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芭
蕉
発
句
の
中
国
語
訳
試
論

―
二
句
四
言
へ
の
翻
訳
嘗
試
―

胡　
　
　

文　

海

一
、
は
じ
め
に

　

文
学
の
結
晶
と
も
言
え
る
詩
歌
は
社
会
現
象
の
描
写
で
は
な
く
、
自
然

や
私
生
活
の
中
に
あ
る
詠
嘆
の
言
葉
を
独
白
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
常
言

語
と
比
べ
て
、
詩
歌
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
は
柔
軟
で
あ
り
な
が
ら
、
指
示

機
能
も
よ
り
一
層
豊
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
葉
を
基
本
と
す
る
詩
歌
は

特
定
の
言
語
環
境
の
下
で
し
か
、
そ
の
言
語
機
能
を
十
分
に
果
た
せ
な
い

以
上
、
異
言
語
に
置
き
換
え
れ
ば
、
表
面
上
の
意
味
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、

詩
的
働
き
が
弱
ま
っ
て
く
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
れ
こ
そ
詩
の
翻
訳
に

お
け
る
一
番
の
難
題
で
あ
る
。

　

客
観
的
な
写
実
描
写
を
通
じ
、
日
本
人
の
季
節
情
緒
を
織
り
込
み
、
奥

ゆ
か
し
い
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
松
尾
芭
蕉
の
発
句
は
、
中
国
人
に
も

愛
読
さ
れ
、
そ
の
発
句
に
対
す
る
翻
訳
も
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
し
か
し
一

方
、
発
句
と
い
う
短
い
詩
形
の
中
に
具
象
的
も
し
く
は
抽
象
的
に
表
現
さ

れ
た
感
情
や
境
地
は
、
異
質
の
文
化
的
背
景
を
持
つ
外
国
人
に
と
っ
て
は

理
解
し
が
た
く
、
異
言
語
へ
置
き
移
す
の
は
更
に
難
し
い
。
現
存
の
翻
訳

作
品
に
も
そ
れ
ぞ
れ
一
長
一
短
が
あ
り
、
季
語
の
色
彩
、
余
韻
の
奥
深
さ

な
ど
を
損
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
従
っ
て
、
本
論
文
で

は
、
主
に
こ
れ
ら
の
翻
訳
の
、
優
れ
て
い
る
点
と
足
り
な
い
点
を
捉
え
、

既
存
の
芭
蕉
発
句
の
中
国
語
訳
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
ま
た
実
際
に
二

句
の
四
言
詩
の
形
で
翻
訳
を
試
み
た
い
。
し
か
し
、
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、

合
理
的
な
翻
訳
方
法
の
提
出
で
は
な
く
、
発
句
の
裏
に
あ
る
日
中
間
の
文

化
相
違
に
対
す
る
深
い
理
解
で
あ
る
。
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二
、
発
句
の
翻
訳
に
つ
い
て

　

詩
歌
の
翻
訳
は
文
学
翻
訳
の
一
部
分
な
の
で
、
原
作
が
反
映
し
て
い
る

社
会
生
活
の
本
質
と
そ
の
境
地
の
再
現
に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
詩
の
翻
訳
は
、
詩
人
が
創
造
し
た
言
語
現
実
に
対
応
す
る
も
の
を
、
自
力

で
創
造
す
る
仕
事
と
な
る）

1
（

。」
と
平
子
義
雄
は
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
翻
訳

の
過
程
に
お
い
て
、
訳
者
が
自
分
の
能
動
性
と
創
造
力
を
生
か
し
、
訳
す

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
訳
者
は
主
体
的
に
、
自
分
自
身
の
知
識
、
文
化
認

識
を
通
し
て
、
原
作
を
理
解
し
た
う
え
で
、
創
作
活
動
（
原
作
を
忠
実
す

る
上
で
）
を
行
う
。
こ
れ
は
、
翻
訳
作
品
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
に
す
る

過
程
で
あ
る
。
同
時
に
、
詩
歌
の
翻
訳
に
お
い
て
も
、
原
詩
の
内
容
と
精

神
を
十
分
に
分
析
し
、
自
分
の
創
造
力
を
生
か
し
、
翻
訳
活
動
を
行
う
べ

き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
訳
者
の
翻
訳
活
動
に
お
け
る
主
体
性
が
強
調
さ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
す
べ
て
の
創
作
活
動
は
原
作
の
境
地
や
余
韻
を
壊
さ

な
い
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。

　

総
じ
て
、
詩
歌
ま
た
発
句
の
翻
訳
原
則
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

原
作
の
形
式
に
拘
ら
ず
、
詩
人
の
思
想
並
び
に
風
格
を
き
ち
ん
と
理
解
し

た
う
え
で
、
訳
者
は
自
分
の
創
造
力
を
存
分
に
発
揮
し
て
、
翻
訳
活
動
を

行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
訳
語
の
表
現
習
慣
に
相
応
し
い
詩

歌
の
リ
ズ
ム
感
、
音
楽
性
を
賦
与
し
、
原
作
の
思
想
感
情
と
境
地
を
再
現

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

芭
蕉
の
発
句
が
中
国
に
伝
わ
っ
て
き
た
の
は
「
五
四
運
動
」
の
時
期
だ

と
考
え
ら
れ
、
多
く
の
学
者
が
翻
訳
を
試
み
た
。
一
九
二
〇
年
代
、
成
彷

吾
、
謝
六
逸
、
周
作
人
な
ど
を
は
じ
め
、
発
句
を
散
文
体
ま
た
は
口
語
体

で
訳
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
た
と
え
ば
、
謝
六
逸
は
芭
蕉
の
名
句
「
古

池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
を
と
」
を
「
靜
寂
的
池
塘
，
青
蛙
募
然
跳
進
去
，

水
的
声
音
啊
！）

2
（

」
と
訳
し
た
。

　

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
芭
蕉
の
翻
訳
は
よ
り
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。

非
定
型
論
を
出
張
し
た
林
林
は
『
日
本
古
典
俳
句
選
』
の
中
で
「
三
・
三
・

五
、
九
・
七
、
五
・
八
、
六
・
六
、
六
・
五
、
七
・
七
」
な
ど
総
計
三
十

七
の
形
式
で
翻
訳
を
行
っ
た
。
非
定
型
論
者
は
発
句
の
も
と
も
と
の
余
韻

を
大
切
に
し
、
詩
意
の
拡
大
を
最
大
限
に
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

一
方
、
原
句
の
余
情
を
保
っ
た
ま
ま
、
詩
歌
の
リ
ズ
ム
、
形
式
も
再
現

す
べ
き
だ
と
唱
え
る
学
者
も
少
な
く
な
い
。
彭
恩
華
は
『
日
本
俳
句
史
』

で
主
に
中
国
の
五
言
詩
、
七
言
詩
の
形
で
芭
蕉
の
発
句
を
翻
訳
し
た
。
ま

た
、
陸
堅
は
『
日
本
俳
句
与
中
国
詩
歌
―
関
于
松
尾
芭
蕉
文
学
比
較
研

究
』
と
い
う
本
の
中
で
、
も
と
も
と
の
発
句
と
同
じ
形
式
で
、
つ
ま
り
五

七
五
の
形
で
芭
蕉
の
発
句
を
訳
し
、
中
国
詩
歌
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も

分
析
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
リ
ズ
ム
を
重
視
す
る
松
浦
友
久
は
三
四
三
と

い
う
形
で
発
句
の
中
国
語
訳
を
行
う
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
各
翻
訳
者
そ
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れ
ぞ
れ
独
自
の
方
法
を
用
い
て
芭
蕉
の
発
句
を
中
国
に
紹
介
し
、
こ
れ
ら

の
翻
訳
経
験
か
ら
ま
と
め
あ
げ
た
理
論
及
び
方
法
な
ど
も
発
句
を
中
国
語

に
訳
す
際
の
貴
重
な
参
考
資
料
と
な
る
。

　

発
句
は
和
歌
と
は
異
な
り
、
名
詞
・
体
言
中
心
の
文
学
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
体
言
が
そ
れ
な
り
の
文
化
背
景
を
内
包
し
て
い
る
、
ま
た
和
歌
は

主
情
性
、
発
句
は
客
観
性
を
も
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
理
解
が
翻

訳
す
る
段
階
に
お
い
て
最
初
に
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
関
で
あ

る
。
そ
し
て
、
詩
的
言
語
は
日
常
言
語
と
は
異
な
り
、
リ
ズ
ム
感
を
重
ん

じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
翻
訳
作
品
に
音
楽
感
、
リ
ズ
ム
感
を
失
わ
ず
、
或
い

は
賦
与
さ
せ
る
の
が
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
、
詩
歌
文
学
に
は
、
形
式
と

い
う
拘
束
が
あ
る
が
、
詩
歌
の
精
神
、
詩
歌
の
余
情
な
ど
は
そ
の
独
特
の

形
式
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
翻
訳
す
る
際
、
忠
実
に

原
詩
と
等
し
い
形
式
を
再
現
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
筆
者
は
疑
念
を
抱
い

て
い
る
。
む
し
ろ
異
言
語
背
景
を
持
つ
読
者
に
な
じ
み
の
あ
る
形
式
に
変

容
す
る
の
が
無
難
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
現
存
の
翻
訳
作
品
に
つ
い
て

幾
つ
の
面
か
ら
詳
し
く
検
討
し
よ
う
と
思
う
。

三
、
詩
的
言
語
の
翻
訳

　

詩
的
言
語
と
い
う
の
は
音
韻
論
を
確
立
し
た
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
葉
で
、

い
わ
ば
文
学
的
言
語
で
あ
る
。
日
常
生
活
の
舞
台
に
お
け
る
言
語
は
主
に

意
思
伝
達
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
の
に
対
し
、
文
学
、
或
は
詩
に
お
け

る
言
語
の
価
値
は
言
葉
の
意
味
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
言
葉
の
調
べ
や
形

式
な
ど
に
も
念
を
押
す
必
要
が
あ
る
。

　
「
文
学
で
は
、
た
と
え
同
じ
単
語
や
言
い
回
し
が
使
わ
れ
て
い
て
も
、
そ

の
語
は
伝
達
の
言
表
に
現
れ
る
よ
り
も
遥
か
に
豊
か
な
感
情
や
表
象
を
喚

起
す
る
。
直
接
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
意
味
を
誘
発
し
た
り
、
新
し
い
意
味

を
形
成
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る）

3
（

。」
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
詩
は
表
象
に
富

み
、
詩
の
言
葉
は
現
実
を
そ
の
ま
ま
通
過
さ
せ
る
媒
体
で
は
な
く
、
む
し

ろ
作
者
自
身
の
意
思
、
そ
れ
に
存
在
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

詩
人
が
あ
る
特
定
の
言
葉
に
付
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
い
わ
ゆ
る
詩
的
言

語
を
他
の
表
現
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
容
易
に
で
き
ず
、
意
味
は
同
じ
だ

と
し
て
も
、
換
え
れ
ば
、
作
者
が
伝
え
よ
う
と
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
多
少

異
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
芭
蕉
の
名
句
「
閑
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉

の
声
」
は
、
初
案
で
は
「
山
寺
や
石
に
し
み
つ
く
蝉
の
声
」
で
あ
り
、
そ

し
て
「
淋
し
さ
の
岩
に
し
み
込
せ
み
の
声
」
に
改
作
し
、
推
敲
に
推
敲
を

重
ね
、
最
後
に
「
閑
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声
」
と
決
め
た
。「
乾
坤
の

変
は
風
雅
の
た
ね
也
と
い
へ
り
。
静
な
る
も
の
は
不
変
の
姿
也
。
動
な
る

も
の
は
変
也
。
時
と
し
て
と
め
ざ
れ
ば
と
ど
ま
ら
ず
。
止
る
と
い
ふ
は
見

と
め
聞
と
む
る
な
り
。
飛
花
落
葉
の
散
乱
る
も
、
そ
の
中
に
し
て
見
と
め
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聞
と
め
ざ
れ
ば
、
お
さ
ま
る
こ
と
な
し
。
そ
の
活
た
る
物
だ
に
消
て
跡
な

し）
4
（

。」
と
い
っ
た
動
と
静
の
関
係
か
ら
見
れ
ば
、
初
案
と
比
べ
る
と
、「
し

み
い
る
」
は
「
し
み
つ
く
」
よ
り
透
徹
の
感
が
あ
り
、
そ
し
て
「
閑
さ
や
」

と
い
う
言
葉
も
、
句
全
体
の
感
じ
を
締
め
く
く
り
、
後
ろ
の
「
岩
に
し
み

入
る
蝉
の
声
」
を
引
き
出
し
、
静
か
な
世
界
か
ら
さ
ら
に
高
次
な
世
界
へ

と
昇
華
さ
せ
た
。

　

こ
の
句
の
翻
訳
を
見
て
み
よ
う
。

静
寂
呀
，
蝉
声
滲
入
岩
石
。 

（
林
林
）

万
籁
俱
静
寂
，
却
有
蝉
声
驟
。
響
欲
穿
岩
石
，
惜
乎
難
永
奏
。 （
檀
可
）

寂
静
似
幽
冥
，
蝉
声
尖
厲
不
稍
停
，

透
石
中
鳴
。 

（
陸
堅
）

　
「
閑
さ
」
が
前
句
の
導
入
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
句
の
雰
囲
気
を

表
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
句
の
土
台
と
な
る
「
閑
さ
」
が
翻
訳
す

る
と
き
に
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
三
つ
の
翻
訳
で
は
「
静
寂
」
或
い

は
「
寂
静
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
閑
さ
」
を
訳
出
し
た
。『
辞

海
』
に
よ
る
と
「
静
寂
」
は
「
静
か
で
、
い
さ
さ
か
の
音
も
し
な
い
」
と

い
う
意
味
で
、「
閑
さ
」
と
よ
く
対
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

「
閑
さ
」
と
い
う
語
は
単
な
る
音
が
し
な
い
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
の
句
の
中
で
は
す
べ
て
の
も
の
が
調
和
を
保
ち
つ
つ
、
平
穏
か

つ
一
種
の
閑
寂
感
が
産
み
出
さ
れ
て
い
る
。

　

中
国
の
詩
人
王
籍
が
詠
ん
だ
「
蝉
噪
林
逾
静
，
鳥
鳴
山
更
幽
」（
蝉
騒
が

し
く
し
て
林
い
よ
い
よ
静
か
に
、
鳥
鳴
い
て
山
更
に
幽
な
り
）
と
い
う
詩

の
中
で
は
「
静
」
と
「
幽
」
と
い
う
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
音
が
聞
こ

え
る
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
静
か
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
が
山
寺

で
詠
ん
だ
「
閑
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声
」
と
よ
く
似
て
い
て
、
芭
蕉

は
こ
の
王
籍
の
詩
を
念
頭
に
お
い
て
「
閑
さ
や
」
を
詠
ん
だ
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
、
芭
蕉
の
「
閑
さ
」
と
い
う
言
葉
は
「
静
寂
」
で
は
な

く
、「
幽
静
」
に
し
た
ほ
う
が
原
作
の
境
地
に
近
づ
く
で
あ
ろ
う
。「
幽
静
」

は
「
幽
雅
静
寂
」「
森
閑
で
あ
り
、
優
雅
さ
も
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
持

ち
、「
静
寂
」
よ
り
一
種
の
穏
や
か
さ
、
優
雅
さ
が
あ
り
、
頗
る
芭
蕉
の
句

に
あ
る
「
閑
さ
」
と
は
同
工
異
曲
の
妙
を
備
え
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
筆
者
は
こ
の
句
を
「
幽
静
缭
缭
缭
缭
、

蝉
声
入
岩
」
と
訳
し
て
み
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
改
作
す
る
前
の
「
し
み

つ
く
」
を
訳
し
て
み
る
と
、「
滲
到
」
に
な
る
だ
ろ
う
。「
滲
到
」
よ
り
「
染

み
入
る
」
の
「
入
」
の
ほ
う
が
蝉
の
喧
し
い
鳴
き
声
が
岩
の
奥
に
入
り
込

み
、
最
後
に
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
情
景
を
十
分
に
表
現
し
、
ま
た
程
度

の
深
い
様
も
同
時
表
し
て
い
て
、
よ
り
生
き
生
き
と
し
た
表
現
で
あ
る
。

翻
訳
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ほ
ど
の
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
、
詩
歌
に
お
け
る

一
字
一
字
の
重
要
さ
が
よ
り
実
感
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
芭
蕉
の
句
に
は
地
名
や
日
常
生
活
に
関
す
る
言
葉
が
数
多
く

用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
芭
蕉
が
『
奥
の
細
道
』
の
旅
に
出
て
、
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最
上
川
を
見
て
詠
ん
だ
句
「
五
月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し
最
上
川
」
が
そ
の

一
例
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
句
も
複
数
の
学
者
に
よ
っ
て
中

国
に
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

梅
雨
收
集
遍
，
奔
流
最
上
川
。 

（
林
林
）

日
日
黄
梅
雨
，
総
是
落
人
間
。
細
流
斉
汇
集
，
奔

最
上
川
。 （
檀
可
）

斉
集
五
月
雨
，
奔
騰
最
上
川
。 

（
彭
恩
華
）

黄
梅
时
节
时
节
天
，
雨
水
汇
集
奔
流
湍
，
直

最
上
川
。 

（
陸
堅
）

　

上
の
四
つ
の
翻
訳
作
品
で
は
、
い
ず
れ
も
「
最
上
川
」
を
そ
の
ま
ま
訳

出
し
て
い
る
。
芭
蕉
が
『
奥
の
細
道
』
に
お
い
て
「
最
上
川
は
、
み
ち
の

く
よ
り
出
て
、
山
形
を
水
上
と
す
。
ご
て
ん
・
は
や
ぶ
さ
な
ど
云
お
そ
ろ

し
き
難
所
有）

5
（

。」
と
い
う
よ
う
に
最
上
川
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら

見
れ
ば
、「
最
上
川
」
の
三
文
字
は
単
な
る
川
の
名
前
で
は
な
く
、
そ
こ
に

は
文
化
的
含
意
も
あ
る
。
日
本
人
が
こ
の
名
を
聞
い
た
直
後
、
脳
裏
に
浮

か
ぶ
険
し
く
、
激
し
い
川
の
イ
メ
ー
ジ
は
中
国
人
の
読
者
に
は
決
し
て
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
翻
訳
で
は
「
最
上
川
」
を
そ
の
ま
ま
移
す

こ
と
に
よ
っ
て
は
、
原
作
品
の
意
味
、
特
に
内
包
さ
れ
た
奥
ゆ
か
し
い
境

地
を
い
さ
さ
か
損
ね
、
も
し
く
は
再
現
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、

こ
れ
ら
の
文
化
名
詞
を
ど
の
よ
う
に
翻
訳
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

Christiane N
ord

は
「
訳
者
は
読
者
の
ニ
ー
ズ
、
期
待
、
知
識
な
ど
に

対
す
る
認
識
に
基
づ
き
、
翻
訳
作
業
を
行
い
、
ま
た
目
的
語
に
訳
さ
れ
た

作
品
を
新
た
な
読
者
に
提
供
す
る
。
原
語
読
者
と
目
的
語
読
者
が
有
す
る

言
語
文
化
背
景
が
異
な
る
ゆ
え
、
訳
者
の
認
識
は
作
者
と
は
一
致
す
る
こ

と
は
ま
ず
な
い
。
つ
ま
り
訳
者
が
原
文
と
同
質
等
価
の
翻
訳
作
品
を
読
者

層
に
提
供
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
く
、
読
者
に
ほ
か
の
形
で
表
し
た
情
報

を
伝
え
る
の
で
あ
る
。（
筆
者
訳）

6
（

）」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
翻
訳
は
原
文
を

完
全
に
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
訳
者
は
原
文
と
は
異
な
る
形
式

を
選
ん
で
、
原
文
の
意
味
情
報
を
し
っ
か
り
読
者
に
伝
え
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
訳
者
の
創
造
力
が
求
め
ら
れ
る
。
上
田
敏
が
訳
し
た
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
『
信
天
翁
』
に
は
以
下
の
一
段
落
が
あ
る
。

波
路
遥
け
き
徒
然
の
慰
草
と
船
人
は
、

 
Souvent, pour s’am

user, les hom
m
es d’equipage,

八
重
の
潮
路
の
海
鳥
の
沖
の
太
夫
を
生
擒
り
ぬ
、

 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des m

ers,

楫
の
枕
の
よ
き
友
よ
心
閑
け
き
飛
鳥
か
な
、

 
Q
ui suivent, indolents com

pagnons de voyage,

奥
津
潮
騒
す
べ
り
ゆ
く
舷
近
く
む
れ
集
ふ
。

 
Le navire glissant sur les gouff res am

ers.
　

上
田
敏
の
翻
訳
に
つ
い
て
川
本
晧
嗣
は
論
文
の
中
で
「『
八
重
の
潮
路
の

海
鳥
』
は
、
も
と
のvastes oiseaux des m

ers

『
巨
大
な
海
の
鳥
』
か

ら
見
れ
ば
、『
巨
大
な
』
の
要
素
が
足
り
ず
、
逆
に
『
八
重
の
潮
路
』
の
部
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分
が
ま
っ
た
く
余
計
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
訳
者
は
、
見
た
と

こ
ろ
差
し
迫
っ
た
必
要
も
な
い
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
純
日
本
的
な
連
想
を
伴

う
常
套
句
を
、
西
洋
詩
の
訳
の
な
か
に
い
く
つ
も
詰
め
込
ん
だ）

7
（

。」
と
評
し

た
。
こ
れ
ら
の
理
論
及
び
実
践
か
ら
見
る
と
、
言
葉
の
裏
に
あ
る
文
化
要

素
は
独
特
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
を
母
語
と
し
て
い
る
人
に
だ
け
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
芭
蕉
の
句
に
あ
る
「
最
上
川
」
も

同
じ
く
、
日
本
人
で
な
け
れ
ば
、
或
い
は
日
本
文
化
を
熟
知
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
共
感
が
沸
い
て
こ
な
い
。
上
に
挙
げ
た
四
つ
の
翻
訳
で
は
「
奔
」

或
い
は
「

」
と
い
う
字
を
使
っ
て
、
激
し
さ
を
表
出
し
て
い
る
が
、
五

月
雨
が
に
わ
か
雨
の
よ
う
に
激
し
く
降
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
の
険
し
い
川
の
名
で
こ
の
最
上
川
を
置
き
換
え
る

こ
と
は
一
種
の
牽
強
付
会
だ
と
考
え
ら
れ
、
む
し
ろ
「
最
上
川
」
を
「
湍

流
」
な
ど
に
訳
し
、
下
に
解
釈
な
ど
を
つ
け
た
ほ
う
が
中
国
の
読
者
に
伝

え
や
す
い
と
思
う
。
筆
者
は
次
の
よ
う
に
翻
訳
し
て
み
た
。

皋
雨
急
急
、
汇
入
湍
流
。

 

（
注
：「
河
川
」
は
こ
こ
で
「
最
上
川
」
を
指
す
）

　
「
湍
」
は
水
の
流
れ
が
激
し
い
と
い
う
意
味
で
、「
最
上
川
」
の
激
し
さ

を
表
す
一
方
、
ど
の
川
か
は
明
示
せ
ず
、
新
た
な
読
者
層
に
そ
の
激
し
い

イ
メ
ー
ジ
を
損
な
う
こ
と
な
く
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

上
記
の
よ
う
な
例
は
ま
た
数
多
く
あ
る
。

　

詩
的
言
語
の
特
殊
性
、
地
名
の
よ
う
な
文
化
名
詞
の
み
な
ら
ず
、
ま
た

さ
ま
ざ
ま
な
生
活
用
語
に
対
す
る
感
受
性
も
日
中
両
国
の
人
々
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
、
翻
訳
す
る
場
合
、
そ
の
背
後
に
あ
る
文
化
情
報

を
損
な
う
こ
と
な
く
再
現
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
十
分
に
吟
味
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

四
、
切
字
の
翻
訳

　

和
歌
の
上
の
句
は
下
の
句
の
七
七
を
予
想
し
、
そ
れ
を
引
き
出
し
、
も

し
く
は
そ
れ
に
流
れ
て
ゆ
く
趣
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
五
七
五
と
い
う

形
で
詠
ま
れ
た
発
句
と
い
う
の
は
そ
の
表
現
の
流
れ
を
切
断
す
る
も
の
、

即
ち
切
れ
字
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
名
月
や
池
を
め
ぐ
り

て
夜
も
す
が
ら
」、「
雲
雀
よ
り
上
に
や
す
ら
ふ
峠
哉
」
な
ど
た
く
さ
ん
の

句
が
挙
げ
ら
れ
る
。
よ
く
使
わ
れ
る
切
れ
字
は
「
か
な
、
も
が
な
、
ぞ
、

か
、
や
、
よ
、
け
り
、
ず
、
じ
、
ぬ
、
つ
、
ら
む
、
け
、
せ
、
へ
、
れ
、

し
、
い
か
に
」
な
ど
が
あ
る
。
物
事
を
借
り
て
、
感
情
を
述
べ
る
の
も
発

句
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
詩
人
が
感
情
を
表
そ
う
と
す
る
際
、
言
葉
に

頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
は
い
え
、
十
七
文
字
だ
け
で
感
情
を
言
い
切
る

こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
た
め
、
文
に
切
れ
字
を
使
い
、
読
者
に
文
字
以
上

の
高
次
の
世
界
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
切
れ
字
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
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詠
嘆
、
感
嘆
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
再
現
す
る
か
は
翻
訳
に
お
い
て
重

要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

芭
蕉
は
「
体
言
止
め
」、「『
哉
』
で
句
を
結
ぶ
」、「
〇
〇
や
〇
〇
体
言
止

め
」
な
ど
の
形
式
を
多
用
し
て
い
る
。「
体
言
止
め
」
や
「
…
や
…
…
」
は
、

言
葉
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
感
動
や
余
韻
や
言
い
差
し
を
表
現
し
よ
う
と
し
て

使
わ
れ
、「
哉
で
句
を
結
ぶ
」
場
合
、
詠
嘆
は
句
の
終
わ
り
に
あ
り
、
句
の

奥
ゆ
か
し
さ
を
存
分
に
表
現
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
芭
蕉
の
名
句
「
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
を
と
」
が
挙
げ

ら
れ
る
。「
古
池
」
と
い
う
言
葉
で
静
か
さ
を
表
し
、
ま
た
小
さ
な
蛙
が
飛

び
込
み
、
水
音
が
し
た
。
し
か
し
、
長
く
響
か
ず
に
、
す
ぐ
も
と
の
静
寂

の
境
地
に
戻
っ
た
。「
古
池
や
」
と
い
う
上
五
か
ら
見
れ
ば
、
切
れ
字
の

「
や
」
は
こ
こ
で
二
つ
の
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
は

「
古
池
」
は
示
し
て
い
る
冬
や
、
静
寂
の
世
界
。
も
う
一
つ
は
「
蛙
が
水
に

飛
込
む
」
が
体
現
す
る
春
や
、
躍
動
の
世
界
で
あ
る
。
従
っ
て
、
翻
訳
の

段
階
に
至
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
冬
か
ら
春
へ
、
ま
た
静
寂
か
ら
躍
動

へ
の
変
化
を
訳
し
出
す
か
が
肝
心
で
あ
る
。
こ
の
句
に
対
す
る
従
来
の
翻

訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

古
池
塘
呀
、
青
蛙
跳
入
水
声
響
。 

（
林
林
）

古
池
幽
且
静
、
沈
沈
碧
水
深
。
青
蛙
忽
跳
入
、
激
蕩
是
清
音
。 （
檀
可
）

蛙
躍
古
池
内
、
静
潴
伝
清
響
。 

（
彭
恩
華
）

古
池
碧
水
深
、
青
蛙
〝
扑
通
〞
躍
其
身
、
突
発
一
青
音
。 

（
陸
堅
）

静
寂
的
池
塘
，
青
蛙
暮
然
跳
进
去
，
水
的
声
音
啊
！
。 

（
謝
六
逸
）

　

謝
六
逸
は
原
文
の
五
七
五
の
形
式
に
適
応
さ
せ
、
五
七
五
と
い
う
形
に

訳
し
た
が
、
口
語
的
な
表
現
で
あ
り
、
音
律
の
面
で
は
、
原
文
よ
り
リ
ズ

ム
感
が
弱
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
「
啊
」
と
言
う
感
嘆
語
と

感
嘆
符
を
用
い
て
い
る
。
宗
像
衣
子
は
「
感
嘆
の
語
と
感
嘆
符
、
こ
の
連

続
が
さ
ら
に
か
え
っ
て
軽
す
ぎ
る
感
を
与
え
、
感
嘆
を
む
し
ろ
弱
め
な
い

だ
ろ
う
か）

8
（

」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
感
嘆
符
と
感
嘆
語
の
使
用
は
あ
る
意
味

で
感
嘆
の
意
を
弱
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
原
作
は
静
か
ら
動
へ
ま
た

静
に
立
ち
返
る
美
を
重
ん
じ
、
句
の
斬
新
さ
は
「
蛙
の
飛
込
む
こ
と
」
と

い
う
所
に
あ
る
が
、
翻
訳
作
品
で
は
、
句
の
中
心
が
水
の
音
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
お
り
、
そ
の
斬
新
さ
が
失
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
林
林
も
同
じ
く
、

切
れ
字
の
「
や
」
を
「
呀
」
と
い
う
字
に
し
て
い
る
。
切
れ
字
を
訳
出
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
句
の
よ
う
に
二
つ
の
世
界
を
作
り
出
し
た
の
で
あ

る
が
、
リ
ズ
ム
、
或
い
は
音
楽
性
を
欠
い
て
い
る
。
ま
た
、
檀
可
、
彭
恩

華
は
五
言
詩
の
形
で
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
。
原
句
の
意
味
精
神
を
最
大
限

に
再
現
し
、
ま
た
リ
ズ
ム
に
富
ん
で
い
て
、
中
国
人
の
習
慣
に
合
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
切
れ
字
に
対
す
る
感
覚
が
乏
し
く
、
感
嘆
の
意
が
あ
ま
り

読
み
取
れ
な
い
。
五
つ
の
翻
訳
で
は
陸
堅
の
翻
訳
が
最
も
優
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。「
扑
通
」
と
い
う
擬
音
語
で
蛙
が
水
に
飛
込
ん
だ
有
様
を
生
き
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生
き
と
再
現
し
、
ま
た
「
深
」
と
い
う
字
で
古
池
の
静
け
さ
、
古
さ
を
両

方
と
も
訳
出
し
た
と
筆
者
が
考
え
る
。
し
か
し
檀
可
、
彭
恩
華
と
同
じ
く
、

「
や
」
が
具
現
し
て
い
る
詠
嘆
の
感
覚
は
翻
訳
作
品
に
は
な
い
。

　

漢
詩
、
特
に
四
言
詩
で
は
畳
語
、
あ
る
い
は
双
声
畳
韻
を
使
う
現
象
が

多
い
。
言
葉
を
重
ね
て
使
う
と
、
詩
の
余
韻
を
作
り
出
し
、
寂
の
境
地
も

示
す
こ
と
が
で
き
る
。
畳
語
は
中
国
語
に
お
い
て
も
数
多
い
、
と
り
わ
け

詩
歌
で
は
愛
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
関
関
雎
鳩
」、「
蒹
葭
萋
萋
」

な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。「
関
関
」
と
い
う
言
葉
で
一
対
の
鳥
（
雄
と
雌
）

が
共
に
鳴
く
声
を
生
き
生
き
と
表
現
し
、
原
詩
に
音
声
美
を
加
え
る
だ
け

で
は
な
く
、
詩
が
描
こ
う
と
す
る
画
面
を
も
具
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。

ま
た
「
萋
萋
」
で
葦
が
繁
茂
し
て
い
る
有
様
を
描
き
出
し
、
ま
た
整
然
た

る
感
覚
も
詩
句
に
与
え
た
。
劉
勰
は
『
文
心
彫
龍
・
物
色
』
に
お
い
て
畳

語
に
対
し
「『
灼
灼
』
状
桃
花
之
鮮
，『
依
依
』
尽
楊
柳
之
貌
，（
中
略
）
兩

字
窮
形
」（『
灼
灼
』
で
桃
の
花
色
を
存
分
に
表
出
し
、『
依
依
』
で
箱
柳
な

ど
の
姿
を
生
き
生
き
と
再
現
し
…（
中
略
）、
重
ね
た
二
文
字
で
物
事
の
姿

を
描
き
尽
く
し
た
。
筆
者
訳
）
と
語
っ
て
い
る
。
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、

畳
語
は
景
色
描
写
に
相
応
し
く
、
作
者
の
心
情
も
ま
た
畳
語
に
よ
っ
て
現

し
て
い
る
。
中
国
の
詩
歌
に
お
け
る
畳
語
の
役
割
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

①
様
態
を
表
す　
　

例
：
紛
紛
雪
積
身
：（
紛
紛
）
雪
な
ど
舞
い
落
ち
る

様
子
を
表
し
て
い
る
。

　

②
音
声
を
表
す　
　

例
：
啾
啾
常
有
鳥
：（
啾
啾
）
鳥
の
鳴
き
声
。

　

③
感
情
を
表
す　
　

例
： 

行
行
重
行
行
：（
行
行
）
草
臥
れ
る
感
情
を
表

出
し
て
い
る
。

　

畳
語
は
詩
歌
の
内
容
を
豊
富
に
、
ま
た
音
声
美
を
加
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
言
葉
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
感
情
の
起
伏
、
変
化
も
あ
り
あ

り
と
表
出
し
て
い
る
。
よ
っ
て
言
葉
を
重
ね
、
ま
た
双
声
畳
韻
を
用
い
て

訳
す
と
、
発
句
の
余
韻
を
際
立
た
せ
、
主
題
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
筆
者
は
こ
の
句
を
「
幽
幽
古
池
、
蛙
縦
叮
咚
」

の
よ
う
に
訳
し
て
み
た
。

　
「
幽
幽
」
と
い
う
言
葉
で
静
ま
り
返
っ
た
境
地
を
表
し
、「
縦
」
で
蛙
が

飛
込
む
姿
を
強
調
し
、
ま
た
水
面
と
接
触
し
た
瞬
間
、
微
か
な
、
清
ら
か

な
響
き
を
引
き
起
こ
し
た
光
景
を
「
叮
咚
」
で
表
出
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、「
よ
く
み
れ
ば
薺
花
さ
く
垣
ね
か
な
」
の
中
国
語
訳
を
見
て
み

よ
う
。細

看
牆
根
下
，
竟
開
白
白
薺
菜
花
，
幽
然
似
奇
葩
。 

（
陸
堅
）

細
看
牆
根
下
，
居
然
開
薺
花
。 

（
林
林
）

寂
寂
牆
根
下
，
依
稀
生
緑
苔
。
注
目
細
察
看
，
却
有
薺
花
開
。 （
檀
可
）

　

冬
の
終
わ
り
を
告
げ
る
小
さ
な
薺
の
花
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
生
命
の
躍

動
を
感
じ
、
自
然
万
物
が
自
分
の
所
を
得
て
自
得
し
て
い
る
様
子
を
感
じ
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た
心
の
動
き
も
こ
の
句
か
ら
読
み
取
れ
る
。
ま
さ
に
「
静
ま
り
返
っ
た
冬

⬇
咲
き
始
め
た
薺
の
花
⬇
揺
り
動
か
さ
れ
た
心
」
と
い
う
よ
う
に
、
静
か

ら
動
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
感
動
、
心
の
動
き
は
言
う
ま
で

も
な
く
「
か
な
」
と
い
う
終
助
詞
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。

　

三
つ
の
中
国
語
の
翻
訳
作
品
と
も
脚
韻
を
踏
ま
え
て
い
て
、
リ
ズ
ム
感

が
強
い
。
そ
し
て
、
原
句
は
「
哉
」
に
よ
っ
て
晩
冬
に
咲
い
て
い
る
薺
の

花
を
見
か
け
た
瞬
間
の
感
動
を
表
し
、
訳
文
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
竟
」、「
居

然
」、「
却
」
と
い
う
言
葉
で
「
か
な
」
が
表
し
て
い
る
驚
き
を
具
現
し
て

い
る
。「

竟
」： 

副
詞
，
表
示
出
于
意
料
之
外
。（
副
詞
で
、
思
い
が
け
な
い
こ

と
を
現
す
。
筆
者
訳
）

「
却
」： 

副
詞
，
表
示
転
折
。
語
気
較
軽
。（
副
詞
で
、
意
味
転
じ
の
役

割
が
あ
る
。
語
感
は
柔
ら
か
い
。
筆
者
訳
）

「
居
然
」： 

副
詞
，
表
示
出
于
意
料
之
外
。
常
表
示
预
期
和
结
果
相
反
。

（
副
詞
で
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
現
す
。
常
に
予
想
と
違

う
結
果
が
出
る
こ
と
を
現
す
。
筆
者
訳）

9
（

）

　

上
記
の
よ
う
に
、
陸
堅
の
「
竟
」
と
檀
可
の
「
却
」
は
そ
れ
ぞ
れ
思
い

が
け
ず
、
驚
嘆
の
意
味
を
再
現
し
て
い
る
。
林
林
は
「
居
然
」
を
通
じ
て
、

作
者
が
予
期
せ
ぬ
こ
と
を
目
に
し
、
驚
い
た
感
覚
だ
け
再
現
し
た
の
で
は

な
く
、
一
種
の
喜
び
、
思
わ
ぬ
う
れ
し
さ
も
読
者
に
伝
え
た
。
従
っ
て
は

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
林
林
の
訳
が
や
や
勝
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、「
か
な
」
と
い
う
言
葉
が
驚
き
の
意
を
表
出
し
て
い
る
だ
け
で
は
な

く
、
感
動
、
感
嘆
の
意
も
同
時
に
備
え
て
い
る
。
季
語
が
「
薺
」
で
、
日

本
人
が
そ
れ
を
読
む
と
、「
薺
」
が
具
現
し
て
い
る
情
景
が
浮
き
上
が
る

が
、
中
国
人
は
そ
の
よ
う
に
冬
が
も
う
す
ぐ
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
深
く
感

じ
な
い
。
三
つ
の
訳
文
で
は
、
長
い
冬
を
経
て
、
咲
い
て
い
る
花
を
見
た

瞬
間
の
う
れ
し
さ
を
訳
出
し
て
い
る
が
、
大
自
然
へ
の
敬
服
、
命
へ
の
畏

敬
が
読
み
取
れ
な
い
。

　

四
言
詩
で
は
感
嘆
を
現
す
「
兮
」
な
ど
の
感
嘆
を
表
す
言
葉
が
多
く
用

い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
詩
経
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
采
葛
』
が
そ
の
一

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

彼
采
葛
兮
、
一
日
不
見
、
如
三
月
兮

彼
し
こ
に
葛
を
采
る
ひ
と
よ
、
一
日
見
さ
れ
ば
、
三
月
の
如
し

彼
采
蕭
兮
。
一
日
不
見
、
如
三
秋
兮

彼
の
蕭
を
采
る
、
一
日
見
ざ
れ
ば
、
三
秋
の
如
し
。

彼
采
艾
兮
、
一
日
不
見
、
如
三
歲
兮

彼
の
艾
を
采
る
、
一
日
見
ざ
れ
ば
、
三
歲
の
如
し
。

　

上
段
の
詩
の
中
に
あ
る
「
兮
」
は
も
と
も
と
詩
の
リ
ズ
ム
を
補
う
役
割

で
、
一
句
二
拍
の
リ
ズ
ム
単
位
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
が
、

感
嘆
の
意
を
表
し
、
ま
た
作
者
の
愁
傷
、
悲
し
い
気
持
ち
も
生
き
生
き
と
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反
映
し
て
い
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
「
兮
」
は
発
句
で
使
わ
れ
た
「
か

な
」
と
い
う
よ
う
な
感
嘆
語
に
よ
く
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、

筆
者
は
こ
の
句
を
「
細
看
墙
根
、
薺
花
白
兮
」
と
言
う
よ
う
に
訳
し
、
ふ

と
し
た
驚
き
、
小
さ
な
薺
の
花
を
見
た
瞬
間
の
感
嘆
を
「
兮
」
に
よ
っ
て

再
現
し
よ
う
と
し
た
。

　

次
に
、
芭
蕉
の
句
の
半
分
以
上
を
占
め
る
「
体
言
止
め
」
の
句
に
あ
る

音
声
美
と
そ
の
翻
訳
に
つ
い
て
探
り
た
い
と
思
う
。「
体
言
止
め
は
、
修
辞

技
法
の
一
種
で
…（
中
略
）
言
い
切
ら
ず
に
文
の
語
尾
に
付
け
る
終
止
形
を

省
き
、
体
言
で
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
余
韻
を
残
す
こ
と
を
指
す）
10
（

」。「
体

言
止
め
」
も
ま
た
一
種
の
音
声
表
現
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
か
な
」
で
句
を
結
ぶ
場
合
、
読
む
と
き
最
後
の
音
を
ほ
と
ん
ど
伸
ば
さ

ず
、「
体
言
止
め
」
の
場
合
、
も
の
に
よ
っ
て
伸
ば
す
こ
と
が
あ
る
。
ま

た
、「
体
言
止
め
」
の
句
を
詠
ん
だ
と
き
、
意
味
上
と
し
て
も
音
声
上
と
し

て
も
急
に
終
わ
っ
た
気
が
し
ば
し
ば
す
る
。
そ
れ
に
、「
か
な
」
は
ス
ト
レ

ー
ト
に
感
情
を
表
出
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
、
情
景
が
継
続
し
て
い

る
印
象
を
う
け
る
の
に
対
し
、「
体
言
止
め
」
は
情
景
を
強
調
す
る
語
感
が

あ
る
。
従
っ
て
、
両
方
と
も
余
韻
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
語
感
上
に
お
い

て
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

琵
琶
行
の
夜
や
三
味
線
の
音
霰

が
そ
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
句
に
対
す
る
中
国
語
訳
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

夜
聞
似
〝
琵
琶
〞，
大
珠
小
珠
如
霰
下
，
三
弦
怨
声
発
。 

（
陸
堅
）

深
夜
草
庵
里
，
聞
到
琵
琶
行
。
調
拨
朱
弦
急
，
如
落
雪
珠
声
。 （
檀
可
）

夜
聞
琵
琶
行
，
拨
弦
恰
似
雪
珠
声
。 

（
林
林
）

　
「
琵
琶
行
の
夜
や
三
味
線
の
音
霰
」
を
読
む
と
、
白
楽
天
の
「
潯
陽
江
頭

夜
送
客
…
忽
聞
水
上
琵
琶
聲
。…
…
嘈
嘈
切
切
錯
雑
弾
，
大
珠
小
珠
落
玉

盤
」
と
い
う
詩
句
が
思
い
出
さ
れ
る
。
芭
蕉
も
一
つ
霰
の
降
る
夜
に
、
ふ

と
琵
琶
の
音
を
聞
い
て
、
白
楽
天
の
『
琵
琶
行
』
を
思
い
出
し
、
発
句
を

詠
ん
だ
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
三
つ
の
訳
文
の
中
で
、
陸
堅
は
原
文
の
光
景

を
如
実
に
再
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
檀
可
、
林
林
の
翻
訳
か
ら
霰
が

降
っ
て
い
る
か
ど
う
か
不
明
瞭
で
あ
り
、
三
味
線
の
音
と
混
同
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
陸
堅
は
最
後
に
「
発
」
と
い
う
動
詞
を
使
い
、
原

文
の
緊
張
を
や
や
弱
め
た
上
、
詩
人
の
心
の
奥
に
あ
る
嘆
き
を
表
面
に
出

し
て
い
る
。
檀
可
と
林
林
と
同
じ
く
、「
雪
珠
声
」
で
句
を
結
び
、
原
文
の

よ
う
に
、「
音
霰
」
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
「
雹
夜
三

弦
、
聲
似
琵
琶
」
と
い
う
よ
う
に
訳
し
て
み
た
。
最
後
音
声
が
急
に
終
わ

り
、
作
者
の
悲
し
い
気
持
ち
を
強
調
す
る
。

　

総
じ
て
、
芭
蕉
の
発
句
に
多
く
用
い
ら
れ
た
「
か
な
」、「
や
」、「
体
言

止
め
」
な
ど
詠
嘆
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
言
葉
は
音
声
上
に
し
て
も
、
意

味
上
に
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
句
の
余
韻
も
示
唆
し
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て
い
る
。
従
っ
て
、
翻
訳
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
感
嘆
語
の
翻
訳
に
対

し
て
も
十
分
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

五
、
形
式
の
翻
訳

　

詩
歌
に
は
形
式
、
リ
ズ
ム
な
ど
の
要
求
が
あ
り
、
言
語
が
違
う
場
合
リ

ズ
ム
と
詩
歌
の
形
式
も
ま
た
異
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言

語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ズ
ム
感
が
あ
り
、
他
の
言
語
に
翻
訳
す
る
際
、
こ

の
リ
ズ
ム
感
を
失
う
こ
と
な
く
完
全
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

五
七
五
と
い
う
独
特
な
形
式
を
持
つ
発
句
は
、
短
い
詩
形
に
精
神
を
注
ぎ
、

ま
た
こ
の
よ
う
な
短
さ
に
よ
っ
て
豊
か
な
感
情
を
表
出
し
て
い
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
翻
訳
す
る
場
合
、
発
句
の
詩
形
が
一
つ
大
き
な
難
関
と
な

っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
作
品
の
風
格
を
捉
え
る
た
め
、
言
語
形
式
か
ら
で
は
な
く
、

原
作
の
芸
術
境
地
ま
た
は
精
神
か
ら
探
求
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
、

原
作
の
精
神
を
身
に
つ
け
た
う
え
、
訳
語
の
中
か
ら
そ
れ
に
相
応
し
い
言

語
形
式
を
探
さ
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
形
式
の
面
で
は
、「
正
確
」
で
、

「
自
然
」
に
と
い
う
要
求
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
翻
訳
作
品
が
伝
え
る
意
味
は

原
作
の
意
味
と
一
緒
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
翻
訳
作
品
は
訳
語
の
表
現
習
慣

に
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
不
因
語
文
習
慣
的
差
異
而
露
出
生
硬
牽

強
的
痕
跡）

11
（

」（
表
現
習
慣
の
差
異
に
よ
る
牽
強
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
筆
者
訳
）
と
銭
忠
書
は
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
見
る
と
、
詩
形
の

翻
訳
は
い
ち
い
ち
原
文
と
ぴ
っ
た
り
一
致
し
た
詩
形
を
探
す
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
訳
語
を
自
国
語
と
し
て
い
る
読
者
に
な
じ
み
の
あ
る
、
或
い

は
新
た
な
読
者
の
間
で
共
感
が
呼
び
起
こ
す
詩
形
に
訳
す
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
原
作
の
精
神
を
最
大
に
守
ら
な
け
れ
ば
で
き
な

い
こ
と
で
あ
る
。

　

八
〇
年
代
に
入
り
、
散
文
体
、
或
い
は
自
由
体
で
芭
蕉
の
発
句
を
多
く

を
訳
し
た
代
表
者
は
林
林
で
あ
る
。
林
林
が
訳
し
た
発
句
は
正
確
で
、
優

美
で
あ
る
。
筆
者
は
人
民
文
学
出
版
社
『
日
本
古
典
俳
句
撰
』
の
中
に
収

録
さ
れ
た
林
林
の
翻
訳
作
品
に
対
し
、
統
計
を
取
っ
た
。
そ
の
中
で
は
、

林
林
は
様
々
な
形
式
で
、
総
計
二
一
一
首
の
松
尾
芭
蕉
の
発
句
を
訳
出
し

て
い
る
。
翻
訳
作
品
の
形
式
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

形
式

五
・
七

五
・
五

三
・
七

三
・
五

七
・
五

五
・
四

総
数

25

42

14

12

13

13

　

図
表
の
中
に
あ
る
形
式
は
林
林
が
よ
く
使
う
形
式
で
、
そ
の
他
、「
三
・

三
・
五
、
五
・
三
・
五
、
五
・
八
、
六
・
六
、
六
・
五
、
九
・
八
」
な
ど

総
計
三
七
の
形
式
で
翻
訳
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
：

①
鷹
一
つ
見
つ
け
て
う
れ
し
い
ら
ご
崎
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伊
良
湖
崎
，
喜
見
雄
鹰
一
只
。

②
木
の
も
と
に
汁
も
膾
も
桜
か
な

 
 

樹
下
魚
肉
絲
，
菜
湯
上
，
漂
落
桜
花
弁
。

　

以
上
は
林
林
の
訳
文
で
あ
る
。
訳
文
は
原
作
の
内
容
を
正
確
に
再
現
し

た
上
、
原
作
の
余
韻
も
し
っ
か
り
と
保
っ
て
い
る
。
林
林
は
発
句
の
翻
訳

に
つ
い
て
「
上
乗
的
訳
詩
，
是
能
達
到
一
種
『
化
境
』，
因
此
所
要
求
的
，

神
似
比
形
似
更
重
要）
12
（

。」（
卓
越
し
た
訳
詩
と
は
、「
化
境
」
と
い
う
境
地
に

達
す
る
翻
訳
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
形
式
面
の
対
応
よ
り
精
神
面
の
対
等

が
求
め
ら
れ
る
。
筆
者
訳
）
と
述
べ
て
い
る
。「
化
境
」
と
い
う
の
は
も
と

も
と
仏
教
の
言
葉
で
、
銭
鐘
書
は
こ
れ
を
文
学
翻
訳
を
評
価
す
る
基
準
と

し
て
提
出
し
た
。
実
は
文
学
翻
訳
の
最
高
基
準
は
こ
の
「
化
」
で
あ
る
。

文
学
作
品
を
一
つ
の
国
の
言
葉
か
ら
別
の
国
の
言
葉
に
転
換
す
る
と
き
に

は
、
言
語
習
慣
の
差
異
に
よ
る
生
硬
で
牽
強
な
痕
跡
が
見
え
て
は
な
ら
な

い
し
、
も
と
も
と
の
風
格
や
味
わ
い
を
保
っ
て
こ
そ
「
化
境
」
に
入
る
こ

と
が
で
き
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
の
「
化
境
」
が
強
調
し
て
い
る

の
は
精
神
面
の
こ
と
で
あ
り
、
原
句
の
余
韻
を
壊
さ
ず
に
精
神
を
十
分
に

再
現
で
き
れ
ば
「
化
境
」
に
入
っ
た
翻
訳
で
あ
る
と
言
え
る
。
翻
訳
は
も

と
も
と
美
学
と
は
切
り
離
せ
ず
、
詩
歌
を
訳
す
場
合
、
形
に
お
い
て
は
、

散
文
体
と
か
口
語
体
を
よ
く
用
い
、
詩
歌
と
し
て
の
リ
ズ
ム
感
が
あ
ま
り

強
く
な
い
。
詩
歌
に
と
っ
て
、
韻
律
は
重
要
な
も
の
で
、
訳
文
の
中
に
韻

律
の
美
が
な
く
な
っ
た
ら
、
詩
と
し
て
の
美
し
さ
が
な
く
な
る
一
方
、
原

作
が
描
い
た
美
し
い
景
色
も
再
現
で
き
な
く
な
る
。
日
本
で
は
、
感
性
的

な
言
語
が
美
的
言
語
と
言
わ
れ
る
。
美
的
言
語
の
う
ち
で
も
特
に
洗
練
さ

れ
た
の
が
詩
歌
の
言
語
で
あ
る
。
従
っ
て
、
文
学
の
翻
訳
そ
れ
自
体
は
一

つ
の
文
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
翻
訳
さ
れ
た
も
の

も
一
つ
の
文
学
作
品
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

林
林
は
散
文
の
形
で
翻
訳
を
施
し
た
が
、
そ
こ
に
は
リ
ズ
ム
感
が
欠
け

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
番
目
の
句
の
翻
訳
で
は
「
魚
肉
絲
」、「
菜
湯
上
」

と
い
う
語
を
用
い
、
原
文
の
内
容
を
十
分
に
再
現
し
て
お
り
、
ま
た
「
俗
」

と
い
う
芭
蕉
発
句
の
特
徴
も
あ
る
程
度
強
調
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
中

国
人
の
読
者
が
こ
れ
を
読
ん
で
、
詩
と
は
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

「
魚
肉
絲
」、「
菜
湯
上
」
と
い
う
表
現
自
身
は
美
し
さ
に
欠
け
、「
食
べ
残

し
」
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

総
じ
て
、
原
文
情
報
の
担
い
手
で
あ
る
形
式
を
再
現
す
る
と
い
っ
て
も
、

無
理
や
り
原
文
を
真
似
し
て
翻
訳
を
行
う
の
で
は
な
く
、
訳
語
の
言
語
習

慣
に
相
応
し
い
形
式
を
取
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。
林
林
の
翻
訳
は
発
句

の
精
神
を
あ
る
程
度
読
者
に
伝
え
て
い
る
が
、
美
的
言
語
を
再
現
す
る
面

に
お
い
て
は
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
彭
恩
華
、
檀
可
は
主
に
中
国
の
五
言
詩
、
七
言
詩
の
形

で
芭
蕉
の
俳
句
を
翻
訳
し
て
い
る
。
ま
た
、「
定
型
」、「
季
語
」、「
切
れ
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字
」
は
発
句
の
三
大
要
素
で
、
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
五
七
五
と
い
う
形

式
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
発
句
の
翻
訳
も
こ
の
形
式
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と

主
張
す
る
学
者
が
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
、
陸
堅
も
五
七
五
の
形
で
芭
蕉
の

発
句
を
訳
し
た
。
た
と
え
ば
、「
四
方
よ
り
花
吹
入
て
に
ほ
の
波
」
の
中
国

語
訳
を
見
て
み
よ
う
。

彭
恩
華
：
四
方
落
花
風
吹
入
，
零
落
烟
波
海
亦
香
。

檀
可
：
桜
花
落
似
雪
，
紛
紛
四
処
飘
。
尽
帰


海
，
不
肯
落
泥
沼
。

陸
堅
：
四
面
風
吹
来
，
琵
琶
湖
成
樱
花
海
，
壮
麗
多
奇
彩
。

　

彭
恩
華
、
檀
可
の
訳
文
か
ら
見
る
と
、
形
の
上
で
は
、
詩
で
あ
る
、
そ

れ
に
、
言
葉
遣
い
も
洗
練
さ
れ
て
い
て
、
読
者
に
美
し
い
詩
の
境
地
を
示

し
て
お
り
、
中
国
人
に
受
け
入
れ
や
す
い
。
彭
恩
華
は
『
日
本
俳
句
史
』

と
い
う
本
に
お
い
て
「
総
之
、
要
摸
索
出
一
種
最
佳
的
翻
訳
形
式
，
恐
怕

還
要
経
過
長
期
的
実
践
和
探
討
。
本
書
所
用
的
体
裁
是
五
、
七
言
古
詩

体）
13
（

。」（
要
す
る
に
、
も
っ
と
も
相
応
し
い
翻
訳
形
式
を
見
出
す
た
め
に
は
、

ま
だ
ま
だ
長
時
間
を
経
て
、
い
ろ
い
ろ
と
実
践
と
討
論
の
積
み
重
ね
が
必

要
で
あ
る
。
本
書
で
は
五
、
七
言
古
詩
体
で
翻
訳
し
て
み
た
。
筆
者
訳
）

と
言
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
五
、
七
言
古
体
詩
の
形
を
取
っ
た
か
に
つ
い
て

は
説
明
し
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
檀
可
は
五
言
絶
句
の
形
で
発
句
を
訳
し
、
韻
律
を
踏
ま
え
、
簡

明
な
言
葉
遣
い
で
、
原
句
の
美
し
さ
を
再
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
五
言
、

七
言
詩
は
漢
詩
の
形
式
で
、
韻
律
と
平
仄
が
、
厳
し
く
要
求
さ
れ
て
い
る
。

時
と
し
て
、
形
式
に
拘
り
過
ぎ
て
、
音
を
踏
む
た
め
に
原
句
の
意
思
を
変

え
た
り
、
拡
大
し
た
り
し
か
ね
ず
、
あ
る
程
度
、
発
句
の
余
韻
、
趣
を
損

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
句
は
芭
蕉
が
膳
所
に
滞
在
し
て
い
る
時
、
住
居
「
洒
楽
堂
」
か
ら

琵
琶
湖
を
眺
め
、
散
る
花
と
琵
琶
湖
の
水
と
周
囲
の
山
の
動
と
静
と
を
取

り
入
れ
た
居
宅
の
風
雅
を
讃
美
し
た
一
文
で
あ
る
。
し
か
し
、「
零
落
烟
波

海
亦
香
」
と
い
う
訳
文
で
は
、
花
の
香
が
加
わ
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
の

俳
句
に
お
い
て
は
、「
香
」
の
描
写
は
な
く
、
む
し
ろ
静
の
美
を
強
調
し
て

い
る
の
に
対
し
、
訳
文
で
は
重
点
が
「
香
」
へ
移
っ
て
い
る
。「
不
肯
落
泥

沼
」
は
明
ら
か
に
訳
者
が
五
言
詩
の
形
を
念
入
り
に
作
り
上
げ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
桜
の
「
泥
に
染
ま
ら
」
ぬ
品
格
に
、
桜
の
清
ら
か
さ
を
称
え
て

い
る
。
原
句
は
琵
琶
湖
に
花
の
吹
き
い
る
さ
ま
を
概
略
的
に
捉
え
て
い
る

が
、
訳
文
は
こ
の
趣
を
や
や
変
化
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

陸
堅
の
翻
訳
は
リ
ズ
ム
の
面
で
は
優
れ
て
い
て
、
原
文
の
形
式
も
最
大

限
に
忠
実
に
再
現
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
五
音
・
七
音
の
句
は
中
国

人
に
と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
文
句
な
の
で
、
受
け
入
れ
や
す
い
。
そ
の
反

面
、
原
作
の
意
味
が
拡
大
さ
れ
、
余
韻
を
壊
し
た
例
も
少
な
く
な
い
。
し

か
し
、
翻
訳
作
品
の
中
の
「
壮
麗
多
奇
彩
」
は
明
ら
か
に
作
者
が
添
削
し

た
も
の
で
、
詩
歌
の
意
味
内
容
を
一
つ
の
方
向
に
し
か
捉
え
な
く
な
り
、
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余
韻
を
壊
し
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
「
鷹
一
つ
見
つ
け
て
う
れ
し
い
ら
ご
崎
」
の
訳
文
を
見

て
み
よ
う
。

彭
恩
華
：
伊
良
古
崎
冬
日
到
，
喜
見
只
鹰
击
鹰
击
長
空
。

檀
可
：
伊
良
湖
崎
好
，
人
傑
並
地
霊
。
浩
浩
長
空
上
，
喜
見
一
雄
鷹
。

陸
堅
：
喜
見
一
羽
鹰
，
伊
良
湖
滨
展
雄
风
，
英
姿
憾
心
旌
。

　

芭
蕉
が
流
刑
の
罰
を
受
け
た
弟
子
杜
国
の
い
る
伊
良
湖
を
訪
れ
た
時
に

詠
ん
だ
句
で
あ
り
、
鷹
を
見
か
け
た
と
き
の
喜
び
に
よ
っ
て
、
弟
子
を
励

ま
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
く
ま
し
い
鷹
は
生
き
る
意
志
、
不
撓
の
精

神
を
象
徴
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
羽
の
鷹
を
見
て
、
悲
し
み
も
感
じ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
こ
そ
本
句
の
余
韻
で
あ
る
。
檀
可
と
陸
堅
の
訳
文

で
は
「
人
傑
並
地
霊
」
と
「
英
姿
憾
心
旌
」
と
い
う
句
で
、
直
接
に
鷹
を

見
て
、
感
動
し
た
気
持
ち
を
訳
し
出
し
、
原
文
の
余
白
の
美
を
壊
し
て
し

ま
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
三
つ
の
訳
文
か
ら
見
れ
ば
、
彭
恩
華
の
ほ
う
が

勝
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
冬
」
で
原
詩
の
季
節
感
を
表
し
、
リ
ズ
ム
感

も
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
が
あ
る
程
度
創
作
を
加
え
、
原
詩
の
意
味
内
容

を
拡
大
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

日
本
語
は
膠
着
語
で
、
助
詞
な
ど
を
用
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
十
七
音

の
発
句
で
は
、
意
味
を
持
つ
言
葉
の
数
は
十
個
程
度
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
上
、
日
本
語
の
語
彙
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
音
の
連
続
も
、
ま
た
い
つ

く
か
の
音
―
言
語
学
に
お
い
て
モ
ー
ラ
と
言
う
―
に
分
け
ら
れ
る
。
発

句
を
五
・
七
・
五
に
数
え
る
時
、
語
数
の
単
位
も
こ
の
モ
ー
ラ
に
当
た
る
。

そ
れ
に
対
し
、
中
国
語
は
独
立
語
で
、
各
文
字
に
意
味
が
あ
る
。
た
と
え

ば
、「
馬
」
が
中
国
語
に
お
い
て
一
つ
の
漢
字
に
な
る
が
、
日
本
語
の
場

合
、「
う
ま
」
と
い
う
よ
う
に
二
モ
ー
ラ
に
数
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

従
っ
て
、
十
七
の
文
字
で
原
文
を
訳
す
と
、
必
然
的
に
意
味
も
拡
張
し
て

し
ま
う
。
日
本
の
古
典
詩
歌
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
仮
名
い
わ
ゆ
る
二
音

が
ほ
ぼ
漢
字
の
一
字
に
相
当
す
る
と
松
浦
友
久
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
十

七
音
の
発
句
は
お
よ
そ
八
つ
の
漢
字
と
等
し
い
。
従
っ
て
、
筆
者
は
こ
の

節
に
挙
げ
た
芭
蕉
の
発
句
を
次
の
よ
う
に
訳
し
て
み
た
。、
第
三
節
で
論
じ

た
よ
う
に
「
伊
良
湖
崎
」、「
琵
琶
湖
」
を
そ
の
ま
ま
訳
せ
ず
、
注
釈
を
取

り
入
れ
る
方
法
を
用
い
た
。

①
鷹
一
つ
見
つ
け
て
う
れ
し
い
ら
ご
崎

湖
崎
茫
茫
，
喜
見
鷹
翔
。

 

（
注
：「
湖
崎
」
は
こ
こ
で
「
伊
良
湖
崎
」
を
指
す
。）

②
四
方
よ
り
花
吹
入
て
に
ほ
の
波

漫
天
飞
花
，


漾
漾
。

 

（
注
：「


」
は
「
琵
琶
湖
」
の
別
称
で
あ
る
。）

③
木
の
も
と
に
汁
も
膾
も
桜
か
な

樹
下
佳
肴
、
点
点
桜
花
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以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
の
訳
文
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
重
点
が

あ
り
、
訳
者
は
自
分
の
創
造
力
を
生
か
し
、
異
な
っ
た
形
式
で
芭
蕉
の
発

句
を
中
国
語
に
訳
し
た
。
一
方
、
不
足
し
て
い
る
点
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、

発
句
の
翻
訳
方
法
を
検
討
す
る
の
は
十
分
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

六
、
俳
諧
性
の
再
現

　
『
三
冊
子
』
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

「
又
い
は
く
、
春
雨
の
柳
は
全
躰
連
歌
也
。
田
に
し
取
烏
は
全
く
俳
諧

也
。」

　

春
雨
の
中
に
靡
く
青
柳
と
い
う
の
は
優
美
な
歌
の
世
界
で
取
り
扱
わ
れ

る
情
景
で
、
そ
れ
に
対
し
て
田
螺
を
ほ
じ
く
る
烏
な
ど
を
詠
む
の
は
雅
な

範
疇
か
ら
除
外
さ
れ
た
俳
諧
の
独
壇
場
で
あ
る
。
優
雅
を
薫
る
和
歌
と
は

遊
離
し
、
田
ん
ぼ
で
田
螺
を
と
る
烏
に
は
一
種
の
滑
稽
さ
が
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
諧
謔
こ
そ
俳
諧
な
の
で
あ
る
。
俳
意
も
こ
の
滑
稽
さ
に
内
包
さ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
、
俳
諧
の
発
句
を
論
じ
る
場
合
、
根
底
と
な
る
「
滑
稽

性
」
を
等
閑
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
「
俳
諧
」、
あ
る
い
は
「
諧
謔
」
が
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
発
達
を
遂

げ
た
の
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
遡
れ
る
。
確
か
に
『
万
葉
集
』
の
第
十
六

巻
に
は
一
部
の
戯
笑
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
明
確
に
「
誹
諧
歌
」
と

い
う
部
立
を
設
立
し
て
編
纂
さ
れ
る
の
が
『
古
今
集
』
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、『
古
今
集
』
が
諧
謔
文
芸
の
淵
源
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
会

席
す
る
数
名
が
共
同
で
一
巻
の
作
品
を
読
み
上
げ
る
「
連
歌
」
形
式
の
流

行
、
と
り
わ
け
庶
民
大
衆
が
中
心
と
な
る
「
地
下
連
歌
」
―
身
近
な
生
活

に
根
ざ
す
滑
稽
や
諧
謔
を
中
心
的
題
材
と
す
る
―
の
出
現
が
、
諧
謔
み

に
富
む
文
芸
の
発
達
に
大
き
く
拍
車
を
か
け
た
。
や
が
て
連
歌
の
主
体
者

が
庶
民
層
と
な
り
つ
つ
、
こ
う
し
た
面
白
み
の
あ
る
連
歌
に
脱
皮
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
中
に
登
場
し
た
の
が
松
永
貞
徳
の
「
貞
門
俳
諧
」
な

の
で
あ
る
。「
貞
門
俳
諧
」
は
貴
族
の
間
で
遊
び
と
し
て
行
わ
れ
た
連
歌
に

俳
言
を
取
り
込
み
、
言
葉
も
素
材
も
庶
民
生
活
に
近
づ
け
、
活
発
な
俳
諧

の
世
界
を
作
り
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
雅
な
世
界
を
中
心
と
し
た

連
歌
よ
り
多
少
斬
新
さ
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
次
第
に
俳
言
な
ど
の
取
り

扱
い
式
目
が
厳
し
く
な
っ
た
「
貞
門
俳
諧
」
が
、
ま
も
な
く
西
山
宗
因
が

率
い
た
よ
り
自
由
を
標
榜
す
る
「
談
林
俳
諧
」
に
取
り
替
え
ら
れ
ら
。
し

か
し
、
あ
ま
り
に
低
俗
に
落
ち
た
「
談
林
俳
諧
」
も
ま
た
短
期
間
に
衰
え

を
見
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
俳
諧
の
衰
退
状
態
か
ら
抜
け
出
た
の
が
松
尾
芭

蕉
で
あ
る
。
貞
門
と
談
林
の
時
代
を
経
て
、
積
極
的
に
風
雲
の
中
に
入
り

込
ん
だ
芭
蕉
が
独
自
の
俳
風
を
切
り
開
き
、
俳
諧
文
学
を
よ
り
高
次
な
世

界
へ
と
昇
華
さ
せ
た
。「
花
に
鳴
鶯
も
、
餅
に
糞
す
る
縁
の
先
と
、
ま
だ
正

月
も
お
か
し
き
こ
の
比
を
見
と
め
、
又
、
水
に
住
む
蛙
も
、
古
池
に
と
び
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込
む
水
の
音
と
い
ひ
は
な
し
て
、
草
に
あ
れ
た
る
中
よ
り
蛙
の
は
い
る
響

に
、
俳
諧
を
聞
付
た
り
、
見
る
に
有
。
聞
に
有
。
作
者
感
る
や
句
と
成
る

所
は
、
則
俳
諧
の
誠
也）
14
（

」
と
い
う
文
章
か
ら
、
い
ま
ま
で
な
か
っ
た
新
し

い
領
域
に
立
脚
し
た
蕉
風
俳
諧
の
新
鮮
み
、
身
近
な
生
活
か
ら
「
俳
意
」

を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

山
本
健
吉
が
『
俳
句
私
見
』
の
中
に
「『
古
池
や
』
の
句
は
、
対
者
に
微

か
に
笑
み
か
け
る
境
地
を
持
っ
て
い
る
。
純
化
さ
れ
た
滑
稽
感
を
汲
み
取

っ
た
古
人
が
い
た
。
十
七
音
形
式
の
真
の
意
味
が
こ
こ
で
始
め
て
発
見
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
談
林
の
笑
い
は
傍
若
無
人
な
庶
民
の
笑
い
で
あ
る
。
だ

が
『
古
池
』
の
笑
い
は
、
も
の
を
慎
重
に
考
え
、
判
断
す
る
庶
民
の
笑
い

で
あ
る
。
市
井
に
隠
れ
た
賢
者
の
笑
い
で
あ
る
。
こ
の
場
合
微
笑
は
理
性

の
最
高
の
標
識
と
し
て
、
笑
い
の
完
成
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
句
の
精
神

の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
句
の
秘
密
は
、
把
握
の
、
断

定
の
、
あ
ま
り
に
的
確
な
見
事
さ
の
中
に
あ
る
。
判
断
の
見
事
さ
が
、
対

者
に
向
か
っ
て
会
得
の
微
笑
を
さ
そ
い
か
け
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
こ

の
句
の
笑
い
が
、
提
出
さ
れ
た
判
断
の
し
る
し
が
、
も
っ
と
も
高
い
意
味

で
の
精
神
を
示
す
の
だ）
15
（

。」

　

こ
こ
に
触
れ
た
の
が
蕉
風
俳
諧
の
滑
稽
性
の
核
心
な
の
で
あ
る
。
伝
統

性
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
飛
び
越
し
、
卑
俗
で
あ
り
な
が
ら
闊
達
な
活
力
を

表
出
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
発
句
に
含
ま
れ
る
滑
稽
性
は
数
多
く
の
様
相
、

も
し
く
は
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
句
の
意
味
が
広

く
、
豊
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
翻
訳
の
段
階
に
お
い
て
は
、
発
句
の
根
底

と
も
な
る
滑
稽
性
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
も
肝
心
で
あ
る
。
し

か
し
、
従
来
の
翻
訳
作
品
に
お
い
て
は
形
式
な
ど
を
中
心
に
論
争
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
滑
稽
性
を
話
題
に
す
る
の
が
極
め
て
少
な
い
。
た
と
え
ば
、

第
四
章
で
論
じ
た
「
古
池
」
の
句
の
中
国
語
訳
に
つ
い
て
、
檀
可
、
彭
恩

華
は
そ
れ
ぞ
れ
四
句
、
二
句
の
五
言
詩
の
形
で
訳
し
た
の
に
対
し
、
陸
堅

と
謝
六
逸
は
五
七
五
の
形
を
保
ち
な
が
ら
、
散
文
っ
ぽ
い
口
調
で
翻
訳
を

行
っ
た
。
ま
た
林
林
は
口
語
体
を
用
い
、
芭
蕉
の
句
を
訳
し
た
。
切
れ
字

お
よ
び
言
葉
の
再
現
に
関
し
て
す
で
に
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
滑

稽
性
の
再
現
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　

五
言
詩
は
中
国
前
漢
の
時
期
に
形
成
さ
れ
、『
詩
経
』
で
多
く
用
い
ら
れ

た
四
言
詩
よ
り
一
字
だ
け
増
加
し
た
が
、
詩
歌
の
内
容
が
大
幅
に
豊
か
に

な
り
、
表
現
す
る
範
囲
も
幅
広
く
な
っ
た
。
五
言
詩
に
つ
い
て
、
鐘
嶸
は

『
詩
品
』
に
お
い
て
「
指
事
造
形
、
窮
情
写
物
、
最
為
詳
切
」（
事
を
指
し
、

形
を
造
り
、
情
を
窮
し
、
物
を
写
す
の
は
最
も
詳
ら
か
で
適
切
で
あ
る
）

と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
て
、
四
言
詩
よ
り
叙
事
性
及
び
抒
情
性
が
一
層

強
く
な
る
こ
と
、
文
調
が
四
言
詩
よ
り
柔
ら
か
く
、
緩
や
か
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
述
懐
や
陳
情
に
長
じ
る
五
言
の
形
で
翻
訳
す
る
際
、

発
句
の
滑
稽
性
を
弱
め
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
。
五
つ
の
翻
訳
に
お
い
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て
は
口
語
体
、
あ
る
い
は
散
文
調
を
と
っ
た
ほ
う
が
原
句
の
諧
謔
さ
を
よ

り
忠
実
に
表
出
し
て
い
る
が
、
林
林
と
謝
六
逸
の
注
目
点
は
や
は
り
水
の

音
に
あ
り
、
陸
堅
が
用
い
ら
れ
た
「
扑
通
」
と
い
う
言
葉
が
蛙
が
水
中
に

飛
び
込
む
姿
、
一
種
の
面
白
み
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、

四
言
詩
の
リ
ズ
ム
感
が
強
く
、
五
言
よ
り
明
快
で
、
む
し
ろ
発
句
の
滑
稽

性
を
再
現
す
る
こ
と
に
有
利
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
猫
の
恋
や
む
と
き
閨
の
朧
月
」
一
句
の
中
国
語
訳
を
見
て
見
み

よ
う
。猫

児
叫
春
停
歇
時
，
閨
中
望
見
朦
朧
月
。 

（
林
林
）

恋
猫
声
一
停
，
忽
見
朦
朧
月
宜
人
，
穿
窓
入
房
門
。 

（
陸
堅
）

　

先
ほ
ど
猫
の
恋
す
る
声
が
聞
こ
え
て
い
た
が
、
今
は
静
寂
に
戻
っ
た
。

ち
ょ
っ
と
見
れ
ば
春
夜
の
朧
月
が
部
屋
の
中
へ
差
し
込
ん
で
い
る
。
身
近

な
生
活
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
感
じ
た
も
の
を
陳
述
し
た
一
句
で
あ
る
。

朧
月
が
美
し
い
古
典
の
世
界
だ
と
す
れ
ば
、
短
い
春
の
夜
に
猫
の
鳴
き
声

に
刺
激
さ
れ
た
シ
ー
ン
が
滑
稽
性
に
富
ん
で
い
る
。
こ
の
句
に
対
す
る
中

国
語
訳
を
よ
く
見
れ
ば
、
林
林
が
七
言
詩
の
形
を
取
っ
て
い
て
、
原
句
の

意
味
内
容
を
そ
の
ま
ま
表
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
五
言
詩
と
大
体
同
じ

時
期
に
定
着
さ
れ
た
七
言
詩
は
最
も
調
べ
が
美
し
く
、
特
に
婉
曲
の
抒
情

に
相
応
し
く
、
発
句
を
七
言
の
形
で
訳
す
と
、
発
句
の
叙
情
性
が
十
分
に

再
現
で
き
る
一
方
、
滑
稽
性
を
弱
め
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
林
林
の
翻
訳

に
お
い
て
も
猫
の
鳴
き
声
が
止
ん
で
か
ら
、
朧
月
を
見
た
と
い
う
時
間
の

推
移
を
美
し
い
七
言
詩
の
調
べ
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
、
や
む
を
得
ず
悲
し

さ
と
虚
し
さ
を
強
調
し
過
ぎ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
し
て
し
ま
う
。
ま
た
陸
堅

の
訳
文
で
は
、「
忽
」
と
い
う
詞
を
用
い
、
ず
っ
と
猫
の
恋
す
る
声
に
心
が

取
ら
れ
て
い
る
が
、
急
に
聞
こ
え
な
く
な
り
、
霞
ん
で
い
る
朧
月
を
目
に

し
、
寂
し
く
な
っ
た
と
い
う
心
情
の
変
化
を
あ
り
あ
り
と
表
出
し
て
い
る

が
、「
宜
人
」（
心
地
よ
い
、
気
持
ち
が
よ
い
）
と
い
う
表
現
は
相
応
し
く

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
筆
者
が
こ
の
句
を
「
猫
声
忽
停
、
閨
中
朧
月
」
と
い
う
よ
う

に
訳
し
て
み
た
。
四
言
詩
の
明
快
な
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
俳
諧
性
が
保
た
れ
、

ま
た
動
か
ら
静
へ
と
立
ち
返
り
、
詩
人
の
心
の
変
化
も
再
現
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
滑
稽
、
諧
謔
と
等
し
い
意
味
を
持
つ
俳
諧
を
そ

の
ま
ま
文
芸
の
世
界
へ
移
植
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
美
意
識
を
基

に
し
、
俳
諧
の
原
義
を
洗
練
さ
せ
た
芭
蕉
の
句
を
分
析
す
る
際
、
芭
蕉
自

身
が
強
調
し
た
「
俳
意
た
し
か
に
作
す
べ
し
」
と
い
う
こ
と
を
深
く
掘
り

下
げ
る
必
要
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
「
俳
意
」、
つ
ま
り
蕉
翁
の

の
俳
諧
性
を
翻
訳
段
階
に
お
い
て
ど
う
や
っ
て
再
現
す
る
か
は
発
句
の
意

味
精
神
を
ど
の
ぐ
ら
い
訳
出
で
き
る
か
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
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七
、
四
言
詩
で
翻
訳
で
き
る
可
能
性

　

前
に
も
二
句
の
四
言
詩
の
形
式
で
発
句
を
翻
訳
す
る
理
由
に
つ
い
て
す

こ
し
触
れ
た
の
だ
が
、
本
節
で
は
ま
た
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
る
。

　

中
国
詩
歌
は
「
会
意
」
と
い
う
こ
と
を
重
ん
じ
る
。「
会
意
」
と
は
、
も

と
も
と
漢
字
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
意
味
を
合
わ
せ

る
と
い
う
漢
字
の
構
成
法
で
あ
り
、
後
に
文
学
、
芸
術
の
真
髄
の
一
つ
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
で
は
「
只
可
意
会
、
不
可
言
伝

（
た
だ
心
で
悟
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
）」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
中
国
詩
歌
で
唱
え
る
「
会
意
」
は
幾
つ
か
の

場
面
の
景
色
描
写
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
読
者
に
詩
歌
の
精
神

を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
意
」
は
た
だ
「
意
味
」

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
情
緒
、
愁
思
」
と
解
釈
し
た
ほ
う
が

そ
の
本
意
に
近
い
。

　

例
え
ば
、「
枯
藤
老
樹
昏
鴉
、
小
橋
流
水
人
家
」（
枯
れ
藤
の
老
樹
昏
の

鴉
、
小
橋
の
流
水
人
家
）
を
詠
ん
だ
詩
人
は
六
つ
の
景
色
を
た
だ
羅
列
す

る
こ
と
で
、
映
画
あ
る
い
は
絵
巻
の
よ
う
に
、
内
容
が
充
実
し
て
い
る
画

面
を
読
者
に
示
し
て
い
て
、
秋
の
黄
昏
の
物
寂
し
さ
、
世
の
転
変
を
経
た

詩
人
の
悲
し
さ
、
侘
し
さ
な
ど
を
具
現
し
て
い
る
。
芭
蕉
に
も
「
か
れ
枝

に
烏
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮
」
と
い
う
名
句
が
あ
る
。
一
見
純
粋
の
景
気

の
句
で
あ
る
が
、
句
が
描
い
て
い
る
景
色
の
裏
に
あ
る
作
者
の
哀
愁
、
日

本
中
世
文
学
の
興
趣
を
捉
え
た
作
者
の
心
な
ど
が
読
み
取
れ
る
。
詩
の
方

向
性
を
明
ら
か
に
定
め
る
欧
米
の
詩
歌
と
は
異
な
り
、
日
中
の
詩
歌
は
純

粋
な
自
然
描
写
に
よ
っ
て
、
読
者
に
一
つ
の
風
景
図
を
見
せ
な
が
ら
、
精

神
を
伝
え
る
。
こ
の
様
な
共
通
し
て
い
る
部
分
こ
そ
が
日
本
詩
歌
の
意
味

内
容
を
中
国
詩
歌
の
形
式
に
よ
っ
て
再
現
で
き
る
前
提
と
な
る
。

　

ま
た
、
竹
内
実
は
「
俳
句
と
中
国
の
詩
句
」
の
中
で
、
字
面
か
ら
、
発

句
を
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
に
分
け
た
。
た
と
え
ば
、
芭
蕉
の
句
「
行
く
春
や

鳥
啼
魚
の
目
は
泪
」
の
中
で
、「
春
、
鳥
、
魚
」
と
い
う
三
つ
の
景
物
が
描

写
さ
れ
て
い
て
、
つ
ま
り
一
句
が
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、「
鳥
啼
、
魚
の
涙
」
な
ど
は
共
に
「
行
く

春
」
へ
の
名
残
惜
し
さ
を
表
出
し
、
一
つ
の
部
分
に
な
っ
て
い
る
。「
行
く

春
や
」
の
例
か
ら
み
れ
ば
、
発
句
に
有
る
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
実
は
二
つ

の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
発
句
を
二
部
分
に
分
け
た
ほ
う

が
合
理
的
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
筆
者
は
二
句
の
四
言
詩
の
形
で

発
句
の
中
国
語
訳
を
試
み
た
。

　

そ
し
て
、
日
本
の
古
典
詩
歌
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
仮
名
い
わ
ゆ
る
二

音
が
ほ
ぼ
漢
字
の
一
字
に
相
当
し
、
十
七
音
の
発
句
に
し
て
も
、
意
味
の

持
つ
言
葉
は
十
個
程
度
し
か
な
く
、
二
句
の
四
言
詩
の
字
数
と
ほ
ぼ
等
し
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い
。
そ
の
た
め
、
四
言
詩
は
短
く
、
簡
潔
性
が
あ
り
、
原
作
の
内
容
を
忠

実
に
再
現
で
き
る
上
、
意
味
の
拡
大
を
あ
る
程
度
防
ぎ
、
余
韻
、
ま
た
は

発
句
の
趣
を
も
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。

　

松
浦
友
久
は
「
中
国
語
詩
歌
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
言
え
ば
（
中
略
）、『
一

字
＝
一
音
節
』
の
『
音
節
リ
ズ
ム
』
の
基
盤
の
う
え
に
、
原
則
と
し
て
、

『
二
字
＝
二
音
節
＝
一
拍
』
の
『
拍
節
リ
ズ
ム
』
が
律
動
し
て
い
る）

16
（

」
と
述

べ
、
例
え
ば
、

　

① 

（
遥
遥
）（
三
湘
） 

遥
々
と
は
る
か
な
三
湘
の
か
わ
よ

　

 　
（
滔
滔
）（
九
江
） 

滔
々
と
な
が
れ
ゆ
く
九
江
の
か
わ
よ

　

② 

（
国
破
）（
山
河
）（
在
×
） 

国
破
れ
て　

山
河
在
り

　

 　
（
城
春
）（
草
木
）（
深
×
） 

城
春
に
し
て　

草
木
深
し

　

③ 

（
遠
上
）（
寒
山
）（
石
徑
）（
斜
×
）

 
 

 

遠
く
寒
山
に
上
れ
ば　

石
徑
斜
な
り

　

 　
（
白
雲
）（
生
處
）（
有
人
）（
家
×
）

 
 

 

白
雲
生
ず
る
処　

人
家
有
り

　

上
記
は
そ
れ
ぞ
れ
、
五
言
、
七
言
の
「
拍
節
リ
ズ
ム
」
を
示
し
て
い
る

例
で
あ
る
。
二
文
字
が
一
拍
と
い
う
こ
と
で
、
五
言
、
七
言
の
場
合
、
一

文
字
余
っ
て
い
る
た
め
、（
×
）
を
書
き
入
れ
た
。
こ
こ
の
（
×
）
は
休
拍

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
五
言
、
七
言
の
漢
詩
を
詠
む
と
き
、
最
後
の

音
を
伸
ば
す
習
慣
が
あ
り
、
こ
れ
は
こ
こ
の
（
×
）
記
号
と
同
じ
く
、
拍

の
等
長
性
を
求
め
る
。
そ
れ
に
対
し
、
四
言
詩
の
主
な
拍
単
位
は
二
音
節

停
頓
で
あ
り
、『
言
形
式
と
い
う
の
は
二
つ
の
音
節
で
組
み
合
わ
さ
れ
た
も

の
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

蒹
葭/

蒼
蒼
，
白
露/

為
霜
。

 
 

蒹
葭
は
蒼
蒼
と
し
て
、
白
露
は
霜
と
為
る
。

が
一
つ
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
あ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
四
言
詩
の
一
句

は
基
本
的
に
二
拍
で
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
日
本
詩
歌
の
リ
ズ
ム
構
造
に
つ
い
て
松
浦
氏
は
「『
か
な
一
字
＝
一

音
節
』
の
『
音
節
リ
ズ
ム
』
の
基
盤
の
う
え
に
、
原
則
と
し
て
、『
か
な
四

字
分
＝
四
音
節
（
四
モ
ー
ラ
）＝
一
拍
』
の
『
拍
節
リ
ズ
ム
』
が
律
動
し
て

い
る）
17
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
五
七
五
と
い
う
詩
形
の
拍
リ
ズ
ム
は

次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
○
○
○
○
）（
○
×
×
×
）

（
○
○
○
○
）（
○
○
○
×
）

（
○
○
○
○
）（
○
×
×
×
）

　

上
記
の
よ
う
に
、
日
本
詩
歌
の
各
句
は
二
拍
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
リ
ズ

ム
面
で
は
、
中
国
四
言
詩
の
拍
リ
ズ
ム
と
共
通
し
て
い
る
。
発
句
を
中
国

語
に
訳
す
と
き
、
訳
文
の
字
面
の
み
な
ら
ず
、
音
調
の
美
し
さ
、
つ
ま
り
、

視
覚
的
効
果
ば
か
り
で
は
な
く
音
楽
的
効
果
に
つ
い
て
も
配
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
四
言
詩
の
代
表
で
あ
る
『
詩
経
』
な
ど
、
も
と
も
と
民
謡
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で
あ
っ
て
、
リ
ズ
ム
感
が
強
い
。
四
言
詩
の
音
楽
的
リ
ズ
ム
感
が
強
い
た

め
、
調
和
の
美
が
感
じ
ら
れ
、
こ
れ
も
四
言
詩
の
一
つ
重
要
な
表
現
功
能

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
芭
蕉
の
発
句
を
四
言
詩
の
形
に
訳
す
と
、

原
句
の
リ
ズ
ム
感
を
よ
り
う
ま
く
表
現
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

四
言
詩
の
代
表
で
あ
る
『
詩
経
』
を
修
辞
法
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、

「
賦
」、「
比
」、「
興
」
と
言
う
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
実
際
に
、
こ

こ
の
「
賦
」、「
比
」、「
興
」
と
い
う
の
は
、
四
言
詩
で
常
に
使
わ
れ
る
修

辞
手
法
な
の
で
あ
る
。「
興
」
は
客
観
描
写
に
刺
激
さ
れ
た
心
の
動
き
で
、

「
比
」
は
物
事
に
よ
っ
て
情
を
陳
べ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
賦
」
は
外
在
の
客

観
的
存
在
を
如
実
に
描
き
出
す
意
味
な
の
で
あ
る
。
ま
た
植
田
は
「『
興
』

は
、
歌
う
べ
き
主
題
を
あ
る
特
定
の
事
物
に
託
し
て
引
き
出
し
、
暗
示
的

に
歌
い
上
げ
る
手
法
の
こ
と
で
す
。『
比
』
は
、
あ
る
事
物
を
他
の
事
物
に

譬
え
て
表
現
す
る
手
法
の
こ
と
で
す
。『
賦
』
は
、
事
物
や
作
者
の
心
情
を

直
叙
的
に
歌
い
上
げ
る
手
法
の
こ
と
で
、
叙
事
的
な
作
品
や
詠
嘆
的
な
作

品
に
多
く
見
ら
れ
ま
す）
18
（

」
と
述
べ
た
。「
賦
」、「
比
」、「
興
」
の
効
能
か
ら

見
る
と
、
発
句
の
表
現
手
法
に
も
よ
く
似
て
い
る
。「
季
語
」
が
内
包
し
た

文
化
的
背
景
、
詩
人
の
心
情
、「
余
韻
」
の
重
要
さ
、
ま
た
「
物
事
を
借
り

て
情
を
陳
べ
る
」
と
い
う
手
法
は
そ
れ
ぞ
れ
「
賦
」、「
比
」、「
興
」
に
対

応
す
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

以
上
述
べ
た
内
容
に
従
い
、
芭
蕉
の
幾
つ
か
の
発
句
を
以
下
の
よ
う
に

中
国
語
に
訳
し
て
み
た
。

行
く
春
や
鳥
啼
魚
の
目
は
泪 

春
去
憐
憐
，
鳥
啼
魚
泣
。

此
道
や
行
人
な
し
に
秋
の
暮 

路
児
杳
杳
，
暮
秋
人
稀
。

か
れ
枝
に
烏
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮 

枯
枝
寒
鴉
，
瑟
瑟
暮
秋
。

様
々
の
こ
と
お
も
ひ
出
す
桜
か
な 

往
事
歴
歴
，
桜
花
繁
兮
。

荒
海
や
佐
渡
に
よ
う
こ
た
ふ
天
河 

波
涛

，
島
上
銀
河
。

（
注
：「
島
」
は
こ
こ
で
「
佐
渡
島
」
を
指
す
。）

八
、
お
わ
り
に

　

日
本
文
化
を
体
現
し
、
日
本
文
学
の
結
晶
と
も
言
え
る
発
句
は
世
界
各

国
に
広
が
り
、
ま
た
何
ヶ
国
語
に
も
訳
さ
れ
て
き
た
。
芭
蕉
の
発
句
の
中

国
語
訳
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、
芭
蕉
の
発
句
に
含
ま

れ
て
い
る
日
本
的
感
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
芭
蕉
発
句
の
中
国
語
訳
に
つ
い

て
論
じ
、
ま
た
四
言
詩
の
形
で
発
句
の
翻
訳
を
試
み
た
。

　

発
句
は
も
と
も
と
翻
訳
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
発
句
で
用
い

ら
れ
た
言
葉
は
時
と
し
て
、
一
句
全
体
の
中
身
を
方
向
付
け
て
い
る
た
め
、

異
言
語
に
置
き
換
え
る
と
、
も
と
の
作
用
及
び
意
味
は
保
つ
こ
と
が
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中
国
語
の
韻
律
、
リ
ズ
ム
は
も
と
も
と
日
本
語
と

は
雲
泥
の
差
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
形
式
を
取
れ
ば
適
切
か
は
ま
だ
ま
だ
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検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

俳
諧
は
和
歌
と
は
異
な
り
、
名
詞
・
体
言
中
心
の
文
学
で
あ
る
。
名
詞

を
幾
つ
か
並
べ
る
と
、
ほ
ぼ
い
っ
ぱ
い
と
い
う
の
が
発
句
で
あ
る
。
事
柄
・

事
態
あ
る
い
は
景
色
と
い
う
の
は
、
ほ
ぼ
そ
れ
で
叙
述
で
き
る
が
、
そ
の

発
句
作
品
の
核
心
あ
る
い
は
滲
み
で
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
つ
か
む
の

は
、
時
と
し
て
目
立
た
な
い
助
詞
や
助
動
詞
の
と
ら
え
方
に
か
か
っ
て
い

る
。
翻
訳
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
の
感
覚
を
出
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し

か
し
、
本
論
文
に
お
い
て
は
助
詞
、
助
動
詞
に
対
す
る
解
釈
、
検
討
が
足

り
ず
、
こ
れ
か
ら
も
こ
れ
ら
に
つ
い
て
研
究
し
続
け
た
い
と
思
う
。

【
注
】

（
1
）　

平
子
義
雄
．『
翻
訳
の
原
理
』．
東
京
：
大
修
馆
書
店
．
二
〇
〇
八
．

第
一
六
七
頁
．

（
2
）　

衛
峰
．「
白
話
か
文
言
か
：
日
本
古
典
詩
歌
の
中
国
語
訳
に
つ
い

て
（
そ
の
一
）」．
東
北
公
益
文
科
大
学
総
合
研
究
論
集
．
二
〇
〇
九
（
〇

六
）．

（
3
）　

加
藤
茂
．『
芸
術
の
記
号
論
』．
東
京
：
勁
草
書
房
．
一
九
八
三
．

第
一
七
四
頁
．

（
4
）　

穎
原
退
蔵
．『
去
来
抄
・
三
冊
子
・
旅
寝
論
』．
東
京
：
岩
波
書
店
．

二
〇
〇
七
．
第
一
〇
四
頁
．

（
5
）　

荻
原
恭
男
校
注
．『
芭
蕉 

お
く
の
ほ
そ
道
』．
東
京
：
岩
波
文
庫
．

一
九
九
六
．
第
四
六
頁
．

（
6
）　Christiane N

ord.

『T
ranslating as a Purposeful A

ctivity

―Functionalist A
pproaches Explained

』．
上
海
：
上
海
外
語
教

育
出
版
社
．
二
〇
〇
二
．
第
三
五
頁
．
原
文
は
：The translator off ers 

this new
 audience a target text w

hose com
position is, of 

course, guided by the translator

’s assum
ptions about their 

needs, expectations, previous know
ledge, and so on. T

hese 

assum
ptions w

ill obviously be diff erent from
 those m

ade 

by the original author, because source-text addressees and 

target-text 
addressees 

belong 
to 
diff erent 

cultures 
and 

language com
m
unities. T

his m
eans the translator cannot 

off er the sam
e am

ount and kind of inform
ation as the 

source-text producer. W
hat the translator does is off er 

another kind of inform
ation in another form

.

（
7
）　

川
本
皓
嗣
．『
東
西
の
抒
情
詩
〈
特
輯
〉』・「
二
羽
の
あ
ほ
う
ど
り

―
訳
詩
に
つ
い
て
」．
す
ず
さ
わ
書
店
．
一
九
七
八
．
第
六
頁
．

（
8
）　

宗
像
衣
子
．「
言
葉
と
文
化
―
俳
句
の
翻
訳
と
ハ
イ
カ
イ
」．

H
arm
onia

．
二
〇
〇
五
（
三
五
）．

（
9
）　

楊
姗
姗
姗
姗
．「
浅
析
〝
居
然
〞
和
〝
竟
然
〞
的
異
同
」．
科
教
文
汇
（
上
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旬
刊
）
一
期
．
二
〇
一
二
．

（
10
）　

鈴
木
信
雄
，
津
田
和
彦
．「
体
言
止
め
表
現
に
基
づ
く
感
情
推
定
と

応
答
の
自
動
生
成
」．
情
報
科
学
技
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
般
講
演
論
文
集 

六
（
二
）．
二
〇
〇
七
．

（
11
）　

張
今
、
張

．『
文
学
翻
訳
原
理
』．
北
京
：
清
華
大
学
出
版
社
．

二
〇
〇
五
．
第
一
二
一
頁
．

（
12
）　

林
林
．『
日
本
古
典
俳
句
選
』．
北
京
：
人
民
文
学
出
版
社
．
二
〇

〇
五
．
第
一
一
七
頁
．

（
13
）　

彭
恩
華
．『
日
本
俳
句
史
』．
上
海
：
学
林
出
版
社
．
一
九
八
三
．

第
三
頁
．

（
14
）　

穎
原
退
蔵
．『
去
来
抄
・
三
冊
子
・
旅
寝
論
』．
東
京
：
岩
波
書
店
．

二
〇
〇
七
。

（
15
）　

山
本
健
吉
．「
俳
句
私
見
」．『
文
芸
春
秋
』．
昭
和
五
八
．
一
号
。

（
16
）　

松
浦
友
久
．
中
国
詩
歌
言
論
．
東
京
：
大
修
館
書
店
．
一
九
八
六
．

第
一
八
三
頁

（
17
）　

松
浦
友
久
．
中
国
詩
歌
言
論
．
東
京
：
大
修
館
書
店
．
一
九
八
六
．

第
一
八
四
頁

（
18
）　

植
田
渥
雄
．「『
詩
経
』
の
話
：「
桃
夭
」「
碩
鼠
」「
黍
離
」
を
中
心

に
」．
日
中
言
語
文
化
：
桜
美
林
大
学
紀
要
．
二
〇
〇
七
（
〇
五
）．

（
こ　

ぶ
ん
か
い
／
本
学
大
学
院
生
）


