
一
二
篇
の
翻
訳
が
収
録
さ
れ
て
い

）
1
（る

。
日
本
近
代
詩
の
フ
ラ
ン
ス
語
翻
訳
と
し
て
は
、
既

に
一
九
三
五
年
に
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ボ
ノ
ーG

eorges B
onneau

に
よ
る
訳
書A

nthologie de la Poésie Japonaise 

（L
ibr. orientaliste Paul G

euthner, 

1935

）
が
出
版
さ
れ
て
い

）
2
（た
が
、
そ
こ
に
収
載
さ
れ
た
の
は
、
島
崎
藤
村
・
佐
藤
春
夫
・
北
原
白
秋
・
西
條
八
十
の
四
詩
人
、
三
十
篇
の
詩
に
過
ぎ
な
い
。

従
っ
て
明
治
か
ら
昭
和
初
年
代
に
至
る
主
要
詩
人
の
殆
ど
を
網
羅
的
に
採
録
し
た
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
、
成
立
期
以
降
の
日
本
の
近
代
詩
の
展
開
を
ほ

ぼ
全
容
に
近
い
形
で
紹
介
し
た
最
初
の
訳
詩
集
で
あ
り
、
西
欧
に
於
け
る
日
本
近
代
詩
の
翻
訳
史
上
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
本
書
の
訳
者

両
名
に
よ
る“A

vertissem
ent

（
緒
言
）”

冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

今
日
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
民
衆
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
さ
え
も
、
日
本
の
古
典
詩
の
代
表
例
―
―
そ
れ
ら
は
繊
細
で
ご
く
小
さ
い
、
彫
琢
さ

れ
た
、
多
く
の
場
合
魅
力
に
満
ち
た
も
の
だ
が
―
―
し
か
評
価
す
る
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
。
作
者
が
伝
統
的
な
拘
束
な
し
に
自
ら
を
表
現
す
る
、

自
由
な
形
式
を
備
え
た
日
本
の
近
代
詩
は
、
日
本
に
於
い
て
次
第
に
流
行
と
な
り
、
今
日
の
所
謂
文
学
的
「
活
力
」
を
代
表
し
、
最
近
の
流
派
や
雑

誌
の
熱
狂
、
文
学
者
達
の
批
評
と
賞
賛
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
そ
の
現
在
の
生
き
生
き
と
し
た
詩
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て
、
ま
た
西
洋
全
体
に
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於
い
て
殆
ど
知
ら
れ
ぬ
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
我
々
に
は
、
そ
こ
に
嘆
か
わ
し
い
欠
落
（lacune

）
が
あ
り
、
そ
れ
は
埋
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

思
わ
れ
た
。
そ
う
し
た
考
え
か
ら
、
こ
の
出
版
は
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
日
本
の
近
代
詩
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
西
欧
の
読
者
が
殆
ど
無
知
で
あ
る
状
況
を
「
嘆
か
わ
し
い
欠
落
」
と
見
做
し
、
そ
の
空
隙
を

埋
め
る
た
め
に
出
版
を
企
図
し
た
と
い
う
本
書
編
纂
の
意
図
が
判
然
と
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
本
書
が
明
治
以
降
の
近
代
詩
全
体
を
包
括
す
る
内
容
を
備

え
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
意
図
に
基
づ
い
て
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
際
に
翻
訳
の
底
本
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
本
書
中
に
明
記
さ
れ
て

は
い
な
い
も
の
の
、
主
と
し
て
現
代
日
本
文
学
全
集
第
三
十
七
巻
『
現
代
日
本
詩
集
・
現
代
日
本
漢
詩
集
』（
改
造
社
、
昭
和
四
・
四
）
で
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
で
き

) 3

(

る
。
日
本
で
既
に
公
刊
さ
れ
て
い
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
西
欧
の
読
者
へ
の
日
本
近
代
詩
の
紹
介
と
い
う
本
書
の
意
図
を
周

到
に
実
現
す
る
方
策
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
て
本
書
の
訳
者
と
し
て
、K

uni M
atsuo

とSteinilber
-O

berlin

の
名
前
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。K

uni M
atsuo

松
尾
邦
之
助
は
一
九
二
二
年
に
渡

仏
の
後
、
一
九
四
六
年
に
帰
国
す
る
ま
で
の
四
半
世
紀
近
い
期
間
を
主
と
し
て
パ
リ
で
過
ご
し
て
お
り
、
そ
の
間
の
多
岐
に
わ
た
る
活
動
は
松
尾
の
数
多

く
の
回
想
記
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
ス
タ
イ
ニ
ル
ベ
ル
＝
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
は
、
仏
教
を
中
心
と
す
る
日
本
研
究
に
従
事
す
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ザ
ン
で

あ
り
、
一
九
二
六
年
に
は
日
本
人
学
生
岩
村
秀
高
の
協
力
を
得
てC

hanson des geisyas （C
rès, 1926

）
と
題
す
る
日
本
の
小
唄
、
端
唄
の
翻
訳
を
刊
行

し
て
い
た
。
松
尾
と
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
は
一
九
二
七
年
に
出
会
い
、
共
著
と
し
て
の
翻
訳
の
出
版
はL

e H
aïkaï de K

IK
A

K
O

U

（C
rès, 1927

）
に
始
ま
る
。

両
者
は
以
後
十
余
冊
に
及
ぶ
訳
書
を
上
梓
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
最
後
の
出
版
と
な
っ
た
の
が
本
書A

nthologie des Poètes japonais contem
po-

rains

で
あ
る
。
十
年
余
り
の
間
、
極
め
て
旺
盛
に
進
め
ら
れ
た
両
者
の
共
同
翻
訳
に
つ
い
て
、
松
尾
は
「
協
訳
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
な
が
ら
以
下
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

パ
リ
で
出
し
た
大
部
分
の
仏
文
著
作
に
は
、
ク
ニ
・
マ
ツ
オ
、
S
・
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
協
訳
と
し
て
あ
る
が
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

学
者
で
あ
り
、
仏
教
と
東
洋
哲
学
の
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、
日
本
語
の
出
来
な
い
関
係
か
ら
、
こ
れ
ら
仏
訳
本
は
、
わ
た
し
が
ま
ず
走
り
書
き
と
は
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い
え
、
か
な
り
苦
心
し
て
仏
文
で
書
き
、
そ
れ
を
彼
が
「
ス
テ
ィ
ル
」
の
あ
る
美
し
い
仏
文
に
直
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
が
、
仏
文
で
名

文
を
書
く
た
め
に
は
、
日
本
語
を
犠
牲
に
し
な
い
限
り
出
来
な
い
相
談
で
あ
る
。
仏
文
で
の
わ
た
し
の
処
女
出
版
『
其
角
の
ハ
イ
カ
イ
』
で
も
、『
枕

草
子
』
で
も
、
そ
の
他
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
の
序
文
の
は
い
っ
た
『
出
家
と
そ
の
弟
子
』
で
も
、
す
べ
て
、
こ
う
し
た
二
人
の
協
力
で
上
梓
し
た
も

の
で
あ
り
、
彼
は
、
わ
た
し
の
仏
文
修
正
の
た
め
の
協
力
者
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
パ
リ
の
一
流
出
版
店
に
、
わ
れ
わ
れ
の
原
稿
を
売
り
こ
む
こ
と

ま
で
や
っ
て
く
れ
、
自
ら
足
を
運
ん
で
折
衝
し
、
契
約
さ
せ
る
と
い
っ
た
労
ま
で
と
っ
て
く
れ

）
4
（た

。

　

松
尾
は
同
じ
く
後
年
の
回
想
記
『
フ
ラ
ン
ス
放
浪
記
』（
鱒
書
房
、
昭
和
二
二
・
四
）
に
於
い
て
も
、「
原
文
に
忠
実
な
」
松
尾
の
「
直
訳
文
」
―
―「
フ

ラ
ン
ス
の
知イ

ン

テ

リ

識
階
級
が
、
す
ら
す
ら
読
む
た
め
に
は
、
少
々
文
体
が
荒
け
づ
り
」
な
翻
訳
に
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
が
「
肉
を
つ
け
」「
手
を
入
れ
」「
鋏
を
入

れ
」
る
と
い
う
形
で
為
さ
れ
た
両
者
の
「
文
学
協
力
」
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
松
尾
の
発
言
に
は
「
協
訳
」
の
テ
ク
ス
ト
の
複
雑
な
成
立
過
程
が

窺
わ
れ
、
極
め
て
興
味
深
い
。
即
ち
既
述
の
本
書
出
版
の
意
図
を
背
景
に
松
尾
が
原
文
に
「
忠
実
な
」「
直
訳
」
的
な
翻
訳
を
試
み
、
そ
し
て
「
日
本
語

の
出
来
な
い
」
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
読
者
へ
の
配
慮
の
中
で
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
表
現
の
水
準
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
松
尾
の

翻
訳
に
「
修
正
」、
改
変
の
手
が
加
え
ら
れ
る
。〈
協
訳
〉
と
呼
ば
れ
る
翻
訳
行
為
に
は
こ
う
し
た
多
様
な
契
機
が
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
〈
協
訳
〉
を
と
お
し
て
如
何
な
る
翻
訳
テ
ク
ス
ト
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
問
題
に
関
し
て
、〈
協
訳
〉
と
い
う
翻
訳
過

程
の
機
構
を
特
徴
的
に
示
し
て
い
る
萩
原
朔
太
郎
の
翻
訳
を
取
り
上
げ
、
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　

一

　

詩
人
の
出
生
年
次
に
基
づ
く「
年
代
順
」（「
緒
言
」）に
従
っ
て
土
井
晩
翠
か
ら
丸
山
薫
に
至
る
三
十
一
人
の
詩
人
を
採
録
し
た
こ
の
訳
詩
集
に
於
い
て
、

萩
原
朔
太
郎
の
章«SA

K
U

TA
R

O
 H

A
G

IW
A

R
A

»

は
十
三
番
目
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、
七
篇
の
詩
の
翻
訳
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
翻
訳
の
際
に
底
本
と

さ
れ
た
『
現
代
日
本
詩
集
』
に
は
、
第
一
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』（
感
情
詩
社
・
白
日
社
出
版
部
、
大
正
六
・
二
）
以
降
《
青
猫
（
以
後
）》（『
萩
原
朔
太
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郎
詩
集
』
第
一
書
房
、
昭
和
三
・
三
）
に
至
る
詩
集
の
刊
行
順
に
沿
っ
て
、
ま
た
各
詩
集
内
で
の
配
列
に
従
っ
て
、「
か
な
し
い
遠
景
」
か
ら
「
猫
の
死
骸
」

ま
で
合
わ
せ
て
二
十
四
篇
の
朔
太
郎
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
てA

nthologie des Poètes japonais contem
porains

（
以
下
、〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉

と
表
記
）
で
は
、
朔
太
郎
の
代
表
作
を
網
羅
し
た
底
本
か
ら
七
篇
が
選
択
さ

）
5
（れ

、
更
に
底
本
と
は
異
な
る
配
列
―
―“C

im
etière hallucinant

（「
艶
め
か

し
い
墓
場
」、『
青
猫
』（
新
潮
社
、
大
正
一
二
・
一
）
所
収
）”, “F

lûte verte

（「
緑
色
の
笛
」、
同
上
）”, “Triste nuit de clair de lune

（「
悲
し
い
月
夜
」、

『
月
に
吠
え
る
』）”, “G

renouilles

（「
蛙
よ
」、
同
上
）”, “L

e cadavre d ’un chat

（「
猫
の
死
骸
」、
第
一
書
房
版
『
萩
原
朔
太
郎
詩
集
』）”, “B

ouddha ou 

l ’énigm
e du m

onde

（「
仏
陀　

或
は
「
世
界
の
謎
」」、
同
上
）”, “L

e chat

（「
猫
」、『
月
に
吠
え
る
』）”

―
―
の
下
に«SA

K
U

TA
R

O
 H

A
G

IW
A

R
A

»

の

章
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
独
自
の
選
択
と
配
列
の
裡
に
、
訳
者
に
よ
る
朔
太
郎
理
解
と
そ
れ
に
基
づ
く
訳
出
の
意
図
の
関
与
を
想

定
す
る
こ
と
は
容
易
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
冒
頭
に
配
さ
れ
た
「
艶
め
か
し
い
墓
場
」
の
原

）
6
（詩

と
翻
訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

艶な
ま

め
か
し
い
墓は

か

ば場

風か
ぜ

は
柳や

な
ぎを

吹ふ

い
て
ゐ
ま
す

ど
こ
に
こ
ん
な
薄う

す
ぐ
ら暗
い
墓ぼ

ち地
の
景け

し
き色
が
あ
る
の
だ
ら
う
。

な
め
く
ぢ
は
垣か

き
ね根
を
這は

ひ
あ
が
り

見み

は
ら
し
の
方は

う

か
ら
生な

ま

あ
つ
た
か
い
潮し

ほ

み
づ
が
に
ほ
つ
て
く
る
。

ど
う
し
て
貴あ

な
た女
は
こ
こ
に
来き

た
の

や
さ
し
い　

青あ
を

ざ
め
た　

草く
さ

の
や
う
に
ふ
し
ぎ
な
影か

げ

よ
。

貴あ
な
た女

は
貝か

ひ

で
も
な
い　

雉き
じ

で
も
な
い　

猫ね
こ

で
も
な
い

さ
う
し
て
さ
び
し
げ
な
る
亡ば

う
れ
い霊
よ

貴あ
な
た女
の
さ
ま
よ
ふ
か
ら
だ
の
影か

げ

か
ら
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ま
づ
し
い
漁ぎ

よ
そ
ん村

の
裏う

ら
ど
ほ通

り
で　

魚さ
か
なの

く
さ
つ
た
臭に

ほ

ひ
が
す
る

そ
の
腸

は
ら
わ
たは

日ひ
 

に
と
け
て
ど
ろ
ど
ろ
と
生な

ま
ぐ
さ臭

く

か
な
し
く　

せ
つ
な
く　

ほ
ん
と
に
た
へ
が
た
い
哀あ

い
し
や
う傷の
に
ほ
ひ
で
あ
る
。

あ
あ　

こ
の
春し

ゆ
ん
や夜

の
や
う
に
な
ま
ぬ
る
く

べ
に
い
ろ
の
あ
で
や
か
な
着き

も
の物

を
き
て
さ
ま
よ
ふ
ひ
と
よ

妹い
も
う
との

や
う
に
や
さ
し
い
ひ
と
よ

そ
れ
は
墓は

か
ば場
の
月つ

き

で
も
な
い　

燐り
ん

で
も
な
い　

影か
げ

で
も
な
い　

真し
ん
り理
で
も
な
い

さ
う
し
て
た
だ
な
ん
と
い
ふ
悲か

な

し
さ
だ
ら
う
。

か
う
し
て
私わ

た
しの
生い

の
ち命
や
肉か

ら
だ体
は
く
さ
つ
て
ゆ
き

「
虚き

よ
む無
」
の
お
ぼ
ろ
げ
な
景け

し
き色
の
か
げ
で

艶な
ま

め
か
し
く
も　

ね
ば
ね
ば
と
し
な
だ
れ
て
居ゐ

 

る
の
で
す
よ
。

　
　

C
im

etière hallucinant

L
e vent agite les feuilles du saule pleureur.

Je n ’ai jam
ais vu un aussi lugubre cim

etière.

U
ne lim

ace grim
pe sur le m

ur.

U
ne étrange odeur de m

er salée vient du côté de la terrasse.
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Pourquoi es
-tu venue ici ?

Toi ?　
Tu n ’es qu ’une om

bre bizarre ressem
blant à une herbe pâle.

Tu n ’es ni coquille, ni faisan, ni chat,

tu es un fantôm
e languissant.

D
errière ton om

bre vaine, je sens une odeur de poisson pourri

qui vient, flottant dans l ’air, des ruelles du village de pêcheurs.

L
es entrailles de ces poissons fondent sous la clarté du soleil,

et l ’odeur des poissons crus et fades s ’évapore.

C
’est une odeur de tristesse insupportable et déchirante. . .  aussi.

Tu es tiède com
m

e cette nuit de printem
ps.

Tu es aussi une fascinatrice, une hallucinante, qui erre vêtue d ’un kim
ono verm

eil.

Tu es tendre et douce com
m

e une sœ
ur.

Tu n ’es pas la lune, ni le phosphore, ni la lum
ière, ni la vérité.

Q
ui ?. . .　

Q
uelle triste allure est la tienne cependant !

Il en sera pour toi, com
m

e pour m
oi : nos corp s, nos vies pourriront

et resteront m
élancoliques sous les om

bres confuses du néant

dans cet air hallucinant, visqueux . . .

　
「
艶
め
か
し
い
墓
場
」
は
、
朔
太
郎
の
第
二
詩
集
『
青
猫
』
中
の
代
表
作
と
見
做
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
ま
た
解
釈
の
困
難
な
一
篇
と
言
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
表
題
に
関
し
て
、「
艶
め
か
し
い
」
と
い
う
言
葉
は
そ
も
そ
も
多
義
的
な
日
本
語
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
「
墓
場
」
の
形
容
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に
用
い
ら
れ
る
の
は
異
例
の
用
法
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
艶
め
か
し
い
」
と
い
う
形
容
詞
が
冠
さ
れ
、
本
詩
の
舞
台
と
な
る
「
墓
場
」
は
、
二
行
目

の
詩
句
―
―「
ど
こ
に
こ
ん
な
薄
暗
い
墓
地
の
景
色
が
あ
る
の
だ
ら
う
」―
―
が
示
す
よ
う
に
、「
私
」
に
と
っ
て
不
可
知
の
、「
ど
こ
」
に
も
あ
り
得
ぬ
は

ず
の
場
所
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
末
尾
近
い
箇
所
で
「「
虚
無
」
の
お
ぼ
ろ
げ
な
景
色
」
と
も
語
ら
れ
る
、
実
体
の
定
か
な
ら
ぬ
、
現
実
に
は
不
在
の
領

域
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
「
墓
場
」
の
固
有
の
様
相
を
伝
え
る
「
艶
め
か
し
い
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
含
意
を
明
確
に
し
難
い
曖
昧
さ
を
含
ん
で

い
る
。
更
に
そ
の
「
墓
場
」
の
世
界
、
そ
し
て
そ
こ
に
登
場
す
る
「
貴あ

な
た女

」
と
の
関
わ
り
を
と
お
し
て
導
か
れ
た
「
私
」
の
状
況
の
象
徴
的
な
イ
メ
ー
ジ

化
と
考
え
ら
れ
る
末
尾
三
行
も
ま
た
解
釈
に
難
渋
を
来
す
部
分
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
艶
め
か
し
い
墓
場
」
が
孕
む
こ
の
よ
う
な
難
解
さ
と

は
取
り
も
直
さ
ず
翻
訳
上
の
困
難
さ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
以
下
、
そ
う
し
た
「
艶
め
か
し
い
墓
場
」
の
翻
訳
に
関
し
て
比
較
翻
訳

的
な
観
点
か
ら
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
を
と
お
し
て
、〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
所
収
の
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。

　
「
艶
め
か
し
い
墓
場
」
の
翻
訳
と
し
て
、
右
に
掲
出
の“C

im
etière hallucinant ”

の
他
に
、
現
在
に
至
る
ま
で
以
下
の
五
篇
の
テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ

て
い
る
。

①“E
nchanten graveyard ”, trans. by G

raem
e W

ilson, in Face at the B
ottom

 of the W
orld and O

ther Poem
s by H

agiw
ara Sakutarô. （Tuttle, 

1969

）

②“E
rotic cem

etery ”, trans. by Sato H
iroaki, in H

ow
ling at the M

oon: Poem
s of H

agiw
ara Sakutarô. （U

niversity of Tokyo P
ress, 1978

）

③“U
n ravissant cim

etière ”, traduit par Y
ves

-M
arie A

llioux, in A
nthologie de poésie japonaise contem

poraine. （G
allim

ard, 1986

）

④“B
ew

itching graveyard ”, trans. by R
obert E

pp, in T
hreading the M

aze: Poetry / a collection of seven m
odern Japanese poets. （Yakusha, 

1997

） 

⑤“T
he bew

itching graveyard ”, trans. by R
obert E

pp, in R
ats ’ N

ests, the poetry of H
agiw

ara Sakutarô. （Yakusha, 1999

） 

　

右
の
一
連
の
翻
訳
に
於
い
て
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、
原
詩
の
「
艶
め
か
し
い
」
と
い
う
形
容
詞
に
関
す
る
各
テ
ク
ス
ト
の
理
解
の
内
実
が
端
的
に
示

さ
れ
て
い
る
。
性
的
官
能
的
な
魅
力
を
強
調
す
る
②
の«erotic»

を
除
き
、«enchanten»«ravissant»«bew

itching»

は
何
れ
も
基
本
的
に
対
象
の
備
え
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る
魅
惑
的
な
姿
、
ま
た
人
を
魅
了
す
る
そ
の
対
象
が
も
た
ら
す
陶
酔
感
を
示
す
形
容
詞
と
し
て
共
通
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ら
の
訳
語
は
、
美

的
女
性
的
な
魅
力
を
伝
え
る
「
艶
め
か
し
い
」
の
語
義
と
の
対
応
を
図
り
つ
つ
、
後
述
す
る
よ
う
に
個
々
の
翻
訳
に
於
け
る
原
詩
解
釈
を
背
景
と
し
て
選

ば
れ
た
言
葉
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た
中
に
〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
を
置
き
据
え
た
時
、“C

im
etière hallucinant ”

と
い
う
表
題
の
特
異
性
が

際
立
つ
。
幻
想
・
幻
覚
を
引
き
起
こ
す
（«hallucinant»

）
墓
場
を
含
意
す
る
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
た
こ
の
訳
詩
の
性
格
に
つ
い
て
、
以
下
と
く
に
同
じ
フ

ラ
ン
ス
語
訳
と
し
て
ほ
ぼ
五
十
年
後
に
発
表
さ
れ
た
翻
訳
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
③“U

n ravissant cim
etière ”

と
の
対
比
の
中
で
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。

    　

U
n ravissant cim

etière

L
e vent souffle dans les saules

O
ù y a

-t
-il un cim

etière si som
bre ?

U
ne lim

ace grim
pe sur la haie

E
t du paysage vient l ’odeur tiède de la m

er

Pourquoi êtes
-vous ici ?

O
m

bre douce, pâle, étrange com
m

e l ’herbe !

Vous, ni coquillage ni faisan ni chat

Juste un fantôm
e à l ’air triste!

D
e l ’om

bre errante de votre corps

C
om

m
e dans la ruelle d ’un pauvre village de pêcheurs on sent une odeur de poisson pourri

D
ont fondus au soleil les viscères poisseusem

ent puent

T ristes, accablants, c ’est l ’odeur d ’une m
élancolie vraim

ent insupportable.
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A
h, m

oite com
m

e ce soir de printem
ps

E
rrant dans son élégant kim

ono carm
in, c ’est elle!

N
i la lune sur le cim

etière ni le phosphore ni l ’om
bre ni la vérité

E
t quelle tristesse!

A
insi m

a vie et m
on corps s ’en vont pourrissant

E
t dans le paysage vague de N

éant

R
avissants visqueusem

ent penchent!

　

イ
ヴ
＝
マ
リ
・
ア
リ
ュ
ー
に
よ
る
右
の
翻
訳
で
は
、
う
っ
と
り
と
し
た
恍
惚
、
法
悦
の
状
態
を
も
た
ら
す
対
象
の
こ
の
上
な
い
魅
力
を
表
す
形
容
詞

«ravissant»

が
表
題
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
翻
訳
の
表
現
は
、
全
体
と
し
て
簡
素
化
、
軽
量
化
さ
れ
た
文
体
を
特
徴
と
し
つ
つ
、
原
詩
の
連

構
成
等
の
表
記
形
式
や
句
読
法
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
所
収
の
訳
詩
に
は
、
冒
頭
四
行
を
連

ス
ト
ロ
ー
フと
し
て
独
立
さ
せ

全
体
を
二
連
構
成
と
す
る）　

　

7
（

等
、
原
詩
の
形
式
か
ら
の
様
々
の
改
変
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
両
テ
ク
ス
ト
間
に
於
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
相
違
は
、

原
詩
に
姿
を
現
す｢

貴あ
な
た女｣

の
訳
語
と
し
て
、〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
の
訳
詩
に
於
い
て
は«tu»

が
、
③
で
は«vous»

が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

親
密
な
関
係
を
示
す«tu»

な
ら
ぬ
、
丁
重
さ
を
含
む
代
名
詞«vous»
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
リ
ュ
ー
訳
で
は
「
貴
女
」
と
「
私
」
と
の
間

に
或
る
距
離
、
隔
た
り
が
孕
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
原
詩
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る｢

貴
女｣

へ
の
呼
び
か
け
、

語
り
か
け
の
口
調
が
弱
め
ら
れ
て
も
い
る
。
そ
れ
は
〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
所
載
の
訳
詩
に
於
け
る«Toi?»«Q

ui ?»

等
の
詩
句
を
折
り
込
み
な
が
ら
、
人

称
代
名
詞«Tu»

を
執
拗
に
反
覆
す
る
表
現
と
の
判
然
と
し
た
差
異
を
見
せ
て
い
る
。
更
に
原
詩
八
行
目
│
│「
さ
う
し
て
さ
び
し
げ
な
る
亡
霊
よ
」│
│

の
翻
訳
で
あ
る«Juste un fantôm

e à l ’air triste!»

の
一
行
は
、«vous»

が
ま
さ
に
「
亡
霊
」
以
外
の
何
者
で
も
な
く
、｢

私｣

と
は
異
質
の
存
在
で
あ

る
こ
と
の
苦
い
確
認
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
い
る
。
ア
リ
ュ
ー
に
よ
る
翻
訳
は
こ
う
し
て
寧
ろ
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
文
体
を
際
立
た
せ
な
が
ら
、「
貴
女
」

と｢

私
」
と
の
距
離
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
妹
の
や
う
に
や
さ
し
い
ひ
と
よ
」
と
い
う
原
詩
十
五
行
目
の
詩
句
の
省
略
も
そ
う
し
た
訳
詩
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の
性
格
に
由
来
し
よ
う
。
③
は
こ
の
よ
う
に«vous»

と
の
隔
た
り
、
差
異
が
保
持
さ
れ
続
け
る
中
で
、
末
尾
の
一
節
に
至
る
。«E

t quelle tristesse !»

と
い
う｢
私｣

の
悲
歎
の
直
接
的
な
表
白
を
契
機
に
、｢

私
の
生
命
と
肉
体｣

は
腐
敗
し
溶
解
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、«N

éant

（「
虚
無
」）»

の
世
界
の
中

で
腐
敗
し
て
溶
け
出
し
、
崩
れ
傾
く
と
い
う
極
め
て
不
快
な
様
相
を
呈
示
し
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
う
し
た
状
況
の
中
で｢

私｣

に
感
受
さ
れ
て
い
る
の

は
、«ravir»

の
現
在
分
詞«ravissant»

が
伝
え
る
陶
酔
感
で
も
あ
る
。
そ
の
陶
酔
と
は｢

生
命
と
肉
体｣

が｢

無｣

へ
と
解
体
、
消
滅
す
る
忘
我
の
状

態
で
あ
る
と
と
も
に
、«vous»

と
の
直
接
的
な
交
渉
の
不
可
能
性
の
中
で
、
そ
の｢

無
」
へ
の
傾
斜
が｢

私｣

と｢

貴
女｣

と
を
隔
て
る
差
異
を
解
消

す
る
方
途
に
通
じ
る
故
に
も
た
ら
さ
れ
る
恍
惚
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。«E

t quelle tristesse!»

と
い
う
痛
切
な
悲
歎
は
、｢

生
命
と
肉
体｣

の
溶
解
、

空
無
化
を
介
し
て
こ
う
し
た
陶
酔
と
喜
悦
に
至
り
つ
く
。“U

n ravissant cim
etière ”

と
題
さ
れ
た
翻
訳
は
こ
の
よ
う
な
地
点
に
帰
着
す
る
テ
ク
ス
ト
と

し
て
あ
る
。

　

一
方
、〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
所
収
の“C

im
etière hallucinant ”

は
そ
れ
と
は
全
く
異
質
な
状
況
を
描
き
出
し
て
い
る
。
既
述
の
如
く
親
密
な
対
象
へ
の

呼
び
か
け
、
語
り
か
け
の
表
現
を
文
体
的
基
調
と
す
る
こ
の
訳
詩
に
於
い
て
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
の
は
、
そ
の
十
五
行
目«Tu  es aussi une fasci-

natrice, une hallucinante»

の
一
行
で
あ
る
。
原
詩
に
は
認
め
ら
れ
な
い
、
翻
訳
の
際
に
付
加
、
補
入
さ
れ
た
こ
の
詩
句
は
、
本
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て

«tu»

と
い
う
存
在
が
担
う
意
味
を
端
的
に
告
げ
る
極
め
て
重
要
な
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
こ
こ
に
登
場
す
る«fantôm

e»

と
し
て
の«tu»

は
、「
私
」

を
深
く
魅
了
す
る
女
性
（«une fascinatrice»

）
で
あ
り
つ
つ
、
幻
想
、
幻
覚
を
引
き
起
こ
す
存
在
（«une hallucinante»

）
で
も
あ
る
。
表
題
に
用
い

ら
れ
て
い
た«hallucinant»

が｢

君｣

の
存
在
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば｢

君｣

は｢

墓
場
」
の
世
界
を
体
現
す
る
存
在
で
あ

る
こ
と
が
こ
こ
に
判
然
と
示
さ
れ
て
い
る
。“C

im
etière hallucinant ”

は
こ
う
し
て｢

私｣

が
言
わ
ば‹halluciné›

と
化
し
て
、｢

君｣

の
喚
起
す
る 

｢

幻
想｣

の
裡
に
参
入
し
、
没
入
し
て
ゆ
く
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な｢

私｣

の
入
り
込
む
幻
想
の
光
景
が
末
尾
の

一
節
に
於
い
て
全
面
的
に
開
示
さ
れ
る
。
即
ち｢

君｣

の
こ
の
上
な
く
悲
し
げ
な
姿
を
伝
え
る
詩
句«Q

uelle triste allure est la tienne cependant!»

に
続
い
て
、«Il en sera pour toi, com

m
e pour m

oi»

と
語
ら
れ
る
。«Tu»

と«Je»
が
同
じ
状
態
に
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
こ
の
詩
句
も
言
う
ま
で
も
な

く
原
詩
中
に
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な｢

君
」
と｢

私｣

の
同
一
性
の
確
認
か
ら
、deux points

を
介
し
て
以
下
の
固
有
の

幻
想
が
導
か
れ
る
。«nos corps, nos vies pourriront»

│
│
こ
こ
で｢

君｣

と｢

私｣

は
「
我
々
（nous

）」
と
し
て
完
全
に
一
体
化
す
る
。「
か
う
し
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て
私
の
生
命
や
肉
体
は
く
さ
つ
て
ゆ
き
」
と
い
う
原
詩
の
表
現
と
は
全
く
異
な
り
、«Tu»

と«Je»

と
が«nous»

と
し
て
の
一
体
化
に
於
い
て
、
虚
無

と
幻
想
に
満
ち
た
こ
の
墓
場
の
世
界
に
包
み
込
ま
れ
つ
つ
、と
も
に«m

élancoliques»

な
思
い
に
浸
り
続
け
る
姿
が
最
終
的
に
呈
示
さ
れ
る
。そ
れ
ら
は
、

全
て
単
純
未
来
の
時
制
の
下
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、｢

私｣

が
没
入
す
る
幻
想
の
光
景
を
映
し
出
す
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

所
収
の
訳
詩
は
、
既
述
の
ア
リ
ュ
ー
に
よ
る
翻
訳
と
は
全
く
異
な
る
方
向
に
展
開
し
、
帰
結
す
る
テ
ク
ス
ト
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
如
上
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
間
の
比
較
を
と
お
し
て
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
翻
訳
と
し
て
の
正
確
さ
で
は
決
し
て
な
い
。
周
知
の
如
く
原
文
の
文

学
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
翻
訳
と
の
間
の
距
離
や
歪
曲
等
は
、
翻
訳
と
い
う
行
為
に
於
い
て
は
自
明
の
こ
と
に
属
す
る
。
寧
ろ
重
要
な
の
は
、
原
文
と
翻
訳
と

の
間
の
等
価
性
（équivalence
）
は
多
様
に
設
定
さ
れ
う
る
点
に
あ
る
。
個
々
の
翻
訳
は
原
文
の
解
釈
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
様
々
の
側
面
に
於
い

て
原
文
と
の
等
価
関
係
を
敷
設
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
軸
と
し
て
一
篇
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
成
立
が
果
た
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
原
文
と
の
間
に
設
定

さ
れ
る
等
価
関
係
の
所
在
こ
そ
が
個
々
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
固
有
性
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
そ
の
点

に
存
す
る
。A

nthologie des Poètes japonais contem
porains

所
収
の
翻
訳“C

im
etière hallucinant ”

は
、
そ
の
個
性
的
な
表
題
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
原
詩
に
於
け
る
幻
想
性
に
焦
点
化
し
、
等
価
関
係
の
基
軸
を
そ
こ
に
据
え
つ
つ
、
そ
の
幻
想
を｢

亡
霊｣

た
る｢

君｣

と
「
私
」
と
の
一
体
化
に

帰
着
す
る
特
異
な«hallucination»

と
し
て
増
幅
す
る
。
こ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
が
成
立
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
位
相
に
於
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、他
の｢

艶
め
か
し
い
墓
場｣

の
翻
訳
と
の
比
較
に
よ
っ
て
一
層
際
立
つ
固
有
の
性
格
に
他
な
ら
な
い
。
前
掲
の
翻
訳
リ
ス
ト
中
の
①“E

nchanten 

graveyard ”, 

②“E
rotic cem

etery ”

及
び
④“B

ew
itching graveyard ”, 

⑤“T
he bew

itching graveyard ”

に
関
し
て
、
原
詩
十
七
行
目
「
さ
う
し
て

た
だ
な
ん
と
い
ふ
悲
し
さ
だ
ら
う
。」
以
降
の
末
尾
四
行
に
該
当
す
る
部
分
を
引
用
し
よ
う
。

O
nly how

 sad it is. For thus and thus / M
y life and body, clam

m
y as w

et clay, / To m
eld w

ith yours rot clam
m

ily aw
ay. / T

he veils of 

putrefaction sm
oke for us; / A

nd into nothingness, that vague m
orass, / M

y being slithers from
 its last A

la s.  　
（
①
）

and how
 sim

ply so sad it is. / T
hus m

y life and body go on rotting / and in the shadow
 of the hazy landscape of N

ihilism
 / are erotically, 
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yet stickily reclining, you see.　
　
　
（
②
）

just deep sorrow
. / T

hus, m
y dear, do m

y life and m
y flesh fester on / w

ithin a hazy vista of “N
ihil ” / ̶

̶
bew

itched and yet, you see, 

drooping like goo.　
　
　
（
④
）

…just inexplicable sorrow
. / T

hus do m
y life and m

y flesh rot aw
ay in the shadow

s / of N
ihil ’s dream

y tableau /̶
̶

w
here I ’m

 

bew
itched and yet dangle flaccidly, as you see.　

　
　
（
⑤
）

　

右
の
一
連
の
翻
訳
に
於
い
て
、①
で
は｢
貴
女｣

と
融
け
合
い
一
つ
に
な
る
（«m

eld»

）
こ
と
を
求
め
て«M

y life and body»

は
朽
ち
果
て
て
ゆ
く
が
、

そ
れ
は
最
期
の
嘆
声
（«last A

las»

）
を
残
し
て«nothingness»

の
領
域
へ
と
滑
落
し
て
い
く
様
、
換
言
す
れ
ば
「
私
の
存
在
（M

y being

）」
の
消
滅

と
し
て
の
死
へ
の
傾
斜
と
い
う｢

悲
痛
な
（sad
）」
事
態
と
し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
他
の
三
篇
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
は
、〈
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
〉
の
翻
訳
と
対
比
し
た
時
、
こ
の
末
尾
の
一
節
の
背
景
と
し
て
「
虚
無
」（«N

ihilism
»« “N

ihil ”»«N
ihil»

）
が
大
き
な
比
重
を
担
う
表
現
と
な
っ

て
い
る
点
が
際
立
つ
。
そ
こ
で
は
、「
私
の
生
命
や
肉
体
」
の
腐
敗
、
溶
解
は
、｢

亡
霊｣

の｢

貴
女｣

が
彷
徨
う｢

墓
場｣

の｢

虚
無｣

の
世
界
に
呑
み

込
ま
れ
、
同
化
す
る
状
態
の
表
象
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
な
お
（«yet»«and yet»

）
そ
う
し
た
「
虚
無
」
の
領
域
へ
の
埋
没
の
裡
に
陶
酔
、

恍
惚
を
感
受
し
て
い
る｢

私｣

の
姿
を
描
き
出
し
て
テ
ク
ス
ト
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
訳
詩
に
於
い
て
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
よ
う
な

末
尾
に
於
け
る
「
私
」
の
状
況
で
あ
る
こ
と
は
、
既
述
の
各
テ
ク
ス
ト
の
表
題
に
判
然
と
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
ア
リ
ュ
ー
に
よ
る
翻
訳
も
含
め
て
、
こ
れ

ら
一
連
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
共
通
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、「
亡
霊
」
と
し
て
の
「
貴
女
」
と
「
私
」
と
の
間
の
隔
た
り
、
異
質
性
に
他
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
は
、｢

貴
女｣

と
の
直
接
的
な
交
渉
は
、｢

私
の
生
命
や
肉
体
」
の
消
滅
、「
虚
無
」
の
領
域
へ
の
同
化
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
そ
う
し
た
性
格
を
共
有
す
る
以
上
五
篇
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
、
他
な
ら
ぬ“C

im
etière hallucinant ”

の
備
え
る
特
異
性
の
所
在
を
こ
そ
指
し
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二

　

先
に
触
れ
た
よ
う
にA

nthologie des Poètes japonais contem
porains

は
、
松
尾
邦
之
助
と
ス
タ
イ
ニ
ル
ベ
ル
＝
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
と
の
〈
協
訳
〉
に
よ

り
成
立
し
た
翻
訳
選
詩
集
で
あ
っ
た
。
そ
の
〈
協
訳
〉
と
呼
ば
れ
る
翻
訳
過
程
は
、
前
節
に
述
べ
た｢

艶
め
か
し
い
墓
場｣

の
翻
訳
が
備
え
る
固
有
性
の

形
成
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
た
の
か
。“C

im
etière hallucinant ”

と
題
さ
れ
た
こ
の
特
異
な
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
成
立
の
過
程
、
機
構
を
解
き
明
か

す
た
め
に
、
松
尾
が
翻
訳
に
関
わ
っ
た
も
う
一
冊
の
日
本
近
代
詩
翻
訳
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
こ
こ
で
参
照
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。A

nthologie des 

Poètes japonais contem
porains

出
版
の
四
年
前
と
な
る
一
九
三
五
年
に
松
尾
と
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
リ
オ
ネ
ッ
ロ
・
フ
ュ
ー
ミL

ionello Fium
i

の
共
訳

と
し
て
上
梓
さ
れ
たPoeti G

iapponesi d ’O
ggi 

（R
. G

arabba, 1935

）
は
、Yone N

oguci

（
野
口
米
次
郎
）
か
らA

tsuo O
ghi

（
大
木
篤
夫
）
に
至
る

十
八
詩
人
の
詩
一
三
七
篇
の
イ
タ
リ
ア
語
翻
訳
を
収
録
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
に
先
行
す
る
こ
の
翻
訳
選
詩
集
所
収
の
テ
ク

ス
ト
が
、
松
尾
と
フ
ュ
ー
ミ
の
如
何
な
る
共
同
作
業
を
と
お
し
て
生
み
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
定
か
で
は
な
い
。
但
し
松
尾
が
イ
タ
リ
ア
語
を
、
ま
た

フ
ュ
ー
ミ
は
日
本
語
を
解
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
両
者
の
共
訳
の
営
み
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
介
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
│
│
即
ち
松
尾
が

原
詩
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
出
し
、
そ
れ
を
フ
ュ
ー
ミ
が
イ
タ
リ
ア
語
に
重
訳
す
る
と
い
う
翻
訳
過
程
を
容
易
に
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

）
8
（る
。
こ
の

Poeti G
iapponesi d ’O

ggi 

に
於
い
て
イ
タ
リ
ア
語
に
訳
さ
れ
た
一
三
七
篇
の
近
代
詩
は
、
全
て
松
尾
と
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
と
の
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
と
し

て
大
幅
に
改
訳
さ
れ
た
形
で
〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
両
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
所
収
の
テ
ク
ス
ト
の
比
較
を
と
お
し
て
、〈
協
訳
〉

に
於
け
る
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
関
与
の
内
実
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
てPoeti G

iapponesi d ’O
ggi 

に
於
い
て
萩
原
朔
太
郎
の
詩
を
収
め
た
章
（«SA

K
U

TA
R

O
 H

A
G

IW
A

R
A

»

）
は
巻
頭
か
ら
六
番
目
の
位
置
に
置
か
れ
、

そ
こ
に
は
〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
と
全
く
同
一
の
七
篇
が
、
但
し
配
列
を
異
に
し
て
│
│“F

lauto verde

（
緑
色
の
笛
）”, “C

im
itero fascinatore

（
艶
め

か
し
い
墓
場
）”, “R

anocchie

（
蛙
よ
）”, “Il cadavere del gatto

（
猫
の
死
骸
）”, “B

udda o l ’enigm
a del m

ondo

（
仏
陀
）”, “Il gatto

（
猫
）”, “Triste 

notte di plenilunio

（
悲
し
い
月
夜
）”

│
│
収
録
さ
れ
て
い
る
。｢

艶
め
か
し
い
墓
場｣
の
翻
訳
は
本
書
で
は｢

緑
色
の
笛｣

に
続
く
二
篇
目
に
位
置
し
、

ま
た
そ
の
表
題
は“C

im
itero fascinatore ”

で
あ
る
。
人
を
魅
了
す
る
（«fascinatore»

）
墓
場
を
意
味
す
る
こ
の
表
題
が
、
前
掲
の
翻
訳
リ
ス
ト
の
②
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を
除
く
他
の
訳
題
と
全
く
同
義
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て｢

艶
め
か
し
い
墓
場｣

の
翻
訳
に
特
異
な
表
題
が
付
さ
れ
、
朔
太
郎
の
章
の

冒
頭
の
位
置
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
松
尾
と
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
と
の
〈
協
訳
〉
に
於
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。“C

im
itero fascinatore ”

と
題
さ

れ
た
翻
訳
を
以
下
に
参
照
し
て
み
よ
う
。

Il vento soffia nelle foglie del salice piangente.

N
on ho m

ai visto un cim
itero così lugubre.

U
na lum

aca s ’arram
pica sul m

uro.

Strano odore salm
astro di m

are viene dalla parte della terrazza.

Perchè sei venuta qui ?

Tu? Tu non sei che un ’om
bra bizzarra sim

ile ad un ’erba pallida.

N
on sei una conchiglia, nè un fagiano, nè un gatto.

Sei un fantasm
a languente.

D
ietro la tua om

bra vana sento un lezzo di pesce m
arcito,

che giunge, vagando nell ’aria, dalle straducole del villaggio di pescatori.

L
e interiora dei pesci si sono sfatte al sole,

è un lezzo che fa m
ale.

Tu sei tepida com
e questa notte di prim

avera.

Sei anche tu una seduttrice che vaga vestita d ’un kim
ono r osso.

Sei tenera e dolce com
e una sorella.
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Tu non sei nè la luna, nè il fosforo, nè la luce, nè la verità.

E
 allora ?　

Q
uale triste aspetto prendi!

C
osì com

e te, anch ’io ; anche il m
io corpo e la m

ia vita m
arciranno

e resteranno m
elanconici sotto l ’om

bre confuse del «N
ulla»

con quest ’aria affascinante e viscida.

　

前
引
の“C

im
etière hallucinant ”

と
比
較
す
る
時
、
右
の
イ
タ
リ
ア
語
訳
の
十
四
行
目
（«Sei anche tu una seduttrice che vaga vestita d ’un 

kim
ono rosso»

）
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
原
詩
の
「
べ
に
い
ろ
の
あ
で
や
か
な
着
物
を
き
て
さ
ま
よ
ふ
ひ
と
よ
」
の
翻
訳
と
し
て
、
表
題
と
の
対

応
を
図
り
つ
つ«kim

ono rosso»

を
纏
い
当
て
も
な
く
彷
徨
う｢

君
（Sei

）｣

の«una seduttrice

（
魅
惑
的
な
姿
）»

を
強
調
す
る
表
現
と
な
っ
て
い
る

が
、
先
に
検
討
を
加
え
た
よ
う
に
、〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
は
そ
の
一
行
が«Tu  es aussi une fascinatrice, une hallucinante, qui erre 

vêtue d ’un kim
ono verm

eil»

に
改
め
ら
れ
る
│
│
即
ち«une hallucinante»

と
い
う
詩
句
が
〈
協
訳
〉
の
際
に
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、「
あ
で
や
か
な
着
物
を
き
て
さ
ま
よ
ふ
」「
貴
女
」
に
関
し
て
、
そ
の
魅
力
的
な
姿
を
際
立
た
せ
る
表
現
か
ら
、
幻
想
を
呼
び
起
こ
す｢

君｣

の

存
在
自
体
を
呈
示
す
る
一
行
へ
の
移
行
が
こ
こ
に
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
の
特
異
な
タ
イ
ト

ル
と
の
呼
応
を
判
然
と
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
改
訳
の
方
向
は
末
尾
の
部
分
の
翻
訳
に
於
い
て
も
確
認
し
う
る
。
先
行
す
る
イ
タ
リ
ア
語
翻
訳
で
は
、

原
詩
六
行
目
の
「
か
う
し
て
」
と
い
う
曖
昧
さ
を
孕
ん
だ
接
続
詞
の
解
釈
と
し
て
、«C

osì com
e te, anch ’io

（
君
と
同
じ
よ
う
に
私
も
ま
た
）»

と
い
う
、

「
亡
霊
」
と
し
て
腐
臭
を
漂
わ
せ
る｢

君｣

へ
の
同
化
を
示
す
詩
句
を
介
し
て
、«anche il m

io corpo e la m
ia vita m

arciranno»

と
語
ら
れ
る
。「
私

の
肉
体
と
生
命
も
ま
た
腐
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
」
と
語
る
こ
の
未
来
形
の
表
現
は
、
本
訳
詩
自
体
の
意
味
的
整
合
性
の
確
保
が
図
ら
れ
つ
つ
も
、
基
本
的
に

原
詩
に
忠
実
な
訳
出
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

）
9
（う

。
こ
の
よ
う
なPoeti G

iapponesi d ’O
ggi

所
収
の
イ
タ
リ
ア
語
訳
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
、〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉

に
於
い
て
大
き
な
改
変
が
加
え
ら
れ
る
。
即
ち«C

osì com
e te, anch ’io»

と
い
う｢
君｣
へ
の
同
化
を
伝
え
る
詩
句
が«Il en sera pour toi, com

m
e 

pour m
oi»

と
改
稿
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
君
」
と
「
私
」
の
同
一
性
が
一
層
明
瞭
に
、
か
つ
又
よ
り
大
き
な
比
重
を
占
め
る
形
で
示
さ
れ
、
そ
の
上



東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
　
第
六
三
号

16

で«nos corps, nos vies pourriront»

と
い
う
表
現
に
続
く
。こ
の
一
人
称
複
数
形
の
詩
句
が｢

君｣

と「
私
」と
の
完
全
な
一
体
化
を
示
し
つ
つ“C

im
etière 

hallucinant ”
の
固
有
の
性
格
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
冊
の
翻
訳
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
対
比
し
た
時
、

Poeti G
iapponesi d ’O

ggi

は
原
詩
へ
の
忠
実
さ
を
そ
の
基
本
的
性
格
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
松
尾
に
よ
る
仏
訳
を
フ
ュ
ー
ミ
が
イ
タ
リ
ア

語
に
重
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
松
尾
の
原
詩
解
釈
を
前
提
と
し
、
ま
た
一
篇
の
訳
詩
と
し
て
表
現
の
合
理
的
脈
絡
の
確
保

が
試
み
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
原
詩
か
ら
の
大
き
な
逸
脱
を
見
せ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
一
方
、〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
所
収
の
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト

に
於
い
て
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
階
級
」
と
い
う
読
者
層
を
想
定
し
、「「
ス
テ
ィ
ル
」
の
あ
る
美
し
い
仏
文
」
と
い
う
詩
的
表
現
と
し
て
の
洗
練
を
図

る
中
で
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
松
尾
の
フ
ラ
ン
ス
語
翻
訳
に
自
在
に
改
変
の
手
が
加
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
同
じ
く
松
尾
の
手
に
な
る
フ
ラ
ン
ス
語

翻
訳
に
基
づ
く
両
翻
訳
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
間
の
差
異
の
裡
に
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
関
与
の
内
実
を
窺
い
知
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
即
ち
既
述
の｢

亡 

霊｣

と
し
て
の｢

君
」
と｢

私
」
と
の
一
体
化
に
至
り
着
く
幻
想
を
中
核
と
し
た
詩
と
し
て
の
性
格
は
、他
な
ら
ぬ
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
が
関
与
し
た
〈
協
訳
〉

の
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
固
有
の
様
相
の
下
に
増
幅
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。Poeti G

iapponesi d ’O
ggi

か
らA

nthologie des Poètes japonais con-

tem
porains

へ
の
移
行
の
中
で
顕
著
な
形
で
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、特
異
な
幻
想
を
呈
示
す
る“C

im
etière hallucinant ”

の
固
有
性
と
は
、〈
協
訳
〉

と
呼
ば
れ
る
翻
訳
過
程
に
於
け
る
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
関
与
の
所
産
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

本
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
上
梓
後
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
は“Poètes japonais d ’aujourd ’hui, Im

pressions et R
éflexions ”

と
題
す
る
、
日
本
近
代
詩
人
に
つ
い

て
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ）　

　

10
（

を
雑
誌France

-Japon

に
発
表
す
る
。France

-Japon

は
、
当
時
の
パ
リ
に
於
い
て
日
仏
文
化
交
流
を
趣
旨
と
し
て
発
刊
さ
れ
て
い

た
雑
誌
で
あ
る）　

　

11
（

が
、
そ
のno.42

（Juin 1939

）
お
よ
びno.43

-44

（juillet
-août 1939

）
の
両
号
に
連
載
さ
れ
た
の
が
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
そ
の

一
章«Sakutaro H

agiw
ara»

の
中
に
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
は
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
に
更
な
る
改
変
を
加
え
た
、
以
下
の
よ
う
な“C

im
etière halluci-

nant ”

の
本
文
を
引
用
し
て
い
る
。

Je n ’ai jam
ais vu un aussi lugubre cim

etière.

U
ne lim

ace grim
pe sur un m

ur.
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U
ne étrange odeur de m

er salée vient du côté de la terrasse.

Pourquoi es
-tu venue, toi?

Tu n ’es qu ’une om
bre bizarre ressem

blant à une herbe pâle.

････････････････････････････････････････････

D
errière ton om

bre vaine, je sens l ’odeur de poisson pourri

qui flotte dans les ruelles du village de pêcheurs.

C
’est une odeur de tristesse écœ

urante et déchirante . . . 

Tu es tiède com
m

e cette nuit de printem
ps

T u es aussi hallucinante avec ton kim
ono verm

eil

Tu n ’es ni lune, ni phosphore, ni lum
ière, ni vérité.

Q
uoi ? . . . quelle triste allure ! . . . 

Il en sera de toi, com
m

e pour m
oi : nos corps pourriront

stagneront, m
élancoliques, dans l ’om

bre confuse du néant

dans l ’atm
osphère hallucinante, visqueuse

…

　

右
の
改
稿
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
は
、
恐
ら
く
誌
面
の
都
合
に
よ
り
省
略
さ
れ
た
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
が
、〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
収
録
の“C

im
etière 

hallucinant ”

と
の
比
較
に
於
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
表
現
上
の
異
同
は
、«Tu es aussi hallucinante avec ton kim

ono verm
eil»

の
一
行
に
他
な
ら
な

い
。
既
に
繰
り
返
し
参
照
し
て
き
た
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
の
第
十
五
行«Tu  es aussi une fascinatrice, une hallucinante, qui erre vêtue d ’un 

kim
ono verm

eil»

の
部
分
は
、
原
詩
お
よ
び
先
行
の
イ
タ
リ
ア
語
翻
訳
（«Sei anche tu una seduttrice che vaga vestita d ’un kim

ono rosso»

）
に
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は
見
出
さ
れ
な
い«une hallucinante»

の
一
語
が
〈
協
訳
〉
の
際
に
補
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
詩
句
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン

が
単
独
で
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
に
こ
の“C

im
etière hallucinant ”

が
引
用
さ
れ
た
時
、
そ
の
一
行
は
更
に«Tu es aussi hallucinante avec ton 

kim
ono verm

eil»
と
い
う
簡
潔
で
一
義
的
な
表
現
に
改
め
ら
れ
る
。
ま
た
末
尾
の
部
分
に
関
し
て
も
、〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
に
於
け
る
翻
訳« nos corps, 

nos vies pourriront»
の«nos vies»

が
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

亡
霊｣

と
し
て
の
「
君
」
と
の
一
体
化
と
い
う
事
態
へ
の
表
現
の
整
合
化
が

図
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
イ
タ
リ
ア
語
翻
訳
か
ら
〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
へ
、
そ
し
て
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
エ
ッ
セ
イ
に
至
る
過
程

で
重
ね
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
改
変
の
中
で
、｢

艶
め
か
し
い
墓
場｣

の
「
貴
女
」
は
墓
場
の
世
界
を
体
現
し
つ
つ
幻
想
、
幻
覚
を
引
き
起
こ
す
存
在
と
し

て
の
姿
を
顕
在
化
さ
せ
、そ
し
て｢
亡
霊｣

と
し
て
の｢

君
」
と
の
一
体
化
と
い
う
幻
想
の
特
異
性
が
鮮
明
な
輪
郭
を
備
え
て
前
景
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た“C

im
etière hallucinant ”

の
言
わ
ば
最
終
形
の
テ
ク
ス
ト
も
視
野
に
入
れ
る
時
、〈
協
訳
〉と
し
て
の
翻
訳
過
程
に
於
け
る
オ
ー

ベ
ル
ラ
ン
の
関
与
の
方
向
が
判
然
と
確
認
さ
れ
よ
う
。Poeti G

iapponesi d ’O
ggi

の
配
列
を
改
め
、
特
異
な
幻
想
を
典
型
的
な
形
で
呈
示
す
る｢

艶
め
か

し
い
墓
場｣

の
翻
訳
を
冒
頭
に
配
置
し
た
本
〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
の
構
成
は
、
そ
の
意
味
に
於
い
て
、
松
尾
と
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
〈
協
訳
〉
の
内
実
を
窺

わ
せ
る
、
極
め
て
象
徴
的
な
編
成
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

　

A
nthologie des Poètes japonais contem

porains

所
収
の
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト“C

im
etière hallucinant ”

は
特
異
な
幻
想
を
中
核
と
す
る
詩
と
い
う

性
格
を
顕
著
に
示
す
一
篇
と
し
て«SA

K
U

TA
R

O
 H

A
G

IW
A

R
A

»

の
章
冒
頭
に
配
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
幻
想
の
モ
チ
ー
フ
は
同
章
に
収
め
ら
れ

た
翻
訳
七
篇
の
裡
、 “F

lûte verte

（「
緑
色
の
笛
」）”, “L

e cadavre d ’un chat

（「
猫
の
死
骸
」）”,  “B

ouddha ou l ’énigm
e du m

onde

（「
仏
陀　

或
は「
世

界
の
謎
」」）”

に
も
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
は
、
既
述
の
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
エ
ッ
セ
イ
中
に“C

im
etière hallucinant ”

と
と
も
に
引
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
る“L

e cadavre d ’un chat ”

を
取
り
上
げ
、〈
協
訳
〉
の
内
実
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

21
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猫
の
死
骸

海か
い

綿め
ん

の
や
う
な
景け

色し
き

の
な
か
で

し
つ
と
り
と
水す

ゐ
き気

に
ふ
く
ら
ん
で
ゐ
る
。

ど
こ
に
も
人に

ん
ち
く畜

の
す
が
た
は
見み

え
ず

へ
ん
に
か
な
し
げ
な
る
水す

ゐ
し
や車

が
泣な

い
て
ゐ
る
や
う
す
。

さ
う
し
て
朦も

う

朧ろ
う

と
し
た
柳や

な
ぎの

か
げ
か
ら

や
さ
し
い
待ま

ち

び
と
の
す
が
た
が
見み

え
る
よ
。

う
す
い
肩か

た

か
け
に
か
ら
だ
を
つ
つ
み

び
れ
い
な
瓦が

斯す

体た
い

の
衣い

し
や
う裳

を
ひ
き
ず
り

し
づ
か
に
心し

ん

霊れ
い

の
や
う
に
さ
ま
よ
つ
て
ゐ
る
。

あ
あ
浦う

ら　

さ
び
し
い
女

を
ん
な

！

「
あ
な
た　

い
つ
も
遅お

そ

い
の
ね
」

ぼ
く
ら
は
過く

わ
こ去
も
な
い
未み

来ら
い

も
な
い

さ
う
し
て
現
実
の
も
の

4

4

4

4

4

か
ら
消き

え
て
し
ま
つ
た
。
…

浦う
ら

！
こ
の
へ
ん
て
こ
に
見み

え
る
景け

色し
き

の
な
か
へ

泥ど
ろ

猫ね
こ

の
死し

骸が
い

を
埋う

め
て
お
や
り
よ
。

　
『
萩
原
朔
太
郎
詩
集
』
中
の
詩
章
《
青
猫
（
以
後
）》
に
収
録
さ
れ
て
い
る
右
の｢

猫
の
死
骸｣
も
ま
た
難
解
な
詩
篇
で
あ
る
。「
海
綿
の
や
う
な
景
色
」
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「
へ
ん
て
こ
に
見
え
る
景
色
」
│
│
「
ぼ
く
」
は
そ
の
生
物
の
気
配
が
一
切
絶
え
た
未
知
の
風
景
、何
処
と
も
知
れ
ぬ
世
界
の
中
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
。

冒
頭
二
行
の
表
現
は
、
周
囲
の｢

景
色｣

が
「
し
つ
と
り
と
水
気
に
ふ
く
ら
ん
で
ゐ
る
」
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、「
ぼ
く
」
が
そ
の
世
界
の
中
で
「
し

つ
と
り
と
水
気
に
」浸
さ
れ
て
い
る
状
況
を
も
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た「
景
色
」に
包
ま
れ
た
世
界
の
言
わ
ば
住
人
と
し
て
姿
を
現
す
の
が
、「
さ

び
し
い
女
」、「
浦
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
で
あ
る
。「
朦
朧
と
し
た
柳
の
か
げ
」
に
現
れ
、「
び
れ
い
な
瓦
斯
体
の
衣
裳
を
ひ
き
ず
り
／
し
づ
か
に
心
霊
の
や

う
に
さ
ま
よ
」
う
こ
の｢
浦
」
も
ま
た
、「
艶
め
か
し
い
墓
場
」
の
「
貴あ

な
た女

」
と
同
様
、「
亡
霊
」
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
但
し
「
艶
め

か
し
い
墓
場
」
と
は
異
な
り
、
こ
の
詩
で
は｢

浦｣

が
「
ぼ
く
」
に
向
か
っ
て
言
葉
を
発
す
る
。「
貴
女
」
と
「
私
」
と
の
間
に
直
接
的
な
交
渉
が
成
立

し
得
な
か
っ
た
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
「
私
」
の
幻
想
が
生
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
「
艶
め
か
し
い
墓
場
」
と
の
異
相
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
猫
の
死
骸
」
の
難
解
さ
は
、
十
行
目
の
「
あ
あ
浦　

さ
び
し
い
女
！
」
以
降
の
末
尾
の
部
分
の
解
釈
の
困
難
さ
に
由
来
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ

が
翻
訳
行
為
が
逢
着
す
る
難
問
で
も
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
末
尾
の
箇
所
は
、Poeti G

iapponesi d ’O
ggi

お
よ
びA

nthologie des Poètes 

japonais contem
porains

に
於
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

O
 U

rà, o triste donna !

M
i dici : «C

om
e vieni sem

pre in ritardo!»

M
a non sai che nè il passato nè l ’avvenire esistono,

che noi siam
o al di là delle cose reali.

U
rà, vuoi gettare in questo lugubre paesaggio

u n cadavere putrido di gatto ?         （“Il cadavere del gatto ”, Poeti G
iapponesi d ’O

ggi

）
O

h !　

O
ura !　

Triste fem
m

e !
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E
lle m

e dit : «C
om

m
e tu viens toujours en retard!»

N
i le passé ni l ’avenir ne com

pte . . . 

nous som
m

es au delà des choses réelles.

│O
ura! Veux

-tu jeter dans ce singulier paysage,

le cadavre boueux d ’un chat?        （“L
e cadavre d ’un chat ”, A

nthologie des Poètes japonais contem
porains

）

　

松
尾
と
フ
ュ
ー
ミ
の
共
同
翻
訳
に
な
る
右
の
イ
タ
リ
ア
語
翻
訳
テ
ク
ス
ト
中
の«M

a non sai che nè il passato nè l ’avvenire esistono, / che noi 

siam
o al di là delle c ose reali.»

（「
し
か
し
君
は
知
ら
な
い
の
だ
、
過
去
も
未
来
も
存
在
せ
ず
、
／
私
た
ち
が
現
実
の
事
物
の
向
こ
う
側
に
い
る
こ
と

を
。」）
と
い
う
詩
句
は
、
原
詩
の
表
現
（「
ぼ
く
ら
は
過
去
も
な
い
未
来
も
な
い
／
さ
う
し
て
現
実
の
も
の

4

4

4

4

4

か
ら
消
え
て
し
ま
つ
た
。
…
」）
と
比
較
す
る

な
ら
ば
奇
妙
な
翻
訳
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
原
詩
理
解
の
正
当
性
で
は
な
い
。
寧
ろ
日
本
語
を
解
さ
ず
、

原
詩
を
読
む
こ
と
の
出
来
な
い
欧
米
の
読
者
に
差
し
出
さ
れ
る
翻
訳
テ
ク
ス
ト
自
体
の
性
格
こ
そ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
イ
タ
リ
ア
語
翻

訳
の
二
行
は
、“Il cadavere del gatto ”

と
い
う
訳
詩
の
内
部
に
於
い
て
、
前
行
の«U

rà»

の
発
言«C

om
e vieni sem

pre in ritardo !

（
あ
な
た
は
い

つ
も
何
て
遅
い
の
）»

│
│
感
嘆
符
が
付
さ
れ
た
こ
の
譴
責
の
言
葉
に
対
す
る
、「
ぼ
く
」
の
言
わ
ば
抗
弁
、
或
い
は
弁
疏
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
し
て
あ
る
。

原
詩
を
改
め
て
参
照
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
十
一
行
目
「
あ
な
た　

い
つ
も
遅
い
の
ね
」
と
い
う
「
浦
」
の
言
葉
と
以
下
の
二
行
と
の
間
に
は
明
ら
か
に
文

脈
上
の
断
層
乃
至
は
裂
け
目
が
認
め
ら
れ
る
。
右
の
イ
タ
リ
ア
語
翻
訳
で
は
、
そ
の
空
隙
を
補
填
す
る
形
で«M

a non sai

（
し
か
し
君
は
知
ら
な
い
の

だ
）»

と
い
う
詩
句
が
挿
入
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
詩
句
を
と
お
し
て
、｢
浦｣

と
「
ぼ
く
」
と
の
間
の
屈
折
し
た
、
或
い
は
齟
齬
を
孕
ん
だ
関
係

が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
無
論
、
原
詩
に
於
い
て
も
両
者
の
関
係
は
十
全
な
も
の
で
は
な
い
。「
あ
な
た　

い
つ
も
遅
い
の
ね
」
と
い
う
「
浦
」
の
言

葉
は
二
人
の
邂
逅
が
「
い
つ
も
」
遅
れ
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
本
質
的
に
出
会
い
損
ね
続
け
、
在
る
べ
き
関
係
に
常
に
辿
り
着
く
こ

と
が
出
来
な
い
両
者
の
在
り
方
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
浦
」
の
発
言
に
応
答
す
る
の
は
「
ぼ
く
」
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
対

話
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
。
先
に
指
摘
し
た
原
詩
の
文
脈
上
の
断
層
と
は
、
そ
う
し
た
両
者
の
関
係
を
映
し
出
す
表
現
の
様
態
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
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よ
う
な
原
詩
に
対
し
て
、イ
タ
リ
ア
語
翻
訳
の
場
合
、«M

a

（
し
か
し
）»

と
い
う
接
続
詞
を
伴
う
否
定
形
の
表
現
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ぼ
く
」

の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は｢

浦｣

へ
の
抗
弁
、
非
難
の
性
格
を
強
め
る
の
で
あ
り
、
両
者
の
不
調
和
な
関
係
が
一
層
際
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
は
、
イ
タ
リ
ア
語
翻
訳
の«M

a non sai»

の
部
分
を
削
除
し
、
ま
た
二
人
称
の
詩
句«M

i dici （
君
は
私
に
言 

う
〉»

を
三
人
称
に
置
き
換
え
る
（«E

lle m
e dit»

）
と
い
う
改
変
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
翻
訳
は
、｢

浦｣

の
言
葉
へ
の
応
接
、

抗
弁
と
し
て
の
脈
絡
が
希
薄
と
な
り
、
寧
ろ
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
比
重
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て«N

i le passé ni l ’avenir ne com
pte . . . / 

nous som
m

es au delà des choses réelles»

（「
過
去
も
未
来
も
ど
う
で
も
よ
い
…
／
私
た
ち
は
現
実
の
事
物
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
い
る
の
だ
」）
と
い

う
二
行
は
、
そ
う
し
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
へ
の
傾
斜
の
中
で
、「
ぼ
く
」
の
想
念
の
内
実
自
体
を
伝
え
る
表
現
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
詩
の

表
現
に
ほ
ぼ
即
し
た
訳
出
で
あ
る
か
に
見
え
る
が
、し
か
し
原
詩
の
「
さ
う
し
て
現
実
の
も
の
か
ら
消
え
て
し
ま
つ
た
」
の
一
行
に
於
け
る
「
し
ま
つ
た
」

と
い
う
補
助
動
詞
は
、
そ
の
出
来
事
が
不
本
意
な
、
或
い
は
困
惑
す
る
事
態
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
は
そ
う
し
た
否

定
性
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
介
入
せ
ず
、«nous»
が
と
も
に«au delà des choses réelles»

│
│｢

過
去｣

や｢

未
来
」
へ
の
拘
泥
な
ど
全
く
関
与
す
る
こ

と
の
な
い
、
現
実
の
彼
方
に
こ
そ
存
在
し
て
い
る
と
い
う
「
ぼ
く
」
の
想
念
が
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
と
お
し
て
鮮
明
に
語
り
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
か
ら

の
脱
落
、
失
墜
を
告
げ
る
原
詩
に
対
し
て
、
寧
ろ
現
実
か
ら
の
超
越
の
幻
想
と
し
て
あ
る
。「
浦
」
と
の
関
係
が
齟
齬
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、

実
態
を
持
た
ぬ«im

age»

と
し
て

)12

(

の«O
ura»

と«je»

と
が
、«nous»

と
し
て
の
一
体
性
に
於
い
て
、
現
実
を
超
え
出
た
超
越
的
な
位
相
に
あ
る
こ
と
、

そ
う
し
た
確
信
的
な
幻
想
が
「
ぼ
く
」
の
裡
に
宿
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

原
詩
最
終
行
に
現
れ
る
「
泥
猫
の
死
骸
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
如
何
な
る
表
象
と
し
て
あ
る
の
か
定
か
で
は
な
い
。
但
し
そ
れ
が
、「
し
つ
と
り
と
水
気
に

ふ
く
ら
」
み
、「
び
れ
い
な
瓦
斯
体
の
衣
裳
」
を
ま
と
う｢

浦
」
の
彷
徨
う
、
こ
の
「
景
色
」
の
世
界
に
不
調
和
な
、
異
物
と
し
て
の
様
相
を
呈
し
て
い

る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
裡
に
、｢

浦｣

と
「
ぼ
く
」
と
の
間
の
十
全
な
関
係
を
阻
む
何
か
を
読
み
込
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
「
こ
の
へ
ん
て
こ
に
見
え
る
景
色
の
な
か
へ
／
泥
猫
の
死
骸
を
埋
め
」
る
行
為
の
意
味
を
明
快
に
読
み
解
く
こ
と

に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う
。
右
の
両
翻
訳
テ
ク
ス
ト
は
、と
も
に
疑
問
文
の
形
式
の
下
で
、｢
泥
猫
の
死
骸
」を｢

景
色｣

の
中
に
捨
て
る（«gettare»«jeter»

）

こ
と
を｢

浦｣

に
依
頼
す
る
表
現
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
行
為
は
、
個
々
の
テ
ク
ス
ト
で
形
成
さ
れ
る
如
上
の
文
脈
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
付
け



〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
│
│K

uni M
atsuo et Steinilber

-O
berlin, A

nthologie des Poètes japonais contem
porains

を
め
ぐ
っ
て
│
│
（
佐
藤
）
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ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。“Il cadavere del gatto ”

で
は
、「
泥
猫
の
死
骸
」
の
イ
メ
ー
ジ
が«un cadavere putrido di gatto»

と
し
て
醜
悪
さ
と

不
快
の
様
相
を
強
め
、
ま
た
周
囲
の｢

景
色｣

も
悲
痛
、
陰
鬱
の
色
合
が
付
与
さ
れ
る
（«questo lugubre paesaggio»

）
中
で
、
既
述
の«U

rà»

の
批

判
の
言
葉
に
対
す
る
抗
弁
の
脈
絡
に
於
い
て
「
泥
猫
の
死
骸
」
を
捨
て
る
行
為
が
位
置
付
け
ら
れ
る
。
他
方
、〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
末
尾
の

二
行
は
、
基
調
を
な
す
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
文
体
の
中
で
提
示
さ
れ
る«je»

の
確
信
へ
と«O

ura»

を
導
く
誘
い
の
言
葉
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
翻
訳
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
形
成
す
る
固
有
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
下
で
、
詩
の
末
尾
の
部
分
が
提
示
す
る
モ
チ
ー
フ

の
所
在
に
大
き
な
差
異
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

既
述
の
如
く
雑
誌France

-Japon
に
掲
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
に
於
い
て
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
は
萩
原
朔
太
郎
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で“C

im
etière hallu-

cinant ”

と
と
も
に“L

e cadavre d ’un chat ”

に
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
は
、“C

im
etière hallucinant ”

の
場
合
と
同
じ
く
、

更
な
る
表
現
の
改
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
。

O
h !　

O
ura! Triste fem

m
e!

E
lle m

e dit : «Pourquoi viens
-tu toujours si tard ? . . .»

N
i le passé ni l ’avenir ne com

pte . . .

N
ous som

m
es au delà des choses réelles

│
│O

ura !　

veux
-tu que nous jetions dans ce singulier paysage,

le cadavre d ’un chat boueux?

　

右
の
改
稿
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
訳
テ
ク
ス
ト
末
尾
に
於
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、«vouloir que»

の
構
文
の
下
で
、「
泥
猫
の
死
骸
」
を
捨
て
る
行
為

の
主
体
が«nous»

に
改
め
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、«je»

の
想
念
に
於
い
て
見
出
さ
れ
て
い
た«nous»

と
い
う
関
係
性
が
詩
の

末
尾
の
表
現
に
於
い
て
も
保
持
さ
れ
、
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。«O

ura»

と«je»

が
一
体
化
し
た«nous»

と
し
て
身
を
置
く
こ
の｢

景
色｣

の
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世
界
、
換
言
す
れ
ば｢

過
去｣

も｢

未
来｣

も
関
与
す
る
こ
と
の
な
い
、
現
実
を
超
え
出
た
超
越
的
な
場
の
中
に
「
泥
猫
の
死
骸
」
を
捨
て
る
こ
と
、 

―
―「
我
々
」
二
人
が
そ
う
し
た
行
為
を
な
す
こ
と
を｢

君｣

は
望
ん
で
い
る
の
か
と｢

私｣

は｢

浦｣

に
問
い
質
す
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
末
尾
二
行
は
、

そ
の
よ
う
に«O

ura»

と«je»

と
が«nous»

と
し
て
の
一
体
性
に
於
い
て
日
常
的
現
実
を
超
出
し
た
超
越
的
位
相
に
在
る
と
い
う
「
私
」
の
確
信
的
な

幻
想
に
支
え
ら
れ
た
、
内
心
の
問
い
か
け
と
し
て
あ
る
。

　

以
上
の
煩
雑
な
考
察
を
と
お
し
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、“L

e cadavre d ’un chat ”

に
関
し
て
も
、Poeti G

iapponesi d ’O
ggi

か
らA

nthologie des 

Poètes japonais contem
porains

、
そ
し
て
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
エ
ッ
セ
イ
に
至
る
中
で
、
現
実
の
時
空
間
と
は
異
質
の
領
域
に
於
い
て
、
実
体
を
持
た
ぬ

女
性
と
の
一
体
化
と
い
う
特
異
な
幻
想
を
濃
密
に
浮
上
さ
せ
る
テ
ク
ス
ト
へ
と
訳
詩
の
性
格
が
移
行
を
示
し
て
い
る
事
態
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
改
め

て
言
う
ま
で
も
な
く
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
関
与
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
改
変
で
あ
る
。
そ
う
し
た
幻
想
性
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
他

の
翻
訳
と
の
比
較
に
於
い
て
一
層
際
立
つ
特
質
で
あ
る
と
同
時
に
、〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
所
収
の
朔
太
郎
の
詩
七
篇
が
選
択
さ
れ
る
際
の
一
つ
の
基
軸
と

も
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
既
述
の
如
く
〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
所
載
の
七
篇
が
先
行
す
るPoeti G

iapponesi d ’O
ggi

と
全
く
同
一
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
幻
想
性
を
中
核
と
す
る
詩
と
い
う
選
択
軸
は
松
尾
邦
之
助
の
朔
太
郎
観
に
基
づ
く
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
ー
ベ
ル
ラ

ン
の
関
与
と
は
従
っ
て
松
尾
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
朔
太
郎
の
詩
の
フ
ラ
ン
ス
語
翻
訳
に
基
づ
き
つ
つ
、
そ
の
詩
の
特
質
を
更
に
前
景
化
し
、
特
異
性
を

増
殖
、
顕
在
化
さ
せ
る
方
向
で
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
朔
太
郎
の
詩
の
翻
訳
に
焦
点
を
据
え
た
際
に
確
認
し
う
る
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
の

性
格
は
そ
の
点
に
認
め
ら
れ
る
。

　
〈
協
訳
〉
と
呼
ば
れ
る
翻
訳
行
為
に
於
い
て
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
が
何
故
こ
う
し
た
方
向
で
松
尾
の
「
直
訳
文
」
に
改
変
の
手
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た

の
か
、
そ
の
背
景
や
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
但
し
そ
の
背
後
に
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
自
身
の
朔
太
郎
理
解
を
想
定
す
る
こ
と
は
十

分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
既
に
再
三
に
わ
た
っ
て
言
及
し
て
き
た
エ
ッ
セ
イ“Poètes japonais d ’aujourd ’hui, Im

pressions et R
éflexions ”

を
改
め
て
参

照
し
、
そ
こ
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
朔
太
郎
に
関
す
る
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
見
解
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
「
我
々
の
中
で
、
或
る
夜
、
異
様
で
病
的
な
印
象
に
自
分
が
侵
さ
れ
た
と
感
じ
た
こ
と
の
な
い
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
怪
し
げ
な
魅
力
、
病

的
で
幻
覚
を
引
き
起
こ
す
魅
力
が
そ
こ
か
ら
放
た
れ
る
、
病
的
な
ア
ウ
ラ
に
包
ま
れ
た
光
景
で
あ
る
。」
と
書
き
起
こ
さ
れ
る
こ
の
朔
太
郎
論
に
於
い
て
、
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オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
は
そ
う
し
た
「
病
的
な
ア
ウ
ラ
に
包
ま
れ
た
光
景
（paysages enveloppé d ’un aura m

orbide

）」
の
詩
的
形
象
化
を
果
た
し
た
詩
人
と

し
て
朔
太
郎
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
名
を
挙
げ
る
が
、
し
か
し
そ
の
上
で
両
者
を
極
め
て
対
照
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
る
。
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
常

に
「
巧
み
に
、
過
度
に
巧
み
に

0

0

0

0

0

0

（avec art, trop d ’art

）」
詩
句
を
彫
琢
し
、
時
に
「
不
自
然
な
・
作
為
的
な
（factice, facticem

ent

）」
或
い
は
「
凝
り

す
ぎ
た
（alam

biqué
）」
表
現
に
陥
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
対
し
て
、
朔
太
郎
は
全
く
異
な
る
と
言
う
。

そ
の
点
に
関
し
て
、
萩
原
朔
太
郎
の
場
合
に
は
全
く
異
な
る
。
彼
に
於
い
て
、
そ
の
手
法
は
、
陳
腐
さ
を
免
れ
る
こ
と
に
心
を
配
っ
た
り
、
美
化
し

た
り
す
る
も
の
で
も
、
強
い
ら
れ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
自
ら
の
テ
ー
マ
に
自
然
に
（naturellem

ent

）
適
合
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
が

そ
れ
を
表
現
す
る
の
は
生
来
の
資
質
（vocation naturelle

）
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
は
対
蹠
的
な
朔
太
郎
の
詩
の
性
格
を
端
的
に
示
す
評
語
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
は
、«naturel»«naturellem

ent»

と
い
う
言
葉
に
他
な
ら
な

）
13
（い

。
即
ち
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
は
、
過
度
に
芸
術
的
な
技
巧
や
表
現
の
作
為
性
が
認
め
ら
れ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
異
な
り
、
朔
太
郎

の
詩
が
提
示
す
る
異
様
で
病
的
な
世
界
の
根
底
に
詩
人
の
「
生
来
の
資
質
」
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
作
者
の
本
来
的
風
土
﹇
傾
向
﹈（le 

clim
at naturel de l ’auteur

）」
に
深
く
根
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
然
に
﹇
必
然
的
に
﹈」
生
み
出
さ
れ
る
「
怪
し
げ
な
魅
力
、
病
的
で
幻
覚
を
引
き
起

こ
す
魅
力
が
そ
こ
か
ら
放
た
れ
る
、
病
的
な
ア
ウ
ラ
に
包
ま
れ
た
光
景
（paysages enveloppé d ’un aura m

orbide d ’où ém
anent une séduction 

trouble, une a ttirance m
aladive, hallucinante

）」
│
│
こ
こ
に«hallucinante»

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
う
し
た
朔
太
郎
の
固
有
性
の
認
識
が
、
先
に
考
察
を
加
え
た
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
の
特
質
と
深
く
契
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。
松
尾
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
翻
訳
に
基
づ
き
つ
つ
朔
太
郎
の
固
有
性
や
独
自
性
の
所
在
を
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
の
対
比
に
於
い
て
見
定
め
る
オ
ー
ベ
ル

ラ
ン
自
身
の
理
解
が
、
既
述
の
〈
協
訳
〉
の
翻
訳
過
程
に
於
け
る
そ
の
関
与
を
支
え
、
方
向
付
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
オ
ー
ベ

ル
ラ
ン
に
よ
る
朔
太
郎
理
解
の
妥
当
性
の
如
何
は
さ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
。
寧
ろ
松
尾
の
フ
ラ
ン
ス
語
翻
訳
と
い
う
限
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
依
拠
す
る
中

で
如
上
の
詩
人
像
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
や
意
味
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、France

-Japon

の
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二
号
に
わ
た
っ
て
日
本
近
代
詩
人
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
の“Poètes japonais d ’aujourd ’hui, Im
pressions et R

éflexions ”

の
全
体
を
視
野
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
部
に
示
さ
れ
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
詩
壇
の
多
様
な
流
派
の
隆
替
に
於
い
て
「
新
参
者
た
ち
は
す
ば
ら
し
い
作
品
を
生
み
出
し
な
が

ら
も
必
ず
し
も
我
々
の
土
壌
か
ら
芽
を
出
し
て
、
自
然
に
開
花
し
た
、
フ
ラ
ン
ス
精
神
の
純
粋
な
花
々
で
は
な
く
、
単
な
る
時
代
の
勝
利
者

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
」

と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
は
、
日
本
の
文
学
的
状
況
を
そ
れ
と
対
照
化
し
つ
つ
、
自
ら
の
日
本
近
代
詩
へ
の
「
偏
愛
の
理
由
（la 

cause profonde de m
a préférence

）」
を
次
の
よ
う
に
語
り
出
し
て
い
る
。

日
本
の
文
学
的
様
相
は
同
じ
よ
う
に
は
全
く
見
え
な
い
。
恐
ら
く
日
本
に
於
い
て
も
新
旧
の
文
学
流
派
の
敵
対
関
係
が
激
し
く
存
在
し
て
い
る
だ
ろ

う
が
、
し
か
し
双
方
の
中
に
同
じ
深
い
民
族
的
価
値
（m

êm
es valeurs raciales et profondes

）
を
私
は
感
じ
る
。
そ
れ
ら
の
価
値
は
、
本
質
的

に
で
は
な
く
、
多
様
な
作
用
を
も
た
ら
す
故
に
対
立
し
て
い
る
の
だ
。
例
え
ば
と
く
にH

ugo

の
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
者
がR

acine

やM
olière

ほ

ど
に
は
全
く
フ
ラ
ン
ス
精
神
の
特
徴
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
の
に
対
し
、
蒲
原
有
明
や
北
原
白
秋
の
よ
う
な
象
徴
主
義
者
或
い
は
印

象
主
義
者
が
、
か
つ
て
和
歌
や
俳
句
を
念
入
り
に
作
っ
た
古
い
詩
人
達
ほ
ど
に
日
本
精
神
を
代
表
し
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。（
中
略
）

新
体
詩
の
作
者
達
は
、
古
い
詩
人
達
と
全
く
同
様
に
、
日
本
的
な
心
の
根
底
そ
の
も
の
（le fond m

êm
e du cœ

ur japonais

）
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
汲
み
上
げ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
彼
ら
の
作
品
に
或
る
永
遠
の
香
り
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
先
行
す
る
作
品
と
異
な
る
の
は
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
て
、
そ
の
樹
液
、
血
液
で
は
な
い
。
私
を
感
動
さ
せ
る
の
は
そ
の
こ
と
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
ら
の
核

心
に
あ
る
民
族
的
な
特
性
（les qualités raciales

）
が
、
よ
り
自
由
で
新
し
い
形
式
の
下
で
現
れ
る
た
め
に
数
世
紀
を
か
け
て
自
ら
を
練
り
上
げ

て
き
た
の
で
あ
る
。

　

右
の
一
節
に
は
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
日
本
近
代
詩
「
偏
愛
」
の
基
底
を
な
す
認
識
が
判
然
と
告
げ
ら
れ
て
い
よ
う
。
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
が
日
本
の
近
代
詩

の
裡
に
見
出
し
て
い
る
の
は
、
民
族
的
特
質
や
伝
統
に
深
く
根
差
し
た
、
そ
れ
故
フ
ラ
ン
ス
詩
と
は
全
く
異
質
の
独
自
性
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
認
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識
は
、
以
下
に
続
く
個
別
の
詩
人
論
を
堅
固
に
支
え
る
分
析
の
枠
組
み
と
し
て
機
能
し
て
も
い
る
。
例
え
ば
、
蒲
原
有
明
の
詩
「
水
禽
」
に
、
西
欧
文
学

に
は
到
底
及
び
難
い
「
完
全
な
静
寂
」「
絶
対
の
静
寂
」
を
看
取
し
つ
つ
、
そ
の
背
後
に
「
仏
教
的
静
寂
が
父
祖
伝
来
の
も
の
と
し
て
彼
の
裡
に
あ
り
、

そ
れ
は
日
本
人
の
古
来
の
精
神
的
遺
産
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
彼
ら
に
於
い
て
は
民
族
的
特
性
と
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
眼
に
そ
れ
は
叡
智
と

一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
」
を
指
摘
す
る«Yum

ei K
am

bara»

、
北
原
白
秋
の
詩
に
於
い
て
「
技
巧
が
直
感
と
緊
密
に
混
じ
り
合
っ
て
お
り
、
そ
の
総
体

が
自
然
で
不
可
分
の
一
つ
の
全
体
を
形
成
し
て
い
る
」
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
読
者
は
「
そ
の
詩
が
書
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
植
物
が
花
を
咲
か
せ
る

よ
う
に
、
自
然
に
生
ま
れ
出
た
も
の
」
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
を
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
及
び
ヴ
ァ
レ
リ
イ
と
の
比
較
を
と
お
し
て
確
認
し
、「
深
み
か
ら
汲

み
上
げ
た
光
を
自
然
に
放
射
す
る
」
そ
の
営
為
を
フ
ラ
ン
ス
近
代
詩
と
は
対
照
的
な
「
魔
術
的
創
造
」
と
し
て
提
示
す
る«H

akushu K
itahara»

、
ま
た

川
路
柳
虹
の
詩
に
於
け
る｢

魂｣
｢

主
題｣

｢

言
葉｣

が
孕
む«sim

plicité»

の
裡
に
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
詩
が
獲
得
し
得
な
か
っ
た
「
美
質
」
を
見
出
し
、

そ
れ
を
「
日
本
の
民
族
的
な
、
普
遍
の
価
値
」
の
優
れ
た
具
現
化
と
し
て
評
価
す
る«R

yuko K
aw

aji»

等
、
そ
れ
ら
は
何
れ
も
同
型
的
な
論
理
の
構
図

に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
の
対
比
に
於
い
て
「
作
者
生
来
の
風
土
」
に
胚
胎
し
た
幻
想
の
特
異
性
を
強
調
す
る
既
述
の
朔
太
郎
論
も
同
断

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
詩
人
論
は
、
民
族
性
や
伝
統
に
由
来
す
る
日
本
的
特
殊
性
の
土
壌
か
ら
生
成
し
た
多
様
で

個
性
的
な
詩
的
世
界
の
諸
相
を
提
示
す
る
こ
と
に
そ
の
趣
旨
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
エ
ッ
セ
イ
の
末
尾
に
は
、「
実
際
、
日
本
の
詩
の
奇
跡
が

存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
才
能
の
多
数
性
と
多
様
性
、
精
神
及
び
表
現
手
法
の
自
由
と
多
彩
さ
は
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。
あ
ら

ゆ
る
流
派
、
あ
ら
ゆ
る
印
象
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
あ
ら
ゆ
る
感
受
性
と
観
念
、
新
し
い
道
徳
的
社
会
的
価
値
と
同
様
に
古
い
日
本
が
そ
こ
に
見
事
に
示
さ
れ

て
い
る
。」
と
い
う
一
節
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
前
引
の
エ
ッ
セ
イ
冒
頭
部
と
も
呼
応
し
な
が
ら
、「
同
じ
深
い
民
族
的
価
値
」
を
共
有
し
つ
つ
個
々

の
詩
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
な
詩
の
実
現
を
果
た
し
て
い
る
日
本
近
代
詩
の
多
様
性
を
改
め
て
確
認
す
る
発
言
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。〈
協
訳
〉
の

テ
ク
ス
ト
に
関
与
す
る
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
を
最
も
根
底
に
於
い
て
導
い
て
い
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
既
述
の
如
く
日
本

の
近
代
詩
に
関
し
て
殆
ど
無
知
の
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
読
者
に
差
し
出
さ
れ
る
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
於
い
て
選
択
さ
れ
た
一
つ
の
翻
訳
態

度
│
│
同
時
期
に
出
版
さ
れ
て
い
た
も
う
一
冊
の
日
本
近
代
詩
フ
ラ
ン
ス
語
翻
訳
選
集G

. B
onneau, A

nthologie de la Poésie Japonaise 

と
は
全
く
異

な
）
14
（る
、«foregnization （
異
質
化
、
異
国
化
）»

と
し
て
の
翻
訳
の
方
法）　

　

15
（

を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
な
民
族
性
や
伝
統
に
根
差
し
た
日
本
の
固
有
性
を
強
調
す
る
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
認
識
は
、
実
は
既
に
一
九
三
五
年
の
時
点
で
語
り
出
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
松
尾
邦
之
助
が
上
梓
し
た
日
本
文
学
史H

istoire de la L
ittérature Japonaise des tem

ps archaïque à 1935 （Société française 

d ’éditions littéraires et techniques, 1935

）
巻
頭
に
寄
せ
た“P

réface ”

に
於
い
て
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
は
「
西
欧
文
明
と
の
接
触
や
様
々
の
思
想
の
争

い
の
中
で
、
日
本
の
精
神
は
そ
の
生
来
の
特
質
と
い
う
宝
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
人
々
の
懸
念
に
対
し
て
、
以
下
の
如
く
主
張
す

る
。

日
本
は
確
か
に
西
欧
化
し
て
い
る
が
、
し
か
し
決
し
て
そ
の
過
去
を
捨
て
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
、
芸
術
と
文
学
が
そ
の
比
類
な
い
誉
れ
で
あ
る
数
々
の
奥
深

い
不
変
の
美
徳
を
踏
み
に
じ
っ
て
も
い
な
い
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
民
族
が
遠
い
過
去
の
時
代
の
繊
細
な
特
質
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
本
来
の
そ
れ
自

身
で
あ
り
続
け
つ
つ
、
現
代
的
で
あ
る
と
い
う
、
日
本
の
奇
蹟
で
あ
る
。
そ
う
し
た
驚
く
べ
き
能
力
は
、
ス
ム
ラ
ー
ル
氏
に
よ
っ
て
、
彼
のH

is-

toire de la L
ittérature japonaise

の
中
で
、
極
め
て
的
確
に«une adaptation créatrice

（
創
造
的
換
骨
奪
胎
）»

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ

の
通
り
な
の
だ
。

　

こ
こ
に
披
瀝
さ
れ
て
い
る
の
は
、西
欧
化
の
道
を
進
む
日
本
が
し
か
も
な
お
伝
統
的
特
質
を
失
う
こ
と
な
く
保
持
し
続
け
て
い
る
こ
と
の
強
調
で
あ
り
、

ま
た
そ
う
し
た
驚
嘆
に
値
す
る
事
態
を
可
能
と
し
た
「
創
造
的
換
骨
奪
胎
」
と
い
う
「
民
族
的
特
質
」（L

e génie racial du Japon, que nous conden-

sons dans cette form
ule: «l ’adaptation créatrice»

）
の
指
摘
で
あ
る
。
文
中
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の«l ’adaptation créatrice»

と
は
ア
ル

フ
レ
ッ
ド
・
ス
ム
ラ
ー
ルA

lfred Sm
oular

の
見
解
に
基
づ
く
。France

-Japon

第
二
号
（novem

bre 1934

）
に
掲
載
さ
れ
た“Introduction à la L

it-

térature Japonaise ”

に
於
い
て
、
ス
ム
ラ
ー
ル
は
日
本
の
文
明
を
根
本
的
に
変
容
さ
せ
た
出
来
事
と
し
て
中
国
文
明
の
移
入
及
び
仏
教
の
伝
来
を
挙
げ

た
上
で
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

し
か
し
な
が
ら
日
本
は
単
に
受
容
す
る
こ
と
に
甘
ん
じ
た
訳
で
は
な
い
。
即
ち
ニ
ッ
ポ
ン
の
性
格
の
独
自
性
を
な
す
特
徴
的
な
諸
形
態
に
従
っ
て
、
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換
骨
奪
胎
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
仏
教
は
、
そ
の
思
想
体
系
は
保
存
し
な
が
ら
、
し
か
し
こ
の
列
島
の
民
族
と
の
接
触
の
中
で
、
厭
世
主
義
的
な

も
の
か
ら
楽
天
主
義
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
換
骨
奪
胎
は
日
本
人
に
於
い
て
真
の
創
造
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
文
学
、
と
く
に
詩
に
於

い
て
確
認
さ
れ
る
。
英
国
と
同
様
の
地
理
的
な
位
置
が
、
そ
の
住
人
に
よ
っ
て
常
に
護
ら
れ
て
き
た
楽
天
性
や
素
朴
さ
、
粘
着
性
と
と
も
に
、
そ
う

し
た
創
造
的
換
骨
奪
胎
が
極
め
て
自
由
に
開
花
す
る
こ
と
（cette adaptation créative de s ’épanouir si librem

ent

）
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

外
来
の
文
化
や
思
想
を
日
本
独
自
の
形
に
「
換
骨
奪
胎
」
し
て
日
本
固
有
の
文
化
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
う
し
た
認
識
が
、
天
心
岡
倉
覚
三
の
指
摘
す

る«the singular genius of the race
（
日
本
民
族
の
不
思
議
な
天
性
）»

と
し
て
の«A

dvaitism

（
不
二
元
論
）»

│
│«that spirit of living A

dvaitism
 

w
hich w

elcom
es the new

 w
ithout losing the old

（
古
い
も
の
を
失
う
こ
と
な
し
に
新
し
い
も
の
を
歓
迎
す
る
不
二
元
論
の
生
き
生
き
と
し
た
精
神
）»

（“T
he R

ange of Ideals ”, K
akuzô O

kakura, T
he Ideals of the E

ast, （John M
urray, 1903

））　
　

16
（

）
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
岡
倉
天

心
の
主
要
著
作
は
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
既
に
仏
訳
さ
れ
て
お

）
17
（り

、France
-Japon

の
中
で
も
度
々
そ
の
名
が
言
及
さ
れ
て
い

）
18
（た

。
ま

た
「
特
に
岡
倉
天
心
の
業
績
は
、
日
本
人
に
よ
つ
て
も
も
つ
と
高
く
評
価
さ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
、
カ
ク
ゾ
オ
・

オ
カ
ク
ラ
の
世
界
的
業
績
を
日
本
人
の
間
に
宣
伝
す
べ
く
努
め
て
来
た
が
、（
中
略
）
西
洋
の
イ
ン
テ
リ
で
多
少
と
も
東
洋
に
関
心
を
持
つ
た
者
は
、
み

な
カ
ク
ゾ
オ
・
オ
カ
ク
ラ
を
知
つ
て
ゐ
る
許
り
か
、
日
本
の
軍
国
主
義
的
侵
略
国
と
し
て
の
汚
名
を
濯
ぐ
べ
く
彼
が
ど
れ
だ
け
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
ゐ

た
か
は
井
戸
底
の
蛙
の
様
な
日
本
人
に
は
分
か
ら
な
い
。」
と
い
う
松
尾
邦
之
助
の
証
言
（
前
掲
『
フ
ラ
ン
ス
放
浪
記
』）
も
残
さ
れ
て
い
る
。
天
心
を
淵

源
と
す
る
こ
う
し
た
日
本
観
が
、
ス
ム
ラ
ー
ル
を
介
し
て
、
既
述
の
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
認
識
の
確
固
た
る
支
盤
を
な
す
に
至
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
松
尾
の
指
摘
す
る
当
時
の
「
西
洋
」
に
於
け
る
天
心
受
容
を
踏
ま
え
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
日
本
観
は
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
が
一
人
固

有
に
保
持
し
た
思
考
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
寧
ろFrance

-Japon

誌
上
に
於
い
て
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
認
識
で
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
「
日
本
的
精
神

の
根
本
的
な
特
徴
は
、
そ
の
可
塑
性
に
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
強
烈
な
も
の
が
そ
こ
に
痕
跡
を
残
す
。
そ
の
歴
史
に
於
い
て
、
ま
た
今
日
も
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
、
日
本
人
は
、
新
し
い
も
の
、
彼
に
と
っ
て
未
知
の
も
の
、
強
い
印
象
を
与
え
る
も
の
に
身
も
心
も
委
ね
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
後
に
同
化
で

き
な
い
諸
要
素
を
排
除
し
て
、
そ
の
国
民
的
特
質
に
合
わ
せ
て
彼
に
適
し
て
い
る
も
の
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
生
み
出
す
の
を
覚
悟
の
上
で
の
こ
と
だ
。」
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と
指
摘
す
るL

. de H
over, “L

e B
ouddhism

e  Japonais de Sir C
harles E

liot ”

（no9, juin 1935

）
や
「
ハ
ー
ン
が
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
、
そ
の
変

容
に
も
拘
わ
ら
ず
、
古
い
日
本
は
死
ぬ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
芸
術
や
信
仰
、
そ
の
民
族
の
心
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
」
と
述
べ
るF. 

B
éghian, “Sur L

afcadio H
earn ”

（no23, nov. 1937

）、「
日
本
人
は
独
自
性
を
欠
い
て
お
り
、
幾
つ
も
の
時
代
を
通
し
て
中
国
や
朝
鮮
、
西
洋
か
ら
借

り
た
幾
枚
も
の
古
着
で
身
を
飾
っ
て
き
た
と
し
ば
し
ば
非
難
さ
れ
た
。
し
か
し
少
な
く
と
も
詩
に
於
い
て
彼
ら
は
独
占
的
な
独
創
性
を
備
え
て
い
る
し
、

神
話
の
時
代
か
ら
何
一
つ
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
承
認
し
よ
う
。」
と
主
張
す
るJ.C

. B
atel, “L

a Poésie Japonaise ”

（no.28, avril 1938

）
そ
の
他
、

同
趣
旨
の
発
言
は
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
、
日
本
の
中
国
大
陸
侵
攻
と
い
う
事
態
を
背
景
に
好
戦
的
な
軍
事
国
家
、「
軍

国
主
義
的
侵
略
国
」（
松
尾
）
と
し
て
の
日
本
イ
メ
ー
ジ
が
西
欧
に
広
が
る
中
で
、
日
仏
の
文
化
交
流
及
び
相
互
理
解
の
促
進
を
目
的
と
す
る
雑
誌

France
-Japon

に
於
い
て
日
本
文
学
・
文
化
を
擁
護
す
る
際
の
通
例
の
語
り
の
文
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
同
誌
が
描
き
出
す
そ
う

し
た
日
本
像
が
、
当
時
の
日
本
に
よ
る
対
外
的
文
化
宣
伝
の
手
法）　

　

19
（

と
も
呼
応
す
る
側
面
を
確
実
に
備
え
て
い
た
こ
と
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
複
数
の
文
脈
は
、
松
尾
と
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
の
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
の
成
立
に
、
時
代
の
状
況
と
の
相
関
乃
至
は
交
差
と
い
う

問
題
も
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ばA

nthologie des Poètes japonais contem
porains

と
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
フ
ラ
ン

ス
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
日
本
文
学
翻
訳
の
成
立
に
関
与
す
る
多
元
的
な
シ
ス
テ
ム
の
所
在
を
窺
わ
せ
る
テ
ク
ス
ト
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
が
、
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
、
西
欧
の
読
者
に
如
何
に
受
容
さ
れ
た
の
か
│
│
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
極

め
て
困
難
と
言
う
他
な
い
。
本
書
公
刊
の
翌
月
と
な
る
一
九
三
九
年
六
月
の
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
パ
リ
空
襲
に
続
き
、九
月
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
、

フ
ラ
ン
ス
は
戦
渦
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
以
後
忘
れ
去
ら
れ
た
ま
ま
と
な
る
不
遇
な
運
命
を

強
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

注

（
1
）　

本
書
に
は
近
代
詩
の
他
、
近
代
の
短
歌
・
俳
句
と
し
て
、
正
岡
子
規
以
下
十
一
名
の
短
歌
八
十
六
首
、
内
藤
鳴
雪
他
八
名
の
俳
人
の
作
五
十
六
句
の
翻
訳
も
併
収
さ
れ
て
い
る
。



〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
│
│K

uni M
atsuo et Steinilber

-O
berlin, A

nthologie des Poètes japonais contem
porains

を
め
ぐ
っ
て
│
│
（
佐
藤
）

31

（
2
）　

ボ
ノ
ー
の
訳
書
に
先
行
す
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
、M

ichel R
evon, A

nthologie de la L
ittérature Japonaise des O

rigines au X
X

e siècle （D
elagrave, 1923

） 

が
出
版
さ
れ
て

い
る
が
、
同
書
の“VIII. -È

R
E

 D
E

 M
É

IJI ”

の
第
II
章
《L

A
 P

O
É

SIE

》
に
近
代
詩
の
翻
訳
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
ボ
ノ
ー
に
よ
る
日
本
近
代
詩
の
翻
訳
に
関
し
て
は
、
拙

稿
「
一
九
三
〇
年
代
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
二
冊
の
日
本
詩
翻
訳
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
」（
日
本
比
較
文
学
会
編
『
越
境
す
る
言
の
葉
』
彩
流
社
、
二
〇
一
一
・
六
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
例
え
ば
集
中
に
収
め
ら
れ
た
蒲
原
有
明
の“Trois visages de l ’hiver ”

は
「
冬
三
趣
」
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
は
『
現
代
日
本
詩
集
・
現
代
日
本
漢
詩
集
』

初
出
で
あ
り
、
本
書
が
訳
出
の
際
の
底
本
と
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
他
の
翻
訳
底
本
と
し
て
、
北
原
白
秋
・
三
木
露
風
・
川
路
柳
虹
に
関
し
て
は
現
代
詩
人
全
集
第
五
巻
『
北

原
白
秋
集
／
三
木
露
風
集
／
川
路
柳
虹
集
』（
新
潮
社
、
昭
和
四
・
七
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
更
に
丸
山
薫
他
一
部
の
詩
人
に
つ
い
て
は
、『
日
本
現
代
詩
選
』（
金
星
堂
、
昭
和
五
・

四
）
や
明
治
大
正
文
学
全
集
第
三
六
巻
『
詩
篇
』（
春
陽
堂
、
昭
和
六
・
一
二
）
等
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
も
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

（
4
）　

松
尾
邦
之
助
『
風
来
の
記
』（
読
売
新
聞
社
、
昭
和
四
五
・
七
）、
89
頁
。

（
5
）　

後
述
の
よ
う
に
松
尾
が
関
与
し
た
先
行
の
イ
タ
リ
ア
語
訳
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
も
全
く
同
じ
七
篇
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、本
〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
は
そ
の
選
択
を
踏
襲
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
同
時
に
、
本
書
に
於
い
て
一
詩
人
に
割
か
れ
る
紙
面
は
七
頁
程
で
あ
り
、
収
録
の
詩
篇
数
は
そ
う
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
特
有
の
紙
幅
上
の
制
約
の
問
題
も
関
わ
っ
て
い
る
。

（
6
）　

原
詩
の
引
用
は
、
翻
訳
の
際
の
底
本
と
さ
れ
た
『
現
代
日
本
詩
集
』
所
収
本
文
に
拠
る
。

（
7
）　
「
艶
め
か
し
い
墓
場
」
は
、
翻
訳
底
本
に
於
い
て
全
一
連
の
形
式
と
な
っ
て
い
る
が
、
朔
太
郎
『
青
猫
』
所
収
本
文
は
、
十
三
行
目
で
連
が
改
め
ら
れ
る
二
連
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

ア
リ
ュ
ー
訳
は
そ
れ
に
従
っ
た
形
式
と
な
っ
て
い
る
。

（
8
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
は
、
後
述
の
日
本
近
代
詩
人
論“Poètes japonais d ’aujourd ’hui, Im

pressions et R
éflexions ”

に
於
い
て
、«Il convient d ’ajouter que, dès 

1937, M
. L

ionello Fuim
i fit paraître, en langue italienne, un recueil intitulé Poeti G

iapponesi d ’O
ggi, d ’après les traductions de M

. K
uni M

atsuo.»

と
明
記
し
て
い
る
。

な
お
こ
の
共
同
翻
訳
に
関
し
て
松
尾
は
数
多
く
の
回
想
記
の
中
で
も
〈
協
訳
〉
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
は
い
な
い
。

（
9
）　

末
尾
二
行
に
関
し
て
は
、
前
置
詞«con»

が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
私
」
が
「
君
」
と
同
様
に
こ
の
墓
場
の
世
界
、
そ
の
「
魅
力
的
で
、
ね
ば
ね
ば
と
し
た
こ
の
大
気
」
に
同

化
し
た
状
況
の
中
で
「
憂
鬱
」
の
思
い
に
浸
り
続
け
る
姿
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
原
詩
の
解
釈
、
そ
し
て
一
篇
の
訳
詩
と
し
て
の
意
味
的
整
合
性
へ
の
配
慮
に
於
い
て
成

立
し
た
表
現
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
な
お
〈
協
訳
〉
の
テ
ク
ス
ト
に
於
い
て
も
こ
の
部
分
の
原
詩
理
解
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
現
存
す
る
主
要
詩
人
と
し
て
、
蒲
原
有
明
、
北
原
白
秋
、
川
路
柳
虹
、
萩
原
朔
太
郎
、
日
夏
耿
之
介
、
西
条
八
十
の
六
名
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）　

France
-Japon

は
、日
仏
同
志
会
（C

om
ité Franco

-Japonais

）
の
機
関
誌
と
し
て
、一
九
三
四
年
か
ら
一
九
三
九
年
に
か
け
て
全
四
十
九
冊
発
行
さ
れ
た
日
仏
文
化
交
流
誌
で
あ
り
、

編
集
は
松
尾
邦
之
助
と
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ス
ム
ラ
ー
ルA

lfred Sm
oular

が
担
当
し
た
。
な
お
同
誌
か
ら
の
引
用
は
全
て
和
田
桂
子
監
修
（
復
刻
版
）『France

-Japon

』（
ゆ
ま
に

書
房
、
二
〇
一
一
・
一
〇
）
に
拠
る
。
ま
た
同
誌
に
関
し
て
は
、
和
田
桂
子
・
松
崎
碩
子
・
和
田
博
文
編
『
満
鉄
と
日
仏
文
化
交
流
誌
『
フ
ラ
ン
ス
・
ジ
ャ
ポ
ン
』』（
ゆ
ま
に
書
房
、

二
〇
一
二
・
九
）
が
多
様
な
角
度
か
ら
考
察
を
加
え
て
い
る
。

（
12
）　

本
〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
に
於
い
て
、
原
詩
五
・
六
行
目
「
さ
う
し
て
朦
朧
と
し
た
柳
の
か
げ
か
ら
／
や
さ
し
い
待
び
と
の
す
が
た
が
見
え
る
よ
。」
は«P

uis, de l ’om
bre du saule, 

confuse et voilée, / surgit l ’im
age d ’une am

ie attendue, charm
ante et attirante.»

と
訳
出
さ
れ
る
。
即
ち
こ
こ
で«O

ura»

は
、
実
在
す
る
存
在
な
ら
ぬ
、
実
体
を
持
た
な
い

«im
age»

と
し
て
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
。

（
13
）　

そ
う
し
た
両
者
の
対
照
化
は
、
こ
の
朔
太
郎
論
末
尾
の
一
節
に
於
い
て
も
、「
萩
原
朔
太
郎
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
庭
に
自
然
に
（naturellem

ent

）
生
え
た
一
本
の
花
で
あ
り
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
は
萩
原
朔
太
郎
が
自
分
の
温
室
で
不
自
然
に
﹇
人
工
的
に
﹈（facticem

ent

）
育
て
た
と
思
う
一
本
の
花
な
の
だ
。」
と
い
う
評
言
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
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（
14
）　

ボ
ノ
ー
の
翻
訳
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
注
（
2
）
に
掲
出
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）　

«foregnization»

と
し
て
の
翻
訳
の
方
法
に
関
し
て
は
、L

aw
rence Venuti, T

he Translator ’s Invisibility 

（R
outledge, 2008

）
参
照
。
な
お
松
尾
邦
之
助
が
、「
現
代
的
な
日
本

文
学
を
そ
の
ま
ゝ
外
国
語
に
翻
訳
す
る
と
、
必
ず
、
ど
こ
か
か
ら
誰
か
に
、
あ
れ
は
、
ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
模コ
ピ
ー写

だ
と
か
、
ピ
ラ
ン
デ
ロ
だ
と
か
、
イ
ブ
セ
ン
だ
と
か
、
云
は
れ
る
危
険

が
あ
つ
た
。
現
に
綺
堂
の
『
修
善
寺
物
語
』
に
し
て
も
、
事
件
は
伊
豆
の
修
善
寺
と
云
ふ
西
洋
と
は
何
等
無
関
係
の
小
さ
い
日
本
の
温
泉
地
の
物
語
り
に
過
ぎ
な
い
が
、
狙
つ
て
ゐ

る
あ
の
芝
居
の
テ
ー
マ
は
、
或
伊
太
利
作
家
の
も
の
と
同
然
だ
と
パ
リ
の
某
文
芸
記
者
に
云
は
れ
た
。
こ
の
時
初
め
て
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ン
が
『
修
善
寺
物
語
』
よ
り
も
、
綺
堂
の
『
俳

諧
師
』
の
方
が
、
パ
リ
の
優
れ
た
識
者
を
駭
か
し
た
ら
う
と
云
つ
た
気
持
が
、
よ
く
分
つ
た
。『
俳
諧
師
』
の
静
寂
な
凄
味
は
、
更
に
独
創
的
で
、
日
本
的
で
、
ヂ
イ
ド
の
所
謂
、「
稀

な
も
の
の
持
つ
自
然
さ
」
で
あ
り
、『
修
善
寺
』
な
ぞ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
気
品
を
持
つ
た
芸
術
品
で
あ
る
と
思
つ
た
。」
と
記
し
て
い
る
（『
フ
ラ
ン
ス
放
浪
記
』）
の
は
、
こ
の

問
題
に
関
わ
る
貴
重
な
発
言
と
言
え
よ
う
。
ま
た
本
〈
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
〉
の
翻
訳
に
於
い
て
、
朔
太
郎
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
表
現
が
全
て
原
音
の
ロ
ー
マ
字
表
記
に
よ
る
所
謂
音
訳

（transliteration

）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、«foregnization»

と
し
て
の
翻
訳
の
一
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
16
）　
『
東
洋
の
理
想
』
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
も
見
出
さ
れ
る
│
│«To rem

ain true to herself, notw
ithstanding the new

 colour w
hich the life of a m

odern nation forces her to 

assum
e, is, naturally, the fundam

ental im
perative of that A

dw
aita idea to w

hich she w
as trained by her ancestors.»

（“T
he M

eiji Period ”

）（「
近
代
国
家
の
生
活
が
日

本
に
余
儀
な
く
纏
わ
せ
る
新
し
い
色
合
に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
己
に
忠
実
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
が
、
本
来
、
こ
の
国
が
先
祖
達
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
たA

dw
aita

の
思
想
の
根

本
的
至
上
命
令
な
の
で
あ
る
。」）。

（
17
）　

仏
訳
さ
れ
た
岡
倉
天
心
の
主
要
著
作
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。O

kakura K
akuzo, L

es Idéaux de l ’O
rient / L

e R
éveil du Japon, traduction de Jenny Serrus 

（Payot, 
1917

）;
O

kakura K
akuzo, L

e L
ivre du thé, traduction de G

abriel M
ourey （A

. D
elpeuch, 1922

）.　

な
お
本
文
中
及
び
注
（
16
）
に
引
用
し
た
『
東
洋
の
理
想
』
の
一
節
は
、

右
の
仏
訳
で
は
以
下
の
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
│
│«le singulier génie de sa race le porte à m

éditer sur toutes les phases des idéaux du passé, avec cet esprit de 

vivant adavaitism
e qui accueille le nouveau, sans renoncer aux anciennes traditions.»

（“L
a C

haîne de faîte des Idéaux ”

）;
«D

em
eurer fidèle à lui -m

êm
e, m

algré la 

couleur nouvelle que la vie d ’une nation m
oderne l ’oblige à prendre, voilà pour le Japon l ’im

pératif catégorique de l ’idée d ’A
dvaïta qui lui fut inculquée par ses 

ancêtres.»

（“P
ériode M

eiji ”

）

（
18
）　

一
例
と
し
て
、T

he B
ook of Tea 

（Fox D
uffiled &

 C
ie, 1906

） 

の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
者
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ム
ー
レ
イ
は
、“O

kakura K
akuzo ”

（no. 18, jan. -fév. 1937

）, “O
kakura 

K
akuzo et le Japonism

e en France ”

（no.37, jan. 1939

）
の
二
篇
の
論
考
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
19
）　

例
え
ば
一
九
三
九
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会
に
於
け
る
日
本
館
の
宣
伝
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は«C

hangeless, T
im

eless Japan . . . its enduring charm
 

takes its place naturally in “T
he W

orld of Tom
orrow

”»

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
吉
田
光
邦
編
『
図
説　

万
国
博
覧
会
史
』（
思
文
閣
出
版
、

一
九
八
五
・
三
）
掲
載
の
図
版
を
参
照
さ
れ
た
い
（

174
頁
）。
ま
た
こ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
博
覧
会
に
つ
い
て
は
、
山
本
佐
恵
『
戦
時
下
の
万
博
と
「
日
本
」
の
表
象
』（
森
話
社
、

二
〇
一
二
・
四
）
が
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。
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Texte traduit en collaboration─ autour de Anthologie des Poètes japonais contem-
porains, traduction de Kuni Matsuo et Steinilber-Oberlin─

Nobuhiro Sato

　　L’Anthologie des Poètes japonais contemporains （Mercure de France, 1935）, traduite en collabo-
ration par Kuni Matsuo et Steinilber-Oberlin, est un recueil de poèmes de l’époque moderne.　La 
plupart des poètes de l’ère de Meiji jusqu’au début de celle de Shôwa y étant présents, cette anthol-
ogie occupe une place importante dans l’histoire de la réception des poèmes japonais par l’Occident. 
Pour cette traduction en collaboration, Matsuo les a d’abord traduits en français d’une manière 
littéraire ; Oberlin les a ensuite adaptés en tenant compte du point de vue des lecteurs européens. 
Les traductions ont par conséquent quelques particularités.　Sous cet angle, cet article a pour 
objectif d’analyser principalement les vers traduits de Sakutarô Hagiwara.


