
詩
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
考
察
が
可
能
で
あ
る
。
あ
る
言
語
の

個
別
性
と
、
諸
言
語
に
通
底
す
る
普
遍
性
と
の
関
係
、
と
い
う
視
点
か
ら

そ
れ
を
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。
詩
が
と
く
に
体
現
す
る
は
ず
の
一
言
語

の
精
髄
の
翻
訳
不
可
能
性
を
強
調
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
逆
に
、
原
文

と
翻
訳
と
い
う
二
項
対
立
の
階
層
秩
序
を
疑
う
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、

一
言
語
の
詩
が
他
言
語
に
翻
訳
さ
れ
る
さ
い
に
、
ど
ん
な
詩
の
伝
統
が
利

用
さ
れ
る
か
（
と
き
に
は
創
出
さ
れ
る
か
）
を
観
察
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

さ
ら
に
具
体
的
に
、
音
韻
や
リ
ズ
ム
や
イ
メ
ー
ジ
や
意
味
の
諸
相
の
う
ち

で
、
ど
れ
が
移
さ
れ
、
ど
れ
が
捨
て
ら
れ
る
か
を
丁
寧
に
記
述
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
の
詩
の
日
本
語
訳
に
つ
い

て
、
と
く
に
そ
の
多
言
語
性
の
扱
い
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
具
体
的
な
観

察
を
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

パ
ウ
ン
ド
自
身
は
、
周
知
の
よ
う
に
き
わ
め
て
意
識
的
な
翻
訳
家
で

あ
っ
た
。
過
去
の
文
学
遺
産
か
ら
新
た
な
文
学
を
つ
く
る
と
い
う
発
想
の

も
と
に
、
翻
訳
詩
を
数
多
く
製
作
し
、
ま
た
翻
訳
と
創
作
と
の
中
間
に
位

置
す
る
よ
う
な
作
品
を
書
い
た
。
後
半
生
に
書
き
継
い
だ
長
篇
詩
『
詩

篇
』（T

he
C
antos

）
に
は
、
多
く
の
言
語
の
文
学
作
品
か
ら
の
夥
し
い
断

片
が
、
あ
る
い
は
原
文
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
翻
訳
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
、

詩
人
の
見
る
と
こ
ろ
の
人
類
の
文
化
遺
産
の
肯
定
的
要
素
の
展
示
と
な
っ

て
い
る
（
作
品
は
、
そ
れ
ら
建
設
的
要
素
と
、
そ
れ
ら
を
破
壊
す
る
否
定

的
要
素
と
を
示
し
て
、
諸
価
値
の
階
層
秩
序
を
提
示
す
る
総
覧
と
な
る
は

ず
だ
っ
た
）。

翻
訳
家
と
し
て
の
パ
ウ
ン
ド
は
、
学
者
的
な
正
確
さ
に
過
度
に
こ
だ
わ

る
こ
と
は
な
く
（
意
図
せ
ざ
る
誤
訳
も
も
ち
ろ
ん
多
い
の
だ
が
）、
翻
訳

対
象
の
詩
の
美
の
特
性
を
直
感
的
に
捉
え
、
そ
れ
に
対
す
る
現
代
英
語
で

の
対
応
物
を
探
っ
た
。
初
期
は
擬
古
文
で
訳
し
た
が
、
か
れ
が
指
導
し
た

エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
の
詩
の
日
本
語
訳
に
関
す
る
若
干
の
観
察富

山

英

俊
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英
米
詩
の
文
体
の
革
新
運
動
「
イ
マ
ジ
ズ
ム
」
の
核
心
は
、
無
駄
な
修
辞

の
な
い
文
体
に
よ
る
凝
縮
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
提
示
に
あ
っ
た
か
ら
、
そ

の
美
学
に
従
う
翻
訳
詩
も
多
い
。
│
│
た
だ
し
そ
の
時
期
以
降
も
、
必
要

に
よ
っ
て
は
人
工
的
な
擬
古
文
を
用
い
た
。
ま
た
、
音
韻
ま
で
を
も
再
現

し
よ
う
と
す
る
翻
訳
も
行
い
、
と
き
に
は
意
味
を
捨
て
て
主
と
し
て
音
を

移
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
イ
マ
ジ
ズ
ム
は
極
東
の
詩
か
ら
着
想
を

え
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
親
和
性
が
日
本
語
訳
を
助
け
る

の
は
、
パ
ウ
ン
ド
の
詩
の
一
部
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。

│
│
ち
な
み
に
「
イ
マ
ジ
ズ
ム
」
と
は“Im

agism
”

の
邦
訳
語
だ
が
、
パ

ウ
ン
ド
が
運
動
の
最
中
一
時
フ
ラ
ン
ス
語
風
の
呼
称“des

Im
agistes”

を

異
国
的
な
斬
新
さ
の
記
号
と
し
て
用
い
た
こ
と
（
こ
れ
は
原
文
の
な
い
翻

訳
と
い
う
現
象
の
一
例
で
は
あ
る
）
の
名
残
で
あ
る
よ
う
だ
。
英
語
の
い

ま
の
発
音
は
、
カ
ナ
表
記
す
れ
ば
「
イ
ミ
ッ
ジ
ズ
ム
」
と
な
る
が
、
日
本

で
は
フ
ラ
ン
ス
語
風
の
名
が
、
し
か
も
「
イ
マ
ジ
ス
ム
」
な
ら
ぬ
「
イ
マ

ジ
ズ
ム
」
と
い
う
混
成
的
な
形
で
定
着
し
て
い
る
。
│
│
た
だ
し
、
も
ち

ろ
ん
カ
タ
カ
ナ
語
は
日
本
語
の
語
彙
体
系
の
一
部
だ
か
ら
、
こ
れ
を
間
違

い
と
呼
ぶ
の
は
間
違
い
で
あ
る
わ
け
だ
が
。

さ
て
、
日
本
語
の
い
わ
ゆ
る
口
語
自
由
詩
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
リ
ズ
ム

と
音
韻
と
意
味
の
仕
掛
け
は
あ
り
、
口
語
自
由
詩
で
欧
米
の
定
型
詩
や
自

由
詩
（
英
語
で
は“free

verse”

）
を
訳
す
際
に
も
、
あ
る
種
の
応
対
の
型

は
あ
る
。
た
と
え
ば
現
在
で
は
、
定
型
詩
の
訳
で
も
文
語
体
を
使
う
こ
と

は
あ
ま
り
な
く
、
可
能
な
限
り
定
型
詩
的
な
凝
縮
感
を
伝
え
る
よ
う
な
訳

を
工
夫
す
る
わ
け
で
あ
る
。

以
下
は
、
こ
こ
ま
で
挙
げ
た
諸
点
に
も
ふ
れ
つ
つ
、
と
く
に
パ
ウ
ン
ド

の
多
言
語
性
、
言
語
の
多
重
性
が
ど
う
日
本
語
に
移
さ
れ
て
き
た
か
を
、

西
脇
順
三
郎
、
岩
崎
良
三
、
新
倉
俊
一
な
ど
の
訳
文
に
つ
い
て
見
て
い
き

た
い
。
パ
ウ
ン
ド
の
詩
に
は
多
言
語
が
使
用
さ
れ
、
英
語
自
体
に
も
文
体

や
用
語
法
の
多
重
性
・
多
層
性
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
一
部
は
摩
訶
不
思

議
で
あ
っ
た
り
、
問
題
含
み
で
あ
っ
た
り
す
る
。
邦
訳
に
よ
り
、
読
者
に

そ
れ
ら
を
理
解
さ
せ
つ
つ
詩
を
移
す
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
な
く
、

取
捨
を
迫
ら
れ
る
場
合
も
多
い
。
│
│
な
お
、
筆
者
は
こ
こ
で
は
狭
義
の

誤
訳
探
し
に
興
味
が
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
き
た
い
。

＊

一
九
二
〇
年
刊
の
短
篇
詩
連
作
『
ヒ
ュ
ー
・
セ
ル
ウ
ィ
ン
・
モ
ー
バ

リ
ー
』（H

ugh
Selw

yn
M
auberley

）
は
、
パ
ウ
ン
ド
の
代
表
作
と
目
さ

れ
、
詞
華
集
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
形
式
的
に
は
、
イ
マ
ジ
ズ
ム

の
時
期
の
自
由
詩
の
主
張
が
亜
流
た
ち
に
よ
る
弛
緩
し
た
作
品
の
乱
作
に

至
っ
た
こ
と
を
反
省
し
、
四
行
一
連
で
脚
韻
を
踏
む
定
型
詩
の
彫
琢
を
、

一
時
的
に
試
み
た
（
た
だ
し
リ
ズ
ム
は
弱
強
格
の
一
律
の
反
復
で
は
な

い
）。
そ
の
最
初
の
詩
「
ワ
ガ
墓
ヲ
選
ブ
タ
メ
ノ
Ｅ
・
Ｐ
ノ
お
ー
ど
」（“E

.

P.
O
de
Pour

L’E
lection

D
e
Son

Sepulchre”

）
は
、
題
は
ロ
ン
サ
ー
ル

の
フ
ラ
ン
ス
語
の
も
じ
り
だ
が
、
Ｅ
・
Ｐ
つ
ま
り
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
が

「
詩
の
芸
術
を
蘇
ら
せ
よ
う
」
と
し
た
試
み
の
挫
折
を
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ

ス
の
困
難
な
旅
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
つ
つ
歌
う
。
だ
が
そ
の
主
題
は
、

そ
れ
を
朗
々
と
歌
う
形
式
が
挫
折
な
ら
ぬ
勝
利
を
証
言
す
る
こ
と
に
よ
っ

エズラ・パウンドの詩の日本語訳に関する若干の観察
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て
覆
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
作
品
の
主
眼
を
構
成
す
る
。（
ち
な
み
に
、
な

ぜ
「
モ
ー
バ
リ
ー
」
と
い
う
主
人
公
ら
し
き
人
名
を
掲
げ
る
詩
の
冒
頭
に

Ｅ
・
Ｐ
氏
が
出
て
く
る
か
、
を
問
う
と
パ
ウ
ン
ド
の
作
品
構
成
能
力
の
限

界
、
と
い
う
問
題
が
現
わ
れ
て
く
る
。）
│
│
さ
て
、
セ
イ
レ
ー
ン
の
誘
惑

の
歌
を
聴
く
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
Ｅ
・
Ｐ
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
第
九
―
一

二
行
は
、
小
沢
書
店
刊
の
新
倉
俊
一
編
『
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
詩
集
』
の

新
倉
訳
で
は

「
わ
れ
ら
は
ト
ロ
イ
で
の
す
べ
て
の
苦
し
み
を
知
る
ゆ
え
に
│
│
」

と
い
う
歌
声
を
、
ふ
さ
が
な
い
耳
で
聞
い
て

と
な
っ
て
い
て
、「『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
十
二
巻
一
八
九
行
」
と
い
う

欄
外
注
が
あ
る
。
こ
の
処
理
は
、
筑
摩
世
界
文
学
大
系
８８
『
名
詩
集
』
で

の
金
関
寿
夫
訳
で
も
、
思
潮
社
刊
の
城
戸
朱
理
編
『
パ
ウ
ン
ド
詩
集
』
で

の
城
戸
訳
で
も
、
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。（
金
関
訳
は
「
わ
れ
ら
は
ト

ロ
イ
ア
で
起
り
し
す
べ
て
を
知
る
が
ゆ
え
に
」
で
、
後
注
で
「
原
文
は
ギ

リ
シ
ャ
語
」
と
説
明
。
城
戸
訳
は
「
わ
れ
ら
は
ト
ロ
イ
ア
に
お
け
る
す
べ

て
の
苦
し
み
を
知
る
ゆ
え
に
│
│
」
で
、
後
注
で
「『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』

…
…
か
ら
の
引
用
が
あ
る
」
と
説
明
。）

さ
て
第
九
行
の
原
文
は

と
い
う
ホ
メ
ロ
ス
の
ギ
リ
シ
ャ
語
そ
の
ま
ま
の
引
用
で
あ
る
。
紹
介
の
段

階
で
の
日
本
語
訳
は
ま
ず
、
余
計
な
抵
抗
感
を
与
え
ず
に
意
味
を
伝
え
る

の
が
よ
い
、
と
い
う
方
針
は
理
解
で
き
な
く
は
な
い
。
だ
が
、
ギ
リ
シ
ャ

語
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
存
在
は
こ
こ
で
あ
ま
り
に
顕
著
な
特
徴
だ
か
ら
、

そ
れ
が
直
ち
に
分
か
る
よ
う
に
訳
す
ほ
う
が
親
切
だ
ろ
う
、
と
も
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
カ
タ
カ
ナ
で
「
ワ
レ
ラ
ハ
と
ろ
い
デ
ノ
ス
ベ
テ
ノ
苦
シ
ミ

イ

ド

メ

ン

・

ガ

ー

ル

・

ヲ
知
ル
ユ
エ
ニ
」
で
も
よ
い
し
、
ル
ビ
を
ふ
っ
て
「
わ
れ
ら
は
ト
ロ
イ
で

パ

ン

ス

・

ホ

ス

・

エ

ニ

・

ト

ロ

イ

エ

ー

の
す
べ
て
の
苦
し
み
を
知
る
ゆ
え
に
」
で
も
よ
い
し
、
欄
外
注
が
可
能
な

ら
原
語
の
音
の
カ
ナ
表
記
で
「
イ
ド
メ
ン
・
ガ
ー
ル
・
パ
ン
ス
・
ホ
ス
・

エ
ニ
・
ト
ロ
イ
エ
ー
」（
パ
ウ
ン
ド
自
身
の
朗
読
テ
ー
プ
で
の
発
音
に
よ

る
）
で
も
よ
い
。
│
│
パ
ウ
ン
ド
の
作
品
の
一
局
面
は
、
過
去
の
文
化
遺

産
の
標
本
が
組
み
こ
ま
れ
展
示
さ
れ
る
「
想
像
の
美
術
館
」（
マ
ル
ロ
ー

の
用
語
を
借
り
る
と
し
て
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
ま
た
実
際
た
い
て
い
の
英

語
読
者
に
と
っ
て
、
詞
華
集
等
で
出
会
う
こ
の
一
節
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
響

き
を
耳
に
す
る
稀
な
機
会
を
提
供
し
て
い
る
か
ら
、
日
本
語
訳
も
そ
の
特

性
を
読
者
に
指
示
す
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
し
て
実
際
は
『
モ
ー
バ
リ
ー
』
の
訳
者
た
ち
も
、
こ
の
点
で
ひ
と
つ

の
方
針
で
一
貫
す
る
わ
け
で
な
く
、
適
宜
処
置
を
使
い
分
け
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
セ
ク
シ
ョ
ン
「
Ⅲ
」
の
終
わ
り
で
現
代
の
文
化
状
況
を
慨
嘆
す

る
部
分
、ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
引
用
を
含
む
個
所
は

O
brightA

pollo,
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W
hatgod,m

an
or
hero

ShallI
place

a
tin
w
reath

upon!

で
あ
る
が
、
そ
の
新
倉
訳
は

お
お

か
が
や
く
ア
ポ
ロ
ン

「
テ
ィ
ン
・
ア
ン
ド
ラ
、
テ
ィ
ン
・
エ
ロ
ア
、
テ
ィ
ン
・
セ
オ
ン
」

（
ど
ん
な
英
雄
や
、
人
間
や
、
神
に
）

テ
ィ
ン

錫
の
花
冠
を
飾
っ
た
ら
い
い
ん
だ
！

で
あ
る
。
二
行
め
の
ギ
リ
シ
ャ
語
は
原
音
の
カ
ナ
表
記
で
処
理
し
（
三
つ

め
の
「
テ
ィ
ン
」
は
厳
密
に
は
「
テ
ィ
ナ
」
の
よ
う
だ
が
）、
最
後
の
行
は

「
錫
」（“tin”

）
に
「
テ
ィ
ン
」
と
ル
ビ
を
ふ
っ
て
、
原
文
で
の
ギ
リ
シ
ャ

語
音
と
英
語
音
と
の
重
ね
あ
わ
せ
の
効
果
を
伝
え
よ
う
と
す
る
。
│
│
な

お
金
関
訳
は
、「
お
お

輝
か
し
い
ア
ポ
ロ
ン
よ
、
／
「
い
か
な
る
人

い
か
な
る
英
雄

い
か
な
る
神
に
」
／
い
か
な
る
神

人

英
雄
の
頭
上

に
／
月
桂
樹
な
ら
ぬ

ブ
リ
キ
の
冠
を
置
け
ば
い
い
の
か
！
」
と
、
二
、

三
行
め
は
日
本
語
を
繰
り
返
し
て
い
て
、
注
を
見
な
い
と
原
文
の
眼
目
を

想
像
し
に
く
い
。
た
だ
し
最
後
の
行
は
、

“Shall
I
place

a
tin

w
reath

upon!”

で
予
期
に
反
し
て“laurel”

な
ら
ぬ“tin”

と
い
う
形
容
詞
が
く

る
驚
き
の
効
果
を
、
巧
み
に
補
っ
て
訳
し
て
い
る
。

＊

パ
ウ
ン
ド
の
『
詩
篇
』
は
、
と
て
も
簡
潔
に
紹
介
で
き
る
よ
う
な
作
品

で
は
な
い
が
、
人
類
の
文
化
遺
産
の
標
本
を
展
示
し
つ
つ
諸
価
値
の
総
覧

を
目
指
す
長
篇
詩
、
し
か
し
詩
人
の
作
品
構
築
能
力
の
限
界
も
あ
っ
て
雑

多
な
要
素
が
順
不
同
に
並
ぶ
作
品
、
ま
た
異
端
的
な
経
済
・
社
会
思
想
へ

の
傾
倒
（
そ
れ
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
支
持
に
至
っ
た
）
が
徐
々
に
流
入
し
た

過
程
を
示
す
文
書
、
と
い
う
よ
う
に
特
徴
の
概
要
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き

る
。
そ
の
冒
頭
の
「
第
一
篇
」
は
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
第
一
一
巻
の

一
節
、
テ
イ
レ
シ
ア
ー
ス
の
予
言
を
聞
く
た
め
の
冥
府
降
り
の
場
面
の
翻

訳
か
ら
な
る
が
、
思
潮
社
本
に
所
収
の
西
脇
順
三
郎
訳
で
は

だ
が
そ
れ
か
ら
船
へ
下
っ
て
行
き

波
へ
竜
骨
を
つ
き
こ
ん
で
神
々
し
い
海
原
へ
の
り
だ
し

私
ら
は
そ
の
黒
船
に
檣
と
帆
を
つ
き
立
て

船
に
は
羊
を
運
び
こ
み
、
そ
し
て
ま
た
私
ら
の
身
体
を
も

心
は
重
く
泣
き
な
が
ら
の
り
こ
ん
だ
と
き
風
は

船
尾
か
ら
吹
き
帆
は
腹
み
私
ら
を
運
び
出
し
進
ん
だ
…
…

と
始
ま
る
。西
脇
訳
だ
か
ら
当
然
と
は
い
え
、こ
と
ば
の
格
調
は
み
ご
と
な

も
の
で
あ
る
。さ
ら
に
原
文
の“B

ore
sheep

aboard
her,

and
our

bodies

also/
H
eavy

w
ith

w
eeping,

and
w
inds

from
sternw

ard/
B
ore

us
out

w
ith

bellying
canvas”

あ
た
り
で
、
目
的
語
の

“our
bodies”

に
対
し
て

次
行
の
頭
の“H

eavy
w
ith...”

が
述
語
の
よ
う
に
働
く
個
所
の
統
語
の
微

妙
な
ゆ
れ
を
、「
そ
し
て
ま
た
私
ら
の
身
体
を
も
／
心
は
重
く
泣
き
な
が
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ら
の
り
こ
ん
だ
と
き
」
と
、
や
は
り
少
し
統
語
の
ず
れ
の
あ
る
日
本
語
で

巧
み
に
訳
し
て
い
る
。（
ち
な
み
に
小
沢
書
店
版
の
新
倉
訳
は
、「
わ
れ
わ

れ
も
ま
た
／
涙
に
く
れ
て
乗
り
込
ん
だ
」
と
、
よ
り
平
明
に
訳
す
選
択
を

し
て
い
る
。）

そ
し
て
第
一
篇
は
つ
い
で
、
冥
府
の
情
景
と
テ
イ
レ
シ
ア
ー
ス
の
予
言

の
場
面
と
を
描
く
が
、
そ
の
七
六
行
の
作
品
の
う
ち
の
終
盤
で
は
、
パ
ウ

ン
ド
が
翻
訳
の
も
と
と
し
た
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
十
六
世
紀
の
ラ
テ

ン
語
訳
の
訳
者
デ
ィ
ー
ヴ
ス
が
呼
び
か
け
ら
れ
る
（
第
六
八
行
の

「
デ
ィ
ー
ヴ
ス
よ
、
安
ら
か
に
眠
れ
」）。
そ
れ
は
、
作
品
が
そ
の
編
集
・

提
示
行
為
を
み
ず
か
ら
露
呈
す
る
奇
妙
な
身
ぶ
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

そ
の
あ
と
も
う
一
度
二
行
だ
け
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
に
戻
っ
た
そ
の
後
に
く

る
、
七
二
行
以
降
に
注
意
を
向
け
よ
う
。
西
脇
訳
で
は

尊
敬
す
べ
き

ク
レ
ー
タ
人
の
言
葉
で
い
え
ば
、
あ
の
黄
金
の

冠
を
つ
け
た
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
ー
は

キ
ュ
プ
ロ
ス
の
城
壁
か
ら
や
っ
て
来
た
、
陽
気
に

真
鍮
や
金
の
帯
や
胸
巻
き
を
つ
け
て
、

君
は
暗
い
目
蓋
で
、
ア
ル
ギ
シ
ダ
の
森
の

金
枝
を
も
っ
て
や
っ
て
来
た
。
だ
か
ら
│
│

と
な
る
。
一
読
し
て
、
こ
こ
は
「
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
ー
」
の
名
は
明
瞭
だ
が
、

あ
と
は
判
じ
物
め
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
原
文
は

V
enerandam

In
the

C
retan’s

phrase,w
ith
the

golden
crow

n,A
phrodite

C
yprim

unim
enta

sortita
est,m

irthful,oricalchi,w
ith
golden

G
irdles

and
breastbands,thou

w
ith
dark

eyelids

B
earing

the
golden

bough
ofA

rgicida.So
that:

で
あ
っ
て
、
ラ
テ
ン
語
と
英
語
の
断
片
が
奇
妙
に
入
り
混
じ
る
（
西
脇
訳

は
、
こ
こ
は
行
数
も
変
え
て
統
語
を
整
え
て
い
る
）。
注
釈
を
見
な
け
れ

ば
分
か
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
じ
つ
は
こ
れ
は
、
先
の
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ

ア
』
訳
本
に
収
録
さ
れ
た
伝
ホ
メ
ロ
ス
「
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
ー
讃
歌
」
の
ラ

テ
ン
語
訳
を
元
に
し
て
い
て
、
し
か
も
、
意
図
的
に
断
片
の
モ
ザ
イ
ク
を

つ
く
っ
て
神
話
的
世
界
の
喚
起
を
目
指
す
部
分
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
パ

ウ
ン
ド
の
詩
行
で“V

enerandam
”

の
一
行
は
、
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
ー
崇
拝

の
精
髄
を
、
一
語
の
音
響
に
よ
っ
て
直
截
に
伝
え
る
べ
く
置
か
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
一
六
世
紀
の
ラ
テ
ン
語
訳
の
一
断
片
で
あ
っ
て
（
意

味
は
普
通
の
英
単
語
の
類
推
で
見
当
が
つ
く
が
）、
こ
の
一
語
の
響
き
を
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
の
宗
教
感
情
を
喚
起
す
る
は
ず
の
細
部
と
す
る
こ
と
は
、

厳
密
に
言
え
ば
、
と
く
に
根
拠
の
な
い
パ
ウ
ン
ド
の
直
感
の
産
物
で
あ
る
。

だ
が
こ
れ
も
、
広
義
の
翻
訳
と
い
う
現
象
、
複
数
の
言
語
間
の
交
渉
・
干

渉
・
移
動
の
奇
妙
な
一
例
に
は
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
ど
う
受
け

取
る
か
は
読
者
次
第
だ
が
、
こ
の
一
節
の
詩
的
な
可
否
は
、“V

eneran-

dam
”

の
響
き
に
か
か
っ
て
い
る
。
│
│
ち
な
み
に
、
パ
ウ
ン
ド
の
文
学
は
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根
本
的
に
は
、
事
象
の
こ
う
し
た
瞬
間
的
な
把
握
と
そ
の
表
出
と
に
よ
っ

て
い
て
、
そ
の
意
味
で
は
「
要
約
す
る
こ
と
は
や
さ
し
い
」
も
の
で
あ
る

と
は
、
篠
田
一
士
が
か
つ
て
七
二
年
の
『
ユ
リ
イ
カ
』
パ
ウ
ン
ド
特
集
号

に
収
録
の
一
文
で
喝
破
し
て
い
た
点
だ
っ
た
。

そ
し
て
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
卒
業
論
文
を
ラ
テ
ン
語
で
書
き
、『A

m
bar-

valia

』
に
ラ
テ
ン
語
詩
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
祭
の
前
晩
」
の
訳
を
載
せ
た
西
脇

に
と
っ
て
は
、“V

enerandam
”

以
下
の
ラ
テ
ン
語
は
ふ
つ
う
に
訳
せ
ば
よ

く
、
と
く
に
英
語
部
分
と
の
区
別
を
す
る
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
「
尊
敬
す
べ
き
」
は
、
す
こ
し
平
板
に
響
く
。こ
こ
は
、

日
本
語
読
者
に
ラ
テ
ン
語
の
導
入
を
知
ら
せ
る
べ
き
で
、
カ
ナ
表
記
に
す

る
か
（
私
案
は
「
崇
メ
奉
ジ
タ
テ
マ
ツ
ル
」）、
欄
外
注
が
可
能
な
ら
、
原

音
の
カ
ナ
表
記
（「
ウ
ェ
ネ
ラ
ン
ダ
ム
」
な
い
し
詩
人
の
朗
読
テ
ー
プ
で
の

英
語
的
な
「
ヴ
ェ
ネ
ラ
ン
ダ
ー
ム
」）
で
よ
い
だ
ろ
う
。（
な
お
西
脇
で
は

「
ア
ル
ギ
シ
ダ
」
と
な
っ
て
い
る“A
rgicida”

は
、
意
味
は
「
ア
ル
ゴ
ス
人

を
殺
す
も
の
」
で
、
ト
ロ
イ
に
味
方
し
た
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
ー
な
い
し
ヘ
ル

メ
ス
を
指
す
よ
う
だ
が
、
こ
れ
も
録
音
で
は
「
ア
ー
ジ
シ
ー
ダ
」と
英
語

的
に
発
音
さ
れ
て
い
る
。
│
│
た
だ
し
、必
ず
詩
人
の
発
声
の
と
お
り
に
日

本
語
表
記
を
す
べ
き
だ
、
と
は
言
え
な
い
が
。）

こ
の
部
分
の
新
倉
訳
は
、「
ク
レ
ー
テ
ー
人
の
言
葉
で
い
え
ば

ヴ

ェ

ネ

ラ

ン

ド

ウ

ム

「
崇
め
ら
れ
る
べ
き
」
金
色
の
冠
を
つ
け
た
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
よ
／

キ
ュ
プ
リ
・
ム
ニ
ュ
メ
ン
タ
・
ソ
ル
テ
ィ
ー
タ
・
エ
ス
ト

オ
ル
カ
リ

「
キ
プ
ロ
ス
を
護
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
」
笑
い
に
満
て
る
／
真
鍮
の
飾

り
と
胸
帯
を
つ
け
た
女
神
よ
…
…
」
と
、
ル
ビ
表
記
を
使
っ
て
い
る
。
た

だ
、
原
文
で
の

“V
enerandam

”

の
一
行
が
ま
ず
響
く
効
果
を
、
や
や
説

明
的
に
処
理
し
て
は
い
る
。

＊

『
詩
篇
』
の
「
第
四
篇
」
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
を
見
る
な
ら
、
そ
の
冒

頭
は
や
は
り
、
断
片
的
イ
メ
ー
ジ
を
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
。

Palace
in
sm
oky

light,

T
roy

buta
heap

of
sm
ouldering

boundary
stones,

A
N
A
X
IFO

R
M
IN
G
E
S!A

urunculeia!

H
ear

m
e.C

adm
us
of
G
olden

Prow
s!

詩
篇
の
冒
頭
に
は
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
多
い
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
文
化
遺

産
の
破
片
の
展
示
で
あ
り
、
ま
た
、
断
片
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
美
的
な

意
匠
の
構
成
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
意
味
や
出
所
は
、
注
を
読
ま
な
け
れ
ば

ま
ず
分
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
知
っ
て
も
明
瞭
な
意
味
の
繋
が
り
を
見
出

せ
る
と
は
限
ら
な
い
。
注
釈
に
よ
れ
ば
「
ア
ナ
ク
シ
フ
ォ
ル
ミ
ン
ゲ
ス
」

は
ピ
ン
ダ
ロ
ス
か
ら
で
「
竪
琴
の
主
」、「
ア
ウ
ル
ン
ク
レ
イ
ア
」
は
カ

ト
ゥ
ル
ス
の
歌
っ
た
女
の
名
で
あ
り
、
ト
ロ
イ
落
城
と
直
接
の
関
係
は
な

い
。こ

こ
の
訳
は
、
思
潮
社
版
の
岩
崎
良
三
訳
で
は
、「
煙
る
光
の
宮
殿
、

／
ト
ロ
イ
は
い
ぶ
る
境
界
石
の
堆
積
に
す
ぎ
な
い
、
／
七
弦
琴
の
主
よ
！

ア
ウ
ル
ン
ク
レ
ー
イ
ア
！
／
わ
が
言
葉
を
き
け
！

黄
金
の
船
の
カ
ド

ム
ス
よ
！
」
で
あ
る
。
新
倉
訳
は
、「
け
む
る
光
に
包
ま
れ
た
宮
殿
／
ト
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ロ
イ
は
た
だ
の
く
す
ぶ
る
境
界
石
の
瓦
礫
の
山
だ
／
ア
ナ
ク
シ
フ
ォ
ル
ミ

ン
ゲ
ス
！

ア
ウ
ル
ン
ク
レ
ー
イ
ア
！
／
聞
け
、
黄
金
の
船
の
カ
ド
モ
ス

よ
！
」。
岩
崎
訳
は
、「
ア
ナ
ク
シ
フ
ォ
ル
ミ
ン
ゲ
ー
ス
」
は
和
訳
し
、

「
ア
ウ
ル
ン
ク
レ
イ
ア
」
は
原
音
の
カ
ナ
表
記
で
処
理
し
て
い
る
が
、
こ

こ
は
新
倉
訳
の
よ
う
に
、
両
方
カ
ナ
表
記
が
妥
当
だ
ろ
う
。
│
│
岩
崎
訳

は
初
期
の
優
れ
た
訳
業
で
あ
る
が
、
思
潮
社
版
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
第

二
〇
篇
」
の
冒
頭
の
同
様
の
個
所
の
訳
な
ど
で
も
、
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ

シ
ャ
語
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
の
断
片
が
引
用
さ
れ
る
部
分
を
、「
か
弱
い

響
き
、
鳴
り
響
く
か
の
よ
う
に
／
妙
な
る
歌
、
若
し
あ
な
た
に
会
わ
な
け

れ
ば
、
／
い
と
も
深
く
わ
が
思
い
を
寄
せ
る
女
性
よ
…
…
」
と
、
原
文
が

す
べ
て
英
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
訳
す
の
は
、
読
者
に
は
不
親
切
か
も
し

れ
な
い
。

翻
訳
者
が
、
こ
う
し
た
点
で
い
ろ
い
ろ
と
苦
労
し
、
工
夫
を
し
て
い
る

例
を
も
う
少
し
挙
げ
よ
う
。『
詩
篇
』
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
雑
多
な
主
題
が

順
不
同
に
出
現
す
る
作
品
だ
が
、「
第
三
九
篇
」
な
ど
は
詩
人
の
世
界
観

の
中
核
を
示
す
部
分
で
あ
る
。
神
話
的
な
主
題
を
神
秘
主
義
的
に
表
出
し
、

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
魔
女
キ
ル
ケ
ー
と
の
関
係
、
植
物
神
ア
ド
ニ
ス
の
復

活
神
話
な
ど
を
扱
う
。
そ
の
な
か
で
終
わ
り
近
く
、
女
が
神
の
子
を
孕
む

秘
儀
を
暗
示
す
る
一
節
は
、
新
倉
訳
で
は
、「「
神
を
つ
く
れ
！
」「
神
は

つ
く
ら
れ
た
」
／
お
お

み
ず
み
ず
し
い
春
！
／
お
お

み
ず
み
ず
し
い

春
！
／
か
く
て
春
は
つ
く
ら
れ
た
…
…
」、
と
な
っ
て
い
る
（
こ
れ
は
七

六
年
刊
の
角
川
書
店
版
の
『
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
詩
集
』
に
所
収
）。

さ
て
こ
こ
の
原
文
は
、“Fac

D
eum

!”
“E
st
factus.”

/V
er
novum

!/ver

novum
!/T
hus

m
ade

the
spring...”

と
、
主
に
ラ
テ
ン
語
か
ら
な
る
の
だ

が
（”ver

novum
”

は
詩
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
祭
の
前
晩
」
か
ら
の
引
用
）、
そ

れ
は
邦
訳
で
は
指
示
さ
れ
な
い
。
こ
こ
の
ラ
テ
ン
語
は
、
一
昔
前
の
英
米

の
教
養
人
に
は
と
く
に
難
し
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
は
つ
く
が
、

邦
訳
に
よ
っ
て
パ
ウ
ン
ド
を
知
ろ
う
と
す
る
読
者
の
た
め
に
は
、
ラ
テ
ン

語
部
分
の
存
在
は
知
ら
せ
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
│
│
た
だ
し
、
同

篇
の
「
闇
の
な
か
の
か
れ
ら
の
眼
し
か
み
え
な
い
／
か
れ
が
歩
い
た
枝
で

は
な
く
。
／
か
ら
だ
は
光
り
に
打
ち
伸
ば
さ
れ
／
そ
の
火
の
玉
を
呑
ん
だ

の
だ
／
茂
み
を
通
し
て
／
か
れ
の
棒
が
わ
た
し
の
胎
に
神
を
つ
く
っ
た
／

か
く
花
嫁
は
語
り
／
か
く
花
嫁
は
歌
う
」
と
い
っ
た
部
分
は
、
イ
タ
リ
ア

語
や
ラ
テ
ン
語
の
部
分
を
区
別
し
て
は
い
な
い
が
、
達
意
の
訳
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
第
三
九
篇
」
と
同
様
の
主
題
を
だ
い
ぶ
ペ
ー
ジ
数

を
あ
け
て
扱
う「
第
四
七
篇
」で
、
ア
ド
ニ
ス
神
話
を
展
開
す
る
末
尾
の
個

所
は
、
新
倉
訳
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
角
川
書
店
版
に
所
収
）。

運
命
の
女
神
た
ち
は
ア
ド
ー
ニ
ス
を
悼
む
だ
ろ
う

（「
カ
イ
・
モ
イ
ラ
イ
…
…
ア
ド
ー
ニ
ン
」）

杏
の
枝
が
炎
を
あ
げ

新
し
い
穂
先
が
祭
壇
に
捧
げ
ら
れ
る
と
き
に

な
ん
じ
、
デ
ィ
オ
ー
ネ
よ
、
運
命
の
女
神
た
ち
は

（「
ト
ゥ
・
デ
ィ
オ
ー
ナ
・
カ
イ
・
モ
イ
ラ
イ
」）

あ
あ

運
命
の
女
神
た
ち
は
ア
ド
ー
ニ
ス
を
悼
む
だ
ろ
う

（「
カ
イ
・
モ
イ
ラ
イ
…
…
ア
ド
ー
ニ
ン
」）
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か
れ
は
癒
す
ち
か
ら
を
も
つ

荒
き
け
も
の
た
ち
を
治
め
る
ち
か
ら
を

内
容
的
に
は
、
最
後
の
二
行
で
は
ア
ド
ニ
ス
の
像
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス

の
像
と
の
奇
妙
な
混
交
が
起
き
る
の
だ
が
、
さ
て
こ
こ
の
訳
文
の
処
置
は

興
味
ぶ
か
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
訳
文
は
ギ
リ
シ
ャ
語
を
カ
ナ
に
転

記
し
て
い
る
が
、
原
文
の
は
じ
め
の
二
行
な
ど
は

Κ
α
ι
Μ
οιρα

ι
Α
δονιν

K
A
I
M
O
IR
A
IA
D
O
N
IN

と
ギ
リ
シ
ャ
語
と
、
そ
の
ラ
テ
ン
文
字
へ
の
転
写
の
両
方
を
与
え
る
箇

所
だ
か
ら
で
あ
る
。「
モ
イ
ラ
イ
」
は
「
運
命
の
女
神
た
ち
」
で
あ
る
と
は

ギ
リ
シ
ャ
神
話
辞
典
で
分
か
る
が
、
注
釈
に
よ
れ
ば
こ
の
引
用
は
、
ビ
オ

ン
の
詩
の
一
節
の
動
詞
抜
き
の
断
片
で
あ
る
（
動
詞
を
補
う
と
「
運
命
の

女
神
た
ち
は
ア
ド
ー
ニ
ス
を
悼
む
だ
ろ
う
」
の
意
に
な
る
）。
だ
か
ら
直

訳
す
れ
ば
「
運
命
の
女
神
た
ち
…
…
ア
ド
ニ
ス
を
」
と
な
る
二
行
を
、
新

倉
訳
は
、
一
行
目
は
動
詞
を
補
っ
た
意
味
を
伝
え
る
た
め
に
、
二
行
目
は

音
を
移
す
た
め
に
使
っ
て
い
る
。
こ
の
処
置
は
、
妥
当
に
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
も
パ
ウ
ン
ド
自
身
が
、『
詩
篇
』
に
は
外
国
語
が
多
す
ぎ
る
と
い

う
批
判
に
答
え
て
、
あ
る
手
紙
で
（﹇

﹈
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ

る
）「﹇
外
国
語
の
﹈
引
用
は
す
べ
て
、﹇
英
語
に
よ
る
﹈
反
復
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
て
い
る
か
、
提
示
さ
れ
て
い
る
事
物
自
体
に
関
す
る
も
の
だ
」
と

説
明
し
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
こ
は
原
文
は
後
者
の
一
例
な
の
だ
が
、

訳
文
で
は
前
者
の
処
置
が
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
反
復
の
一

行
目
を
意
味
の
訳
に
、
二
行
目
を
音
の
転
写
に
使
う
こ
と
は
（
逆
の
方
が

さ
ら
に
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
）、
詩
人
の
方
針
に
反
し
て
い
な
い
。
│
│

な
お
、
右
の
パ
ウ
ン
ド
の
説
明
は
『
詩
篇
』
に
つ
い
て
全
面
的
に
は
真
実

で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
は
外
国
語
が
理
解
の
助
け
と
な
る
英
語
な
し
に
続

く
部
分
も
か
な
り
存
在
す
る
。
詩
人
自
身
も
、
さ
き
に
末
尾
を
見
た
「
第

三
九
篇
」
の
一
部
な
ど
は
そ
れ
に
あ
た
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

＊

『
詩
篇
』
の
分
冊
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
ピ
サ
詩
篇
」
は
、
最
近
み
す
ず
書

房
か
ら
新
倉
に
よ
る
全
訳
が
出
た
が
、
第
二
次
大
戦
中
に
イ
タ
リ
ア
側
の

対
米
宣
伝
放
送
に
参
加
し
た
詩
人
が
、
終
戦
後
に
逮
捕
さ
れ
、
ピ
サ
の
ア

メ
リ
カ
軍
内
犯
罪
者
収
容
施
設
に
拘
留
さ
れ
た
と
き
の
経
験
を
も
と
と
す

る
。
た
だ
し
そ
の
詩
篇
は
、
眼
前
の
事
態
の
描
出
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
の
記
憶
の
断
片
が
詩
人
の
脳
裏
に
浮
動
す
る
さ
ま
を
動
的
に
定

着
す
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
翻
訳
の
問
題
に
向
か
う
と
し
て
、
冒
頭
の

「
第
七
四
篇
」
に
は
無
数
の
連
想
の
う
ち
で
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
詩
人

と
の
重
ね
あ
わ
せ
が
出
現
す
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
邦
訳
は

ノ
ー
・
マ
ン

ノ
ー
・
マ
ン
？

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
だ

そ
れ
は
私
の
家
族
の
名
だ
。
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で
あ
る
。
原
文
は

Ο
ϒ
Τ
ΙΣ
,Ο

ϒ
Τ
ΙΣ
?
O
dysseus

the
nam

e
of
m
y
fam

ily

で
あ
る
。
邦
訳
は
、
原
文
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
ウ
ー
・
テ
ィ
ス
」（
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
巨
人
を
欺
く
た
め
に
固
有
名
詞
の
よ
う
に
名
乗
っ
た

「
だ
れ
で
も
な
い
」
の
意
の
こ
と
ば
）
を
、
英
語
の
「
ノ
ー
・
マ
ン
」
で
訳

し
、
欄
外
注
で
「
原
語
は
「
ウ
・
テ
ィ
ス
」」
と
説
明
す
る
。
実
際
、
原
文

の
す
こ
し
後
に
はΟ

ϒ
Τ
ΙΣ

“I
am

nom
an,m

y
nam

e
is
nom

an”

butW
anjina

is
,shallw

e
say,O

uan
Jin

or
the

m
an
w
ith
an
education

と
い
う
部
分
が
出
て
く
る
か
ら
、
そ
こ
で
の
ギ
リ
シ
ャ
語
「
ウ
ー
・
テ
ィ

ス
」
の
英
語
訳
を
、
邦
訳
で
は
す
こ
し
前
か
ら
使
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
パ

ウ
ン
ド
の
テ
ク
ス
ト
で
の
多
言
語
の
相
互
翻
訳
を
、
邦
訳
で
は
す
こ
し

違
っ
た
形
で
も
適
宜
行
う
の
は
、
む
ろ
ん
不
適
切
な
こ
と
で
は
な
い
（
英

語
の
「
ノ
ー
・
マ
ン
」
の
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
）。
│
│
な
お
後
の
一
節
の
新
倉
訳
は
、「
ノ
ー
・
マ
ン
／
「
ア

イ
・
ア
ム
・
ノ
ー
・
マ
ン
、
僕
の
名
は
ノ
ー
・
マ
ン
だ
」
／
だ
が
神
の
子

ワ
ン
ジ
ン

ワ
ン
ジ
ナ
は
「
文
人
」
に
通
じ
る
／
つ
ま
り
教
育
の
あ
る
ひ
と
だ
」
と
な

り
、「
ワ
ン
ジ
ナ
」
に
は
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
神
話
」、「
ワ
ン
ジ
ン
」
に
は

「
文
人
（
ウ
ェ
ン
・
レ
イ
）
の
フ
ラ
ン
ス
語
読
み
」
と
の
欄
外
注
が
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
神
話
の
「
こ
と
ば
に
よ
り
創
造
す
る
神
」（
注
釈
書
を

読
ん
で
分
る
こ
と
だ
が
）
と
、
中
国
の
「
文
人
」
と
が
、
音
の
偶
然
の
類

似
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
る
こ
の
事
例
は
、
摩
訶
不
思
議
な
も
の
だ
が
、
瞬

間
の
直
感
に
よ
る
翻
訳
現
象
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
。

＊

つ
ぎ
に
、
す
こ
し
別
の
問
題
を
含
む
部
分
を
取
り
あ
げ
よ
う
。『
ピ
サ

詩
篇
』
の
う
ち
「
第
八
二
篇
」
に
は
、
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
歌

う
個
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
詩
人
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
和
解
し
、
さ
ら
に
か

れ
が
体
現
す
る
大
地
と
契
り
を
結
ぶ
の
だ
が
、
さ
て
そ
の
個
所
の
導
入
部

の
新
倉
訳
は

四
十
年
も
へ
て
、
ラ
イ
ズ
ミ
ュ
ー
ラ
ー
は
憤
慨
し
た

「
な
ん
た
る
こ
と
だ

デ
ン
マ
ー
ク
で
は
百
姓
だ
っ
て
知
っ
て
い

る
」

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
こ
と
だ
、
あ
の
キ
ャ
ム
デ
ン
か
ら
四
マ

イ
ル
離
れ
た

エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
ま
だ
う
さ
ん
く
さ
い
彼
の
こ
と
だ

で
あ
る
。
ラ
イ
ズ
ミ
ュ
ー
ラ
ー
な
る
人
物
│
│
注
釈
を
読
め
ば
パ
ウ
ン
ド
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の
教
わ
っ
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
大
学
の
ド
イ
ツ
語
講
師
と
分
か
る
│
│

の
昔
の
こ
と
ば
が
引
用
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
ア
メ
リ
カ

で
尊
敬
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
怒
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
達
意
の
訳
で
あ
る
。

た
だ
し
、
原
文
の
二
行
目
は
じ
つ
は

“Fvy!
in
T
daenm

arck
efen

dh’beasantz
gnow

him
,”

と
奇
妙
な
音
声
綴
り
に
よ
る
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、“v”

が

“f”

に
な
り
、“th”

が“dh”

に
な
る
ド
イ
ツ
系
訛
り
の
転
写
で
あ
る
。
そ

し
て
、『
詩
篇
』
に
は
こ
の
種
の
音
声
表
記
に
よ
る
部
分
が
か
な
り
あ
り
、

そ
の
す
べ
て
が
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
が
（
こ
こ
で
も
違
う
）、
ユ

ダ
ヤ
系
の
人
物
の
発
音
が
登
場
す
る
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
悪
意
が
読
み

取
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
こ
の
問
題
は
、
河
野
徹
の
著
書
『
英
米
文
学
の
な

か
の
ユ
ダ
ヤ
人
』、
み
す
ず
書
房
、
中
の
パ
ウ
ン
ド
の
反
ユ
ダ
ヤ
的
言
辞

を
扱
う
章
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
）。
そ
し
て
こ
の
音
声
表
記
は
、
か
り
に

日
本
語
で
そ
の
対
応
物
ら
し
き
も
の
を
探
す
な
ら
、
た
と
え
ば

「
ち
え
っ
！

て
て
ん
ま
ー
く
で
は
ぴ
ゃ
く
ち
ょ
う
だ
っ
て
ち
っ
て

る
、」

と
で
も
訳
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
か
つ
て
一
部
の
日
本

人
が
中
国
人
や
朝
鮮
人
の
日
本
語
発
音
を
揶
揄
的
に
誇
張
し
た
事
例
を
想

起
さ
せ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
（
河
野
の
前
掲
の
本
は
、
こ
の
類
推
を

挙
げ
て
い
る
）。
こ
の
要
素
は
、
パ
ウ
ン
ド
の
詩
で
二
次
的
な
要
素
で
あ

る
と
は
確
か
に
言
え
る
か
ら
、
よ
け
い
な
誤
解
の
な
い
よ
う
に
無
視
し
て

訳
す
の
も
、
理
解
は
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
要
素
を
完
全
に
抜
い
て
し
ま

う
こ
と
も
、
翻
訳
の
正
確
さ
と
い
う
点
で
は
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。

＊

だ
が
さ
て
、「
第
八
二
篇
」
自
体
は
、
右
の
導
入
部
の
あ
と
、
ホ
イ
ッ

ト
マ
ン
の
詩
句
を
引
用
し
、
大
地
の
ひ
と
を
引
き
寄
せ
る
力
を
歌
い
、
そ

こ
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
衝
動
を
語
る
。
新
倉
訳
は

「
お
お

乱
れ
た
影
よ
」

「
お
お
喉
よ
、
お
お
高
鳴
る
心
臓
よ
」

ゲ
エ
・
テ
ル
ラ

な
ん
と
身
近
に
あ
る
の
か
、
お
お
「
大

地
」
よ

な
に
が
お
ま
え
ほ
ど
惹
き
つ
け
る
だ
ろ
う
か

で
あ
る
。
原
文
は
、

“O
troubled

reflection”

“O
T
hroat,O

throbbing
heart

H
ow
draw

n,O
G
E
A
T
E
R
R
A
,

w
hatdraw

estas
thou

draw
est
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で
あ
る
。「
ゲ
ア
」
は
ギ
リ
シ
ャ
語
、「
テ
ラ
」
は
ラ
テ
ン
語
で
「
大
地
」
の

意
味
で
あ
り
、
邦
訳
は
二
語
を
ま
と
め
て
ル
ビ
で
処
理
し
て
い
る
。
そ
し

て
十
五
行
ほ
ど
あ
と
で
も
、
そ
の
主
題
は

connubium
terrae

εφα
τα

ποσ
ιs
εµ

οs

Χ
Θ
Ο
Ν
ΙΟ

Σ
,m
ysterium

fluid
Χ
Θ
Ο
Ν
Ο
Σ
o’erflow

ed
m
e

lay
in
the

fluid
Χ
Θ
Ο
Ν
Ο
Σ
;

と
継
続
さ
れ
る
が
、
そ
こ
の
新
倉
訳
は

大
地
と
の
結
婚
「
私
の
夫
」
と
女
は
言
っ
た

ク
ソ
ノ
ス

大
地
、
神
秘

大
地
の
水
が
私
の
上
に
溢
れ
た

大
地
よ
り
で
た
水
の
中
に
横
た
わ
っ
た

と
な
る
。「
大
地
と
の
結
婚
」
は
原
文
は
ラ
テ
ン
語
で
あ
り
、「「
私
の
夫
」

と
い
っ
た
」
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
『
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
』
か
ら
の
ギ
リ

シ
ャ
語
で
、
ク
リ
ュ
タ
イ
ム
ネ
ス
ト
ラ
が
夫
を
殺
害
し
た
場
面
で
の
こ
と

ば
（
こ
れ
は
『
詩
篇
』
で
は
既
出
）
だ
が
、
訳
文
で
は
と
も
に
英
語
以
外
の

語
句
だ
と
示
し
て
い
な
い
。
│
│
だ
が
「
大
地
」
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
は

ゴ
チ
に
し
て
「
ク
ソ
ノ
ス
」
と
ル
ビ
も
振
り
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
あ
る
こ
と

を
表
示
し
て
、
二
度
め
以
降
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
の
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
効
果

に
よ
っ
て
、
そ
の
語
の
特
別
の
重
み
を
強
調
し
て
い
る
。
厳
密
に
は
一
度

め
は
「
ク
ソ
ニ
オ
ス
」（
大
地
か
ら
生
ま
れ
た
）
で
、
二
、
三
度
め
は
「
ク

ソ
ノ
ス
」（
大
地
の
）
で
あ
り
、
違
い
が
あ
る
が
、
こ
の
処
理
は
ル
ビ
や

ゴ
チ
ッ
ク
体
と
い
う
日
本
語
表
記
の
多
層
性
を
巧
み
に
使
っ
た
も
の
で
あ

る
。そ

し
て
こ
こ
で
、
パ
ウ
ン
ド
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
称
え
、
か
れ
が
体
現

す
る
ア
メ
リ
カ
の
大
地
、
そ
し
て
大
地
一
般
を
祝
福
す
る
わ
け
だ
が
、
し

か
し
「
大
地
」
を
呼
び
だ
す
の
に“G

E
A
”

や“Χ
Θ
Ο
Ν
Ο
Σ
”

と
い
う
ギ
リ

シ
ャ
語
、“T

E
R
R
A
”

と
い
う
ラ
テ
ン
語
に
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
基
本
単
語
の
類
で
は
あ
る
が
、
こ
の
祖
国
離
脱

者
は
、
ア
メ
リ
カ
と
和
解
す
る
と
き
も
や
は
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
起
源
の

こ
と
ば
を
参
照
し
、
連
呼
し
、
そ
こ
に
戻
る
身
ぶ
り
を
介
在
さ
せ
る
わ
け

だ
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
祖
語
へ
の
翻
訳
へ
の
希
求
で
あ
る
。
│
│
だ
が
ま

た
パ
ウ
ン
ド
で
は
、
他
の
詩
人
な
ら
、
伝
統
の
真
正
性
を
ひ
た
す
ら
奉
ず

る
態
度
と
な
り
が
ち
な
そ
う
し
た
発
想
が
、
外
国
訛
り
の
不
可
思
議
な
表

記
と
並
存
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
詩
人
の
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、

ま
た
魅
力
で
あ
る
。

160


