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中国語圏における俳句の影響について──俳句の中国語翻訳を中心に（その一）（1）

研
究
ノ
ー
ト

中
国
語
圏
に
お
け
る
俳
句
の
影
響
に
つ
い
て 

─
─
俳
句
の
中
国
語
翻
訳
を
中
心
に
（
そ
の
一
）

呉
　
衛
峰

は
じ
め
に

　

最
初
に
俳
句
を
嗜
ん
だ
中
国
人
が
、
正
岡
子
規
の
唯
一
の
外
国
人
弟
子
に
当
た
り
、
高
浜
虚
子
や
永
井
荷
風
と
も
交
遊
の
あ
る
清
末
の
文

人
蘇
山
人
こ
と
羅
朝
斌
（
１
８
８
１
～
１
９
０
２
）
と
言
わ
れ
る
。
一
方
、
俳
句
の
紹
介
や
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
新
文
化
運
動
の
影
響
下
の

１
９
２
０
年
代
に
お
け
る
周
作
人
（
１
８
８
５
～
１
９
６
７
）、
謝
六
逸
（
１
８
９
８
～
１
９
４
５
）
が
、
い
ず
れ
も
短
い
も
の
で
は
あ
る

が
、
言
文
一
致
の
現
代
中
国
語
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。1

そ
の
他
特
筆
す
べ
き
活
動
と
し
て
、
戦
時
中
の
銭
稲
孫
（
１
８
８
７
～
１
９
６
６
）

に
よ
る
概
ね
文
語
体
（
漢
文
）
の
翻
訳
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。2

し
か
し
、
戦
後
し
ば
ら
く
、
俳
句
が
中
国
本
土
で
嘱
目
さ
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
本
格
的
な
翻
訳
、
紹
介
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
１
９
８
０
年
代
以
降
で
あ
る
。

　

特
に
漢
俳
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
る
林
林
（
本
名
林
仰
山
、
１
９
１
０
～
２
０
１
１
）
に
よ
る
翻
訳
が
代
表
的
で
あ
り
、
各
句
の
内
容
や

言
葉
遣
い
な
ど
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
、
現
代
語
訳
と
平
易
な
文
語
訳
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　

対
岸
の
台
湾
で
は
、
１
９
８
０
年
代
末
の
戒
厳
令
解
禁
以
降
、
俳
句
ブ
ー
ム
が
興
っ
た
。
中
国
語
俳
句
の
創
作
と
日
本
俳
句
の
翻
訳
が
同

時
に
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
翻
訳
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
学
者
・
鄭
清
茂
（
１
９
３
３
～
）
の
翻
訳
と
詩
人
・
陳
黎
（
１
９
５
４
～
）
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の
翻
訳
で
あ
る
。
前
者
が
四
六
四
定
型
の
文
語
訳
で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
は
個
性
的
な
意
訳
に
よ
る
三
行
書
き
の
現
代
語
訳
と
な
っ
て
い

る
。

　

和
歌
を
は
じ
め
、
日
本
の
古
典
韻
文
の
中
国
語
訳
の
文
体
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
筆
者
に
と
っ
て
、
陳
黎
に
よ
る
現
代
詩
人
な
ら
で
は

の
特
徴
的
な
現
代
語
訳
に
研
究
の
価
値
を
認
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
な
ら
書
評
の
形
が
相
応
し
い
か
と
思
わ
れ
る
発
展
途
中
の
考
察
で
は

あ
る
が
、
中
国
語
圏
に
お
け
る
俳
句
の
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
の
一
環
と
位
置
づ
け
て
、
他
の
訳
者
に
よ
る
翻
訳
と
比
較
し
つ
つ
、
考
察
を

進
め
て
ゆ
き
た
い
。

一

　

銭
稲
孫
以
来
の
日
本
古
典
韻
文
の
翻
訳
は
、
お
お
か
た
文
語
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
徐
々
に
規
範
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ

の
原
因
と
し
て
、
翻
訳
す
る
側
の
中
国
人
訳
者
と
、
翻
訳
さ
れ
る
側
の
日
本
の
文
学
界
お
よ
び
学
界
と
の
間
で
、
共
通
言
語
と
も
言
う
べ
き

中
国
語
の
文
語
で
あ
る
「
漢
詩
漢
文
」
を
通
じ
て
交
わ
さ
れ
た
「
会
話
」、
つ
ま
り
文
化
交
流
の
側
面
の
影
響
が
否
め
な
か
ろ
う
。
銭
稲
孫

は
周
作
人
と
並
べ
、
戦
前
の
日
中
文
化
交
流
の
双
璧
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
事
情
が
銭
稲
孫
以
来
の
五
言
絶
句
を
使
っ
て
万
葉
集
を

翻
訳
し
て
い
た
学
者
た
ち
や
、
文
語
の
漢
俳
で
日
中
友
好
を
実
践
し
て
い
た
林
林
や
李
芒
（
１
９
２
０
～
２
０
０
０
）
ら
の
姿
勢
に
通
底
す

る
も
の
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

１
９
８
０
年
、
日
中
友
好
の
気
運
の
中
で
漢
俳
が
発
明
さ
れ
、
日
中
友
好
の
文
学
的
手
段
と
な
っ
た
。
そ
の
三
年
後
に
上
梓
さ
れ
た
林
林

訳
の
『
日
本
古
典
俳
句
選
』3

は
、
当
時
の
中
国
人
に
と
っ
て
の
絶
好
の
俳
句
紹
介
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
後
に
、
林
林
は
自
分
の
俳
句
翻
訳

に
つ
い
て
の
心
得
を
ま
と
め
、
再
版
に
載
せ
て
い
る
。4

そ
れ
に
よ
る
と
、
林
林
は
句
の
内
容
や
言
葉
遣
い
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
、
幾
つ
か
の

パ
タ
ー
ン
を
使
い
分
け
て
い
る
と
い
う
。
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ま
ず
は
五
七
五
訳
の
例
。
傍
線
の
字
が
韻
字
で
あ
る
。
日
本
語
原
文
の
前
に
○
を
付
け
る
（
以
下
同
）。

　
　

○
猿
を
聞
く
人
捨
子
に
秋
の
風
い
か
に　

芭
蕉

　
　

听
得
猿
声
悲

　
　

秋
风
又
传
弃
儿
啼

　
　

谁
个
最
惨
凄

　

一
行
訳
の
例
。

　
　

○
六
月
や
峯
に
雲
置
く
あ
ら
し
山　

芭
蕉

　
　

六
月
岚
山
云
遮
峰

　

擬
声
語
を
畳
語
で
訳
す
例
。

　
　

○
ほ
ろ
ほ
ろ
と
山
吹
ち
る
か
瀧
の
音　

芭
蕉

　
　

棣
棠
落
花
簌
簌

　
　

可
是
激
湍
漉
漉

　

以
上
は
平
明
な
文
語
訳
で
あ
る
が
、
現
代
語
口
語
訳
も
あ
る
。

　
　

○
我
と
来
て
遊
べ
や
親
の
な
い
雀　

一
茶

　
　

跟
我
来
玩
哟

　
　

没
有
亲
娘
的
麻
雀
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林
林
は
漢
俳
の
創
作
お
よ
び
俳
句
の
翻
訳
に
つ
い
て
、「
中
日
文
化
交
流
の
た
め
に
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
」5

と
明
言
し
て
い
る
。

二

　

台
湾
の
事
情
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
半
世
紀
に
わ
た
る
日
本
植
民
地
時
代
、
学
校
で
日
本
語
を
習
っ
た
台
湾
人
が
日
本
語
の
俳
句
を

詠
む
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
終
戦
で
中
華
民
国
政
府
が
台
湾
に
移
っ
て
か
ら
、
戒
厳
令
の
も
と
で
日
本
語
文
芸
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
１

９
８
７
年
に
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
た
後
、
日
本
文
学
ブ
ー
ム
が
興
り
、
１
９
９
０
年
代
に
か
け
て
俳
句
の
翻
訳
や
中
国
語
俳
句
の
創
作
が
盛

ん
に
な
っ
て
い
た
。

　

様
々
な
翻
訳
が
出
て
い
る
が
、
近
年
出
版
さ
れ
た
鄭
清
茂
訳
の
芭
蕉
俳
句
が
四
六
四
の
文
語
定
型
を
そ
の
最
大
の
特
徴
と
し
て
い
る
。
漢

字
の
五
七
五
な
ら
、
明
ら
か
に
情
報
量
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
俳
句
よ
り
多
く
な
り
、
が
ん
ら
い
含
蓄
さ
れ
る
べ
き
意
味
も
訳
出
さ
れ
た
結
果
、

言
外
の
意
を
重
視
す
る
俳
句
美
学
を
損
な
っ
て
し
ま
う
。
定
型
訳
は
、
い
か
に
俳
句
の
リ
ズ
ム
感
を
翻
訳
で
伝
え
る
か
の
工
夫
と
見
て
よ
か

ろ
う
。『
芭
蕉
百
句
』6

か
ら
の
例
を
見
よ
う
。

　
　
〔
無
題
〕

　
　

枯
木
枝
頭

　
　

烏
鴉
兀
自
棲
止

　
　

秋
日
黃
昏

　
　

○
枯
れ
枝
に　

烏
の
と
ま
り
け
り　

秋
の
暮

7
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と
い
う
塩
梅
に
な
る
。
原
文
の
上
五
中
九
下
五
の
三
つ
の
部
分
の
間
に
、
ス
ペ
ー
ス
を
置
い
て
分
け
、
訳
文
の
一
行
目
は
原
文
の
上
五
に
、

二
行
目
は
中
九
に
、
三
行
目
は
下
五
に
あ
た
る
。
ま
た
、
原
文
の
「
直
訳
」
と
し
て
注
釈
に
散
文
訳
を
載
せ
る
こ
と
で
、
読
者
に
と
っ
て
原

文
の
意
味
、
リ
ズ
ム
、
構
造
等
が
非
常
に
分
か
り
や
す
い
形
に
し
て
い
る
。
良
質
な
学
者
訳
の
典
型
で
あ
る
。

　

も
う
一
例
。

　
　

霧
雨
濛
濛

　
　

富
士
不
見
之
日

　
　

趣
味
盎
然

　
　

○
霧
し
ぐ
れ　

富
士
を
み
ぬ
日
ぞ　

面
白
き

8

　

ほ
ぼ
直
訳
に
近
い
翻
訳
に
な
っ
て
い
る
が
、
四
六
四
の
定
型
に
嵌
め
る
た
め
、
一
行
目
の
畳
語
と
三
行
目
の
四
文
字
は
、
定
型
訳
の
短
所

が
出
て
い
る
感
が
無
き
に
し
も
非
ず
か
。
総
じ
て
言
え
ば
、
中
国
語
に
よ
る
和
歌
の
定
型
訳
に
も
、
畳
語
の
多
用
が
目
立
つ
傾
向
が
あ
る
。

　

鄭
訳
と
林
訳
を
比
較
す
れ
ば
、
林
訳
は
読
者
側
の
自
然
な
受
容
を
求
め
て
翻
訳
の
全
体
的
な
詩
的
完
成
度
を
重
視
す
る
ゆ
え
、
三
行
二
行

一
行
と
柔
軟
に
翻
訳
し
、
原
文
の
音
律
上
の
三
部
構
造
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。
鄭
訳
は
読
者
に
原
文
の
構
造
と
リ
ズ
ム
を
理
解
し
て
も
ら
う
た

め
、
時
に
は
畳
語
な
ど
で
原
文
に
な
い
言
葉
を
足
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
俳
句
の
翻
訳
に
見
逃
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
鄭
訳
に

は
、
各
句
の
季
語
が
傍
注
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
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三

　

芭
蕉
翻
訳
の
中
で
、
陳
黎
・
張
雰
齢
夫
婦
の
共
同
翻
訳
（
以
下
「
陳
訳
」
と
略
す
）
は
間
違
い
な
く
異
色
の
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
英

語
を
通
じ
て
オ
ク
タ
ビ
オ
・
パ
ス
、
ト
ー
マ
ス
・
ト
ラ
ン
ス
ト
ロ
ン
メ
ル
、
ヴ
ィ
ス
ワ
ヴ
ァ
・
シ
ン
ボ
ル
ス
カ
な
ど
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受

賞
者
の
詩
作
を
翻
訳
し
た
経
験
が
あ
り
、
彼
自
身
も
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
人
で
あ
る
ゆ
え
、
自
ず
か
ら
他
の
訳
者
と
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

陳
訳
の
『
松
尾
芭
蕉
３
０
０
』9

は
、
す
べ
て
三
行
書
き
の
非
定
型
現
代
語
訳
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
。

　
　

亡
母
白
发
如
秋
霜
―
―

　
　

捧
在
我
手
，

　
　

化
作
热
泪
．．．．．．

　
　

○
手
に
取
ら
ば
消
え
ん
涙
ぞ
熱
き
秋
の
霜

10

か
な
り
自
由
な
意
訳
で
あ
り
、
句
読
点
を
多
用
し
て
言
外
の
意
を
表
す
の
か
、
何
ら
か
の
詩
的
趣
き
を
狙
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
陳
訳
が
芭
蕉
俳
句
に
お
け
る
共
感
覚
（synesthesia

）
の
多
用
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
。

　
　

海
暗
了
，

　
　

鸥
鸟
的
叫
声

　
　

微
白
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○
海
暮
れ
て
鴨
の
声
ほ
の
か
に
白
し

11

こ
の
訳
だ
け
を
見
る
と
、
た
だ
の
直
訳
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
が
、
次
の
例
に
は
創
意
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
　

樱
花
浓
灿
如
云
，

　
　

一
瓣
瓣
的
钟
声
，
传
自

　
　

上
野
或
者
浅
草
？

　
　

○
花
の
雲
鐘
は
上
野
か
浅
草
か

12

こ
の
句
の
原
文
は
共
感
覚
の
句
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訳
は
鐘
の
音
の
数
え
言
葉
と
し
て
、「
一
瓣
瓣
」
と
い
う
花
を
数
え
る
言

葉
を
使
用
し
て
い
る
。「
意
図
的
誤
訳
」
と
い
う
べ
き
が
、
こ
の
言
葉
の
使
用
に
よ
っ
て
、
視
覚
と
聴
覚
が
交
わ
り
、
結
果
的
に
共
感
覚
の

効
果
を
作
り
出
し
て
い
る
。
も
う
一
例
。

　
　

鹤
鸣
声
厉
―
―

　
　

划
破

　
　

芭
蕉
叶
．．．．．．

　
　

○
鶴
鳴
く
や
そ
の
声
に
芭
蕉
破
れ
る
べ
し

13

原
文
で
は
、
確
か
に
芭
蕉
の
葉
が
鶴
の
鋭
い
鳴
声
で
破
れ
る
が
、
自
動
詞
の
「
破
れ
る
」
で
あ
る
の
で
、
鶴
の
声
を
明
確
に
破
る
と
い
う
動
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作
の
主
語
に
は
し
て
い
な
い
。
訳
文
は
「
划
破
」
と
い
う
「
鋭
利
な
も
の
で
破
る
」
を
意
味
す
る
中
国
語
を
使
い
、
鶴
の
声
を
主
語
と
し
て

い
る
。
共
感
覚
と
い
う
よ
り
、
濫
喩
（catachresis

）
に
近
い
。

　

詩
人
の
本
領
発
揮
と
で
も
い
う
べ
き
以
上
の
「
意
図
的
な
誤
訳
」
は
、
原
文
へ
の
忠
実
度
が
低
く
な
る
が
、
日
常
言
葉
か
ら
の
異
化
作
用

を
増
大
さ
せ
る
こ
と
で
、
非
常
に
個
性
的
な
詩
的
世
界
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

四

　

陳
訳
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
幾
つ
か
の
創
造
的
な
翻
訳
が
認
め
ら
れ
る
。『
奥
の
ほ
そ
道
』
か
ら
の
名
句
が
以
下
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

　
　

艸
艸
艸
艸
艸
艸
艸
艸
艸

　
　

兵
兵
兵
兵
乒
乒
乓
乓
丘:

梦

　
　

艸
艸
艸
艸
艸
艸
艸
艸
艸

　
　

○
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡

14

ギ
ヨ
ー
ム
・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
（Guillaum

e A
pollinaire

、
１
８
８
０
～
１
９
１
８
）
の
カ
リ
グ
ラ
ム
（
フ
ラ
ン
ス
語calligram

m
e

、
図

形
詩
）
を
髣
髴
と
さ
せ
る
「
訳
」
に
な
っ
て
お
り
、
一
行
目
と
三
行
目
の
草く
さ

原は
ら

（
艸
）
に
挟
ま
っ
て
い
る
二
行
目
は
、
上
か
ら
下
へ
漢
字
を

な
ぞ
っ
て
見
て
い
く
と
、
武
士
た
ち
が
激
戦
で
倒
れ
、
魂
が
土
の
下
で
夢
見
る
人
と
な
る
、
と
い
う
意
味
が
読
み
取
れ
よ
う
。

　

も
う
一
つ
の
例
を
見
よ
う
。



中国語圏における俳句の影響について──俳句の中国語翻訳を中心に（その一）（9）

　
　

君
乃
蝶
，

　
　

我
乃
庄
子
的

　
　

梦
工
厂

　
　

○
君
や
蝶
我
や
荘
子
が
夢
心

「
夢
心
」
と
い
う
読
者
に
と
っ
て
慣
れ
た
詩
語
を
「
夢
工
場
」
に
換
え
、
文
学
上
の
ク
リ
シ
ェ
と
も
い
え
る
「
荘
子
夢
に
蝶
と
な
る
」
故
実

の
句
を
現
代
的
で
新
鮮
な
感
覚
で
包
み
直
し
た
。
辞
世
の
句
と
言
わ
れ
る
次
の
句
も
「
夢
」
の
作
り
直
し
で
あ
る
。

　
　

羁
旅
病
缠:

　
　

梦
如
黑
胶
片
，
回
旋

　
　

于
枯
叶
唱
盘

　
　

○
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る

こ
の
句
の
訳
は
、
夢
を
レ
コ
ー
ド
に
、
枯
野
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
そ
れ
ぞ
れ
喩
え
、「
枯
野
を
か
け
廻
る
夢
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
レ
コ
ー
ド
プ

レ
イ
ヤ
ー
の
上
を
ま
わ
る
黒
い
レ
コ
ー
ド
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
並
置
さ
せ
て
、
奇
抜
な
現
代
詩
風
に
模
様
替
え
を
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

俳
句
翻
訳
の
難
し
さ
は
そ
の
短
さ
が
ゆ
え
に
、
和
歌
翻
訳
以
上
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
林
訳
と
鄭
訳
は
具
体
的
方
法
こ
そ
違
え
、
い
ず



（10）

れ
も
良
質
な
正
統
派
翻
訳
で
あ
り
、
中
国
語
読
者
に
俳
句
を
理
解
す
る
た
め
の
大
変
有
益
な
導
き
を
与
え
て
い
る
。

　

単
純
に
中
国
語
訳
の
完
成
度
か
ら
見
れ
ば
、
林
訳
は
原
文
の
形
式
に
取
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
翻
訳
の
詩
的
完
成
度
が
高
く
、
読
者
に
と
っ

て
楽
し
み
易
い
の
で
、
名
訳
と
し
て
三
十
年
以
上
に
亘
っ
て
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
は
納
得
で
き
る
。
鄭
訳
は
、
訳
の
詩
的
完
成
度
も
高
い

上
、
原
文
の
形
式
面
に
対
す
る
忠
実
か
つ
正
確
な
翻
訳
と
し
て
、
読
者
に
と
っ
て
、
俳
句
の
内
容
と
形
式
の
両
面
を
理
解
す
る
教
科
書
的
翻

訳
と
言
っ
て
も
良
か
ろ
う
。

　

一
方
、
陳
氏
夫
婦
の
訳
は
、
忠
実
な
理
解
よ
り
も
、
原
文
を
も
と
に
何
か
新
し
い
詩
的
世
界
を
切
り
拓
け
な
い
か
の
実
験
の
よ
う
に
見
え

る
。
新
文
化
運
動
の
時
代
と
は
異
な
り
、
現
在
の
中
国
人
読
者
は
長
い
間
、
文
語
訳
の
和
歌
と
俳
句
に
親
し
ん
で
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
現

代
口
語
体
の
翻
訳
を
上
梓
す
る
の
は
か
な
り
勇
気
の
要
る
仕
事
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
現
代
中
国
語
詩
の
成
熟
し
た
台
湾
の

詩
人
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う
な
翻
訳
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
既
成
概
念
を
破
っ
て
、
現
代
中
国
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
で

日
本
の
古
典
詩
歌
を
中
国
の
古
典
詩
語
か
ら
切
り
離
し
、
新
し
い
言
葉
と
表
現
で
照
射
す
る
こ
と
で
、
中
国
語
を
母
語
と
す
る
読
者
に
と
っ

て
は
、
俳
句
理
解
へ
の
異
な
る
認
識
と
な
り
、
俳
句
美
学
に
対
す
る
今
ま
で
と
異
質
な
体
験
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
翻
訳
は
、
と
う
ぜ
ん
俳
句
理
解
の
標
準
的
教
科
書
に
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
訳
の
中
に
多
く
見
ら
れ
る
「
意
図
的
誤
訳
」

も
し
く
は
「
誤
訳
」
は
、
日
本
古
典
文
学
の
専
門
家
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
推
測
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
世
界
文

学
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
文
学
作
品
の
流
通
と
拡
散
の
中
で
生
ま
れ
た
読
み
直
し
と
変
容
の
一
つ
の
モ
デ
ル
を
見
せ
て
く
れ
て
い
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
、
こ
の
種
の
翻
訳
は
、
世
界
文
学
研
究
の
良
い
材
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
翻
訳
に
お
い
て
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
等
価
性
が
得
ら
れ
な
い
と
は
い
え
、
俳
句
美
学
に
お
い
て
大
事
な
「
切
れ
」
の
働
き
が
、
三
者

の
翻
訳
に
は
い
ず
れ
も
取
り
上
げ
て
お
ら
ず
、
鄭
訳
の
注
釈
に
さ
え
出
て
こ
な
い
。
俳
句
が
世
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
ゆ
き
、
国
際
ハ
イ
ク

も
創
ら
れ
つ
つ
あ
る
現
在
、
こ
の
問
題
は
国
際
ハ
イ
ク
を
研
究
す
る
上
で
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
俳
句
の
翻
訳
お
よ
び
世
界
文
学
に

お
け
る
俳
句
の
受
容
に
お
い
て
大
き
な
課
題
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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注
：

１  
周
作
人
「
日
本
的
詩
歌
」（
１
９
２
１
年
）、「
日
本
的
小
詩
」（
１
９
２
３
年
）。
止
庵
編
『
周
作
人
自
編
文
集
・
芸
術
與
生
活
』（
河
北

教
育
出
版
社
、
２
０
０
２
年
１
月
）、
一
〇
八
～
一
三
二
頁
。
初
版
は
『
芸
術
與
生
活
』（
上
海
群
益
書
社
、
１
９
３
１
年
２
月
）。
周
の

俳
句
翻
訳
と
紹
介
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
論
す
る
予
定
で
あ
る
。 

 

謝
六
逸
『
日
本
文
学
史
』（
北
新
書
店
、
１
９
２
９
年
９
月
）、
一
六
～
二
〇
頁
。

２  

銭
稲
孫
訳
『
日
本
詩
歌
選
』（
北
京
近
代
科
学
図
書
館
編
、
文
求
堂
書
店
発
行
、
１
９
４
１
年
４
月
）、
六
九
～
八
一
頁
。
別
稿
で
詳
論

す
る
予
定
で
あ
る
。

３  

初
版
：
湖
南
人
民
出
版
社
、
１
９
８
３
年
１
２
月
。
再
版
：
人
民
文
学
出
版
社
、
２
０
０
５
年
５
月
。

４ 

林
林 

『
日
本
古
典
俳
句
選
』
再
版
、
一
一
七
～
一
二
二
頁
。

５  

同
書
、
一
〇
二
頁
。

６  

台
湾
：
聨
経
出
版
、
２
０
１
７
年
３
月
。

７  

同
書
、
四
〇
頁
。

８  

同
書
、
五
八
頁
。

９  

北
京
聨
合
出
版
、
２
０
１
９
年
２
月
。
台
湾
版
は
入
手
し
て
い
な
い
の
で
、
簡
体
字
版
の
引
用
に
な
る
。 

 

訳
者
は
直
接
日
本
語
か
ら
翻
訳
し
た
か
、
そ
れ
と
も
第
三
者
の
下
訳
を
利
用
し
て
の
間
接
翻
訳
（indirect translation

）
も
し
く
は
書

き
換
え
（rew

riting

）
で
あ
る
か
、
現
時
点
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。「
誤
訳
」
か
「
意
図
的
誤
訳
」
か
判
断
で
き
な
い
箇
所
が
若
干

存
在
す
る
。

⓾  

同
書
、
六
一
頁
。

⓫  

同
書
、
六
七
頁
。

⓬  

同
書
、
八
一
頁
。

⓭  

同
書
、
一
二
三
頁
。

⓮  

同
書
、
一
二
六
頁
。


