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宮
森
麻
太
郎
氏
の
英
訳
し
た
俳
句
は
、
外
国
で
非
常
に
好
評
だ
さ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
訳
詩
を
通
じ
て
、

外
国
人
が
果
し
て
何
を
感
銘
し
た
も
の
か
疑
問
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
歌
劇
ミ
カ
ド
を
見
物
し
て
、
日
本

人
を
理
解
し
た
と
い
ふ
程
度
で
あ
り
、
俳
句
を H

A
IK

A
I 

と
し
て
解
釈
し
た
程
度
で
あ
ら
う
。
多
く
の

場
合
に
、
外
国
人
に
好
評
さ
れ
る
日
本
の
者
は
、
真
の
純
粋
の
日
本
で
は
な
く
、
彼
等
の
フ
ジ
ヤ
マ
や
ゲ

イ
シ
ヤ
ガ
ー
ル
の
概
念
性
に
、
矛
盾
な
く
調
和
し
て
入
り
得
る
程
度
の
、
テ
ン
プ
ラ
フ
ラ
イ
式
の
似
而
非

日
本
で
あ
る
。
真
の
本
当
の
日
本
の
も
の
は
、
彼
等
に
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
却
つ
て
退
屈
さ
れ
る

ば
か
り
で
あ
る
。
宮
森
氏
の
翻
訳
が
西
洋
で
受
け
て
る
理
由
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
ハ
イ
カ
イ
的
俳
句
で

あ
る
為
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
小
宮
豊
隆
氏
は
、
翻
訳
の
不
可
能
を
例
証
す
る
為
、
次
の
宮
森
氏
の
訳
句
を
引
例
し
て
ゐ
る
。

　
　The ancient pond!

　
　A
 frog plunged splash!

　
　
（
古
池
や
蛙
と
び
込
む
水
の
音
）
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小
宮
氏
は
言
ふ
。
俳
句
の
修
辞
的
重
心
と
な
つ
て
る
も
の
は
、
「
古
池
や
」
の
「
や
」
と
い
ふ
如
き
切

字
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
の
「
や
」
は
、
対
象
と
し
て
の
古
池
が
、
ず
つ
と
以
前
か
ら
そ
こ
に
有
つ
た
と

い
ふ
時
間
的
経
過
と
、
実
在
的
な
恒
久
観
念
と
、
併
せ
て
そ
れ
に
対
す
る
作
者
の
主
観
的
感
慨
と
を
表
示

し
て
ゐ
る
。
句
は
そ
の
切
字
で
分
離
さ
れ
て
居
り
、
以
下
の
「
蛙
飛
び
込
む
」
は
、
目
前
の
現
実
的
印
象

を
表
現
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
現
実
的
印
象
と
し
て
の
瞬
間
が
、
恒
久
的
実
在
の
「
古
池
」
の
中
に
消

減
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
芭
蕉
の
観
念
す
る
「
無
」
の
静
寂
観
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
宮
森

氏
の
訳
で
は
、
こ
の
「
や
」
が
！
の
符
号
に
よ
つ
て
書
か
れ
て
る
。
外
国
語
の
！
は
、
単
な
る
感
歎
詞
の

符
号
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
つ
て
原
詩
の
時
間
的
観
念
や
実
在
的
観
念
を
表
示
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

俳
句
に
於
け
る
切
字
の
「
や
」
は
、
非
常
に
豊
富
な
内
容
を
も
つ
複
雑
な
言
語
で
あ
つ
て
、
外
国
語
に
於

け
る
！
の
如
き
、
単
な
る
感
歎
詞
の
符
号
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
の
訳
が
第
一
に
不
完
全
だ

と
言
ふ
の
で
あ
る
。

　
次
に
尚
ほ
小
宮
氏
は
、
言
語
の
連
想
性
に
就
い
て
述
べ
て
ゐ
る
。
即
ち
例
へ
ば
「
古
池
」
と
い
ふ
言
葉

は
、
日
本
人
の
連
想
か
ら
は
直
ち
に
古
い
寺
院
の
池
や
、
庭
園
な
ど
に
あ
る
閑
雅
で
苔
む
し
た
小
さ
な
溜

水
の
池
を
イ
メ
ー
ヂ
す
る
が
、
温
気
の
な
い
西
洋
に
は
そ
ん
な
古
池
が
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
西
洋
人
の

こ
の
語
か
ら
連
想
す
る
イ
メ
ー
ヂ
は
、
ア
ル
プ
ス
や
ス
ヰ
ス
の
山
中
な
ど
に
あ
る
、
青
明
に
澄
ん
だ
大
き
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な
湖
水
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
池
へ
蛙
が
一
疋
跳
び
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
何
の
詩
趣
も
意
味
も
あ
る
も

の
か
。
且
つ
「
蛙
」
と
い
ふ
動
物
は
、
日
本
人
に
は
と
つ
て
は
特
殊
の
俳
味
的
詩
趣
を
も
つ
て
居
り
、
夏

の
自
然
を
背
後
に
感
じ
さ
せ
る
や
う
な
季
節
感
を
さ
へ
有
し
て
ゐ
る
が
、
西
洋
人
に
と
つ
て
は
何
等
特
殊

の
連
想
が
な
く
、
食
用
蛙
の
醜
怪
を
思
ひ
出
さ
せ
る
位
の
も
の
で
あ
ら
う
。
し
て
み
れ
ば
か
う
し
た
翻
訳

を
通
じ
て
、
外
国
人
の
俳
句
か
ら
受
け
取
る
印
象
は
、
不
可
解
以
上
に
想
像
が
出
来
な
い
と
結
論
し
て
ゐ

る
。

　
小
宮
氏
の
説
は
、
む
し
ろ
常
識
的
に
さ
へ
当
然
の
正
理
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
文
壇
に
問
題
を
起
こ
し
た

の
が
、
む
し
ろ
不
思
議
な
位
で
あ
る
。
僕
の
如
き
外
国
語
に
智
識
の
な
い
人
間
が
読
ん
で
さ
へ
、
上
例
の

如
き
英
訳
で
芭
蕉
の
俳
句
が
訳
出
さ
れ
て
る
と
は
思
へ
な
い
。
正
直
に
告
白
す
る
と
、
か
う
し
た
訳
を
読

ん
で
滑
稽
に
な
り
、
い
つ
も
失
笑
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
語
学
者
と
し
て
名
声
の
高

い
宮
森
氏
の
訳
で
あ
り
、
内
外
共
に
最
近
の
「
名
訳
」
と
し
て
好
評
さ
れ
て
る
の
を
見
て
は
、
い
よ
い
よ

以
て
詩
の
翻
訳
の
不
可
能
性
を
痛
感
す
る
次
第
で
あ
る
。

「
花
の
雲
鐘
は
上
野
か
浅
草
か
」
と
い
ふ
句
を
、
か
つ
て
昔
或
る
人
が
次
の
や
う
に
英
訳
し
た
。

　
　The clouds of flow

ers
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　W

here is the B
ells from

?
　
　U

eno or A
sakusa.

　
西
洋
人
が
こ
れ
を
読
ん
で
「
葬
式
の
詩
か
？
」
と
反
問
し
た
。
奇
抜
な
の
で
聞
い
て
み
る
と
、
成
程
も

つ
と
も
の
次
第
で
あ
つ
た
。
即
ち
「
花
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
日
本
人
の
読
者
に
と
つ
て
、
直
ち
に
桜
花
を

連
想
さ
せ
る
の
に
、
西
洋
人
の
読
者
に
と
つ
て
は
、
ダ
リ
ア
や
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
や
シ
ネ
ラ
リ
ヤ
を
連
想
さ

せ
る
。
そ
こ
で clouds of flow

ers 

は
、
さ
う
し
た
西
洋
草
花
の
群
生
し
て
ゐ
る
花
壇
か
、
も
し
く
は
花

輪
や
花
束
の
集
団
を
イ
メ
ー
ヂ
さ
せ
る
。
ま
た
「
鐘
」
と
い
ふ
語
は
、
日
本
人
に
と
つ
て
は
仏
教
寺
院
の

幽
玄
な
梵
鐘
を
連
想
さ
せ
る
の
に
、
西
洋
人
に
と
つ
て
は
耶
蘇
教
寺
院
の
賑
や
か
な
諧
音
的
ベ
ル
を
連
想

さ
せ
る
。
そ
こ
で
今
、
こ
の
訳
詩
を
読
ん
だ
西
洋
人
の
心
象
に
は
、
耶
蘇
教
寺
院
の
ベ
ル
が
鳴
つ
て
る
町

の
通
り
を
、
美
し
い
花
輪
や
花
束
の
群
が
、
雲
の
や
う
に
行
列
し
て
行
く
光
景
、
即
ち
葬
式
の
イ
メ
ー
ヂ

が
浮
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
故
に
こ
の
俳
句
を
、
も
し
正
当
に
訳
さ
う
と
思
ふ
な
ら
ば
、
「
花
」
は
英
語
の flow

ers 

で
な
く
し
て
、

日
本
語
「
花
」
と
い
ふ
語
を
そ
の
ま
ま
原
語
で
用
ゐ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
「
鐘
」
は chim

es 

や bells 

で
な
く
、
日
本
語
の
「
鐘
」
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
即
ち
要
す
る
に
、
原
詩
を
原
語
で
示
す
以
外
に
、
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翻
訳
は
絶
対
不
可
能
だ
と
い
ふ
結
論
に
な
る
。

　
翻
訳
の
可
能
性
が
あ
る
俳
句
は
、
連
想
の
内
容
が
極
め
て
す
く
な
く
、
詩
趣
が
稀
薄
で
あ
る
代
り
に
、

理
智
的
の
説
明
を
内
容
に
有
す
る
俳
句
だ
け
で
あ
る
。
例
へ
ば
芭
蕉
の
句
で
「
物
言
へ
ば
脣
寒
し
秋
の
風
」

蕪
村
の
句
で
「
負
け
ま
じ
き
角
力
を
寝
物
語
か
な
」
の
類
。
特
に
就
中
、
加
賀
千
代
女
等
に
よ
つ
て
代
表

さ
れ
る
人
情
的
月
並
俳
句
で
あ
る
。
千
代
女
の
「
蜻
蛉
つ
り
今
日
は
何
所
ま
で
行
つ
た
や
ら
」
「
身
に
沁

み
る
風
や
障
子
に
指
の
跡
」
「
朝
顔
に
つ
る
べ
取
ら
れ
て
貰
ひ
水
」
等
の
句
は
、
言
葉
の
イ
メ
ー
ヂ
や
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
か
ら
来
る
詩
趣
で
な
く
し
て
、
人
情
的
な
内
容
か
ら
く
る
興
味
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
種
の
句
な
ら
ば
、
翻
訳
を
通
じ
て
外
人
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
故
小
泉
八
雲
の

ラ
フ
カ
ヂ
オ
・
ハ
ー
ン
氏
は
、
日
本
人
と
日
本
の
文
化
に
対
す
る
唯
一
の
最
上
の
理
解
者
で
あ
つ
た
け
れ

ど
も
、
氏
の
鑑
賞
を
以
て
し
て
も
、
そ
の
愛
読
さ
れ
た
俳
句
の
程
度
は
、
上
掲
し
た
加
賀
千
代
の
人
情
的

月
並
俳
句
に
止
ま
つ
て
ゐ
た
。
況
ん
や
日
本
に
居
住
す
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
文
学
を
全
く
読
ま
ず
、
日

本
に
就
い
て
知
る
所
の
殆
ん
ど
な
い
一
般
の
欧
米
人
が
、
宮
森
氏
の
訳
を
通
じ
て
、
芭
蕉
等
の
俳
句
が
解

り
得
る
道
理
は
な
い
。
お
そ
ら
く
彼
等
が
、
翻
訳
を
通
じ
て
「
古
池
や
」
等
の
俳
句
か
ら
感
ず
る
も
の
は
、

「
花
の
雲
」
の
句
を
葬
式
の
詩
と
し
て
感
心
し
た
外
国
人
と
同
じ
く
、
原
句
の
詩
趣
と
は
全
く
ち
が
つ
た
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別
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
、
彼
等
自
身
の
主
観
し
た
東
洋
的
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
の
幻
像
を
画
い
た
も
の
で
あ
る

だ
ら
う
。

　
も
つ
と
も
詩
の
特
質
は
、
各
〻
の
読
者
に
各
〻
の
主
観
的
幻
想
を
あ
た
へ
る
こ
と
に
存
す
る
の
だ
か
ら
、

訳
詩
を
通
じ
て
、
外
国
人
が
外
国
流
に
勝
手
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
構
成
し
、
勝
手
な
主
観
的
解
釈
を
し
た
と

こ
ろ
で
、
一
向
に
何
の
差
支
へ
も
な
い
わ
け
で
あ
り
、
む
し
ろ
訳
詩
の
本
来
の
目
的
が
そ
こ
に
有
る
と
も

言
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
本
来
言
へ
ば
、
詩
の
翻
訳
に
語
学
上
の
詮
議
は
無
用
で
、
む
し
ろ
訳
者
自

身
の
個
人
的
主
観
に
よ
つ
て
、
自
由
に
勝
手
に
翻
案
化
し
て
し
ま
ふ
方
が
好
い
の
で
あ
る
。
逆
説
的
に
言

へ
ば
、
す
べ
て
の
訳
詩
は
誤
訳
で
あ
る
ほ
ど
好
い
と
い
ふ
結
論
に
な
る
。

　
小
宮
氏
の
所
論
に
対
し
て
、
宮
森
氏
の
読
売
新
聞
に
書
い
た
抗
議
文
は
甚
だ
非
常
識
の
も
の
で
あ
つ
た
。

小
宮
氏
の
所
説
は
、
俳
句
の
翻
訳
不
可
能
を
言
ふ
た
め
に
、
宮
森
氏
の
訳
を
引
例
し
た
だ
け
で
あ
つ
て
、

別
に
宮
森
氏
の
訳
を
悪
評
し
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。
然
る
に
宮
森
氏
は
、
外
国
人
の
賞
讃
し
た
批
評
を

自
慢
ら
し
く
列
記
し
た
後
で
、
こ
の
通
り
外
国
で
好
評
を
博
し
て
居
り
、
外
国
人
で
さ
へ
賞
め
て
ゐ
る
の

に
、
日
本
人
た
る
小
宮
氏
輩
が
非
難
す
る
と
は
以
て
の
外
で
、
同
胞
ら
し
く
も
な
く
怪
し
か
ら
ん
こ
と
だ

と
言
つ
て
怒
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
く
せ
肝
腎
の
問
題
た
る
翻
訳
の
可
能
性
に
就
い
て
は
、
少
し
も
良
心
の
あ
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る
弁
証
を
し
な
い
で
、
単
に
子
供
ら
し
く
単
純
に
可
能
だ
と
言
ひ
張
る
ば
か
り
で
、
議
論
外
の
題
目
た
る

小
宮
氏
の
語
学
力
な
ど
を
、
ひ
ど
く
悪
辣
な
調
子
で
罵
つ
て
ゐ
る
。

　
宮
森
と
い
ふ
人
は
、
語
学
者
と
し
て
名
声
の
高
い
人
で
あ
る
が
、
読
売
新
聞
の
一
文
を
読
ん
で
、
い
さ

さ
か
人
格
的
に
軽
侮
を
感
じ
た
。
言
ふ
事
が
ま
る
で
非
常
識
で
、
中
学
生
の
頭
脳
に
も
な
つ
て
ゐ
な
い
。

外
国
人
が
賞
讚
す
る
ほ
ど
の
訳
を
、
日
本
人
の
分
際
で
非
難
す
る
の
は
怪
し
か
ら
ん
と
い
ふ
の
は
、
語
学

と
し
て
の
出
来
の
批
判
を
言
つ
て
る
の
だ
ら
う
が
、
小
宮
氏
の
所
論
で
は
、
語
学
と
し
て
の
問
題
で
は
な

く
、
詩
の
翻
訳
の
可
能
に
つ
い
て
の
議
論
な
の
で
あ
る
。
宮
森
氏
の
頭
脳
で
は
、
詩
の
翻
訳
が
語
学
の
智

識
で
一
切
尽
せ
る
や
う
に
思
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
語
学
者
な
ん
て
い
ふ
人
間
は
、
実
に
頭
脳
の
悪
い
も
の
だ

と
つ
く
づ
く
思
つ
た
。
本
来
言
へ
ば
、
す
べ
て
の
良
心
の
あ
る
翻
訳
者
は
、
小
宮
氏
が
言
つ
た
位
の
こ
と

は
自
分
で
訳
本
の
序
に
書
い
て
い
る
筈
で
あ
る
、
堀
口
大
学
君
の
如
き
も
、
そ
の
訳
詩
集
に
「
失
は
れ
た

る
宝
石
」
と
い
ふ
題
を
つ
け
て
ゐ
る
し
、
故
上
田
敏
博
士
も
、
訳
詩
集
を
出
す
毎
に
翻
訳
の
不
可
能
に
属

す
る
こ
と
を
、
自
ら
告
白
し
て
謝
罪
さ
れ
て
ゐ
た
。
詩
と
い
ふ
文
学
は
、
そ
の
深
い
味
を
知
れ
ば
知
る
ほ

ど
、
い
よ
い
よ
他
国
語
に
翻
訳
で
き
な
い
こ
と
が
解
つ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
宮
森
氏
に
し
て
、
若
し
真

に
俳
句
を
理
解
し
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
外
国
人
の
好
評
に
対
し
て
、
却
つ
て
自
ら
羞
爾
た
る
も
の
を
感
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
如
何
な
る
語
学
の
才
能
を
以
て
し
て
も
、
詩
（
特
に
俳
句
）
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の
満
足
す
る
翻
訳
が
出
来
な
い
こ
と
は
、
自
分
で
解
つ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
か
ら
。

　
ポ
オ
の
無
韻
詩
「
大
鴉
」
の
表
現
効
果
は
、
あ﹅
の﹅
ね﹅
え﹅
ば﹅
あ﹅
・
も﹅
う﹅
あ﹅
と
か
、
れ﹅
の﹅
あ﹅
あ﹅
と
か
い
ふ
言

葉
の
、
寂
し
く
遠
い
、
墓
場
の
中
か
ら
吹
い
て
来
る
風
の
や
う
な
、
う
ら
悲
し
く
も
気
味
の
悪
い
音
韻
の

繰
返
す
反
響
に
あ
る
。
ポ
オ
は
そ
れ
を
意
識
的
に
反
復
さ
せ
て
、
詩
の
全
体
の
モ
チ
ー
フ
を
、
そ
の
語
の

表
象
す
る
気
分
の
週
期
的
反
響
に
よ
つ
て
構
成
さ
せ
て
ゐ
る
。
「
大
鴉
」
か
ら
そ
の
音
響
を
除
い
て
し
ま

へ
ば
、
後
に
何
も
残
る
も
の
は
な
く
、
無
意
味
な
文
字
の
配
列
に
し
か
過
ぎ
な
い
だ
ら
う
。
然
る
に
ど
ん

な
訳
者
が
、
そ
れ
を
日
本
語
に
移
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ら
う
か
。
詩
の
翻
訳
の
不
可
能
は
、
こ
の
一
列
に

よ
つ
て
も
解
る
の
で
あ
る
。

　
私
の
昔
作
つ
た
詩
に
、
「
鶏
」
と
題
す
る
一
篇
が
あ
る
。
正
直
に
白
状
す
る
と
、
こ
れ
は
ポ
オ
の
翻
案

で
あ
つ
て
、
鶏
の
朝
鳴
を
、
と﹅
を﹅
て﹅
く﹅
う﹅
る﹅
、
も﹅
う﹅
る﹅
と﹅
う﹅
な
ど
の
音
韻
で
表
象
さ
せ
、
全
体
に
ポ
オ
の

「
大
鴉
」
と
似
た
や
う
な
詩
想
を
、
似
た
や
う
な
表
現
技
巧
で
出
さ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
考
へ
得
ら
れ
る

こ
と
は
、
詩
は
「
翻
案
」
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
「
翻
訳
」
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で

あ
る
。
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「
二
月
三
月
日
遅
々
。
東
行
西
行
雲
悠
々
」
と
い
ふ
漢
詩
を
、
昔
の
或
る
人
が
和
訳
し
て
「
き
さ
ら
ぎ
、

や
よ
ひ
、
日
の
ど
か
。
と
ざ
ま
行
き
こ
ざ
ま
行
き
、
雲
う
ら
う
ら
。
」
と
し
た
。
こ
れ
は
確
か
に
忠
実
な

訳
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
和
訳
の
詩
に
は
芸
術
と
し
て
の
価
値
が
な
く
、
且
つ
原
詩
の
あ
た
へ
る
詩
的
感

銘
を
、
少
し
も
表
象
的
に
伝
へ
て
ゐ
な
い
。
所
で
ま
た
、
新
古
今
集
に
次
の
や
う
な
和
歌
が
あ
る
。
「
昔

思
ふ
草
の
庵
い
ほ
りの
夜よる
の
雨
に
涙
な
そ
へ
そ
山
ほ
と
と
ぎ
す
」
こ
れ
は
「
盧
山
雨
声
草
庵
中
」
と
い
ふ
句
の
あ

る
白
楽
天
の
漢
詩
を
日
本
風
に
訳
し
た
も
の
だ
と
言
ふ
。
こ
の
方
は
翻
訳
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

歌
に
は
、
芸
術
と
し
て
独
立
し
た
価
値
が
あ
り
、
且
つ
原
詩
の
詩
的
ム
ー
ド
を
ず
つ
と
よ
く
本
質
的
に
捉

へ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
外
国
語
の
詩
に
就
い
て
、
読
者
の
真
の
知
ら
う
と
欲
す
る
と
こ
ろ
は
、
詩
の
個
々
の

原
語
や
逐
字
訳
的
の
詩
想
で
な
く
し
て
、
原
詩
そ
の
も
の
が
持
つ
て
る
直
接
の
ポ
エ
ヂ
イ
で
あ
り
、
原
詩

そ
れ
自
体
の
詩
的
ム
ー
ド
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
詩
は
、
む
し
ろ
翻
案
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
翻
訳
す

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
前
に
逆
説
し
て
、
翻
訳
は
誤
訳
で
あ
る
ほ
ど
好
い
と
言
つ
た
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。

　
訳
詩
の
能
事
は
、
単
に
原
詩
の
想
念
（
思
想
）
を
伝
へ
る
に
止
ま
る
。
と
い
ふ
制
限
を
設
け
る
こ
と
か

ら
、
翻
訳
の
可
能
を
説
く
人
が
あ
る
。
し
か
し
詩
の
思
念
と
い
ふ
も
の
は
、
詩
の
言
葉
の
包
有
し
て
ゐ
る
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連
想
や
、
イ
メ
ー
ヂ
や
、
韻
律
や
の
中
に
ふ
く
ま
れ
、
化
学
的
に
分
析
で
き
な
い
有
機
体
と
な
つ
て
生
き

て
る
の
だ
か
ら
、
原
詩
の
文
学
的
構
成
だ
け
を
訳
し
た
と
こ
ろ
で
、
詩
の
意
味
を
伝
へ
る
こ
と
は
出
来
や

し
な
い
。
そ
れ
を
伝
へ
る
為
に
は
、
原
詩
の
個
々
の
言
葉
を
解
き
ほ
ご
し
て
、
煩
瑣
な
註
解
を
つ
け
加
へ

る
外
は
な
く
、
結
局
や
は
り
、
訳
者
自
身
の
創
作
と
し
て
翻
案
す
る
以
外
に
手
段
は
な
い
の
だ
。

　
す
べ
て
の
訳
詩
は
、
そ
れ
が
翻
訳
者
自
身
の
創
作
で
あ
り
、
翻
案
で
あ
る
限
り
に
於
て
価
値
を
持
つ
て

る
。
換
言
す
れ
ば
詩
の
翻
訳
者
は
、
原
作
を
自
分
の
中
に
融
化
し
、
自
分
の
芸
術
的
肉
体
と
し
て
、
細
胞

化
し
た
場
合
に
の
み
、
初
め
て
訳
者
と
し
て
の
著
作
権
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
例
へ
ば
、
ポ
オ
の
翻

訳
に
於
け
る
ボ
ー
ド
レ
エ
ル
の
場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
即
ち
「
名
訳
」
で
あ
る
。
そ
し
て
す
べ
て
名
訳

は
、
そ
れ
自
ら
翻
訳
者
の
創
作
で
あ
り
、
正
し
く
翻
案
に
外
な
ら
な
い
の
だ
。

　
森
鴎
外
氏
の
「
即
興
詩
人
」
は
、
原
作
よ
り
も
ず
つ
と
善
い
と
い
ふ
定
評
が
あ
る
。
あ
の
訳
を
読
ん
だ

人
た
ち
は
、
案
外
原
作
の
つ
ま
ら
な
い
の
に
失
望
し
て
不
平
を
言
つ
た
。
「
即
興
詩
人
は
訳
ぢ
や
な
い
。

あ
れ
は
鴎
外
氏
の
創
作
な
ん
だ
。
僕
等
は
鴎
外
氏
に
だ
ま
さ
れ
た
の
だ
」
と
。
正
に
そ
の
通
り
、
即
興
詩

人
は
鴎
外
氏
自
身
の
作
つ
た
翻
案
な
の
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
故
に
こ
そ
「
名
訳
」
な
の
だ
。
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す
べ
て
の
善
き
翻
訳
は
「
創
作
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ボ
ー
ド
レ
エ
ル
の
訳
を
通
じ
て
、
ポ
オ
の
詩
を

読
ん
で
る
人
た
ち
は
、
実
に
は
ボ
ー
ド
レ
エ
ル
の
詩
を
読
ん
で
る
の
で
、
ポ
オ
を
読
ん
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

　
堀
口
大
學
君
は
、
仏
蘭
西
語
の
訳
詩
者
と
し
て
定
評
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
堀
口
君
の
訳
し
た
詩
は
、
ヱ

ル
レ
ー
ヌ
で
も
、
シ
モ
ン
ズ
で
も
、
コ
ク
ト
オ
で
も
、
す
べ
て
み
な
堀
口
君
自
身
の
詩
で
あ
つ
て
、
ど
れ

を
読
ん
で
も
、
一
つ
の
同
じ
堀
口
的
ス
タ
イ
ル
、
一
つ
の
同
じ
堀
口
的
抒
情
詩
の
変
化
に
過
ぎ
な
い
。
つ

ま
り
堀
口
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
訳
詩
が
翻
訳
で
あ
り
、
自
分
の
創
作
に
な
つ
て
る
か
ら
だ
。

そ
こ
で
堀
口
君
の
訳
詩
を
通
し
て
、
ヱ
ル
レ
ー
ヌ
を
愛
読
し
、
ヱ
ル
レ
ー
ヌ
に
私
淑
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
一

青
年
が
、
か
つ
て
私
に
自
作
の
詩
を
示
し
て
言
つ
た
。
「
ヱ
ル
レ
ー
ヌ
の
影
響
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
す
が

…
…
」
そ
の
詩
を
読
み
終
つ
た
後
で
私
が
答
へ
た
。
「
ヱ
ル
レ
ー
ヌ
の
影
響
な
ん
か
一
つ
も
な
い
。
み
ん

な
堀
口
君
の
詩
の
摸
倣
ば
か
り
だ
。
」

　
か
つ
て
日
本
の
詩
壇
に
、
象
徴
派
の
詩
人
ヱ
ル
ハ
ー
レ
ン
の
流
行
し
た
時
代
が
あ
つ
た
。
当
時
或
る
若
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い
新
進
の
詩
人
が
、
ヱ
ル
ハ
ー
レ
ン
の
影
響
を
受
け
て
る
と
言
ふ
の
で
評
判
さ
れ
た
。
私
が
そ
の
詩
を
読

ん
で
驚
い
た
こ
と
に
は
、
そ
れ
が
川
路
柳
虹
君
の
詩
そ﹅
つ﹅
く﹅
り﹅
の
模
倣
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
当
時
川
路
君

は
、
ヱ
ル
ハ
ー
レ
ン
の
詩
を
盛
ん
に
訳
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
　
　
こ
れ
ほ
ど
滑
稽
な
事
実
は
な
か
つ
た
。

　
訳
詩
を
読
む
人
々
へ
の
注
意
は
、
第
一
に
先
づ
そ
の
訳
者
が
、
詩
人
と
し
て
、
文
学
者
と
し
て
、
原
作

者
と
同
等
以
上
、
も
し
く
は
同
等
、
も
し
く
は
最
悪
の
場
合
に
於
て
す
ら
、
雁
行
す
る
程
度
の
才
能
を
持

つ
て
ゐ
る
か
否
か
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
訳
者
に
、
も
し
そ
れ
だ
け
の
資
格
が
な
く
、
原
作
者
と
の
比
較

に
於
て
、
問
題
に
な
ら
な
い
ヘ
ツ
ポ
コ
詩
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
全
然
さ
う
し
た
翻
訳
を
読
ま
な

い
方
が
利
口
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
詩
の
翻
訳
は
、
翻
訳
者
自
身
の
創
作
で
あ
り
、
翻
訳
者
の
情
想
や
、
技

巧
や
、
ス
タ
イ
ル
や
の
、
特
殊
な
同
化
さ
れ
た
血
液
を
通
し
て
の
み
、
原
詩
の
精
神
を
透
視
す
る
こ
と
が

出
来
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
訳﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
原﹅
詩﹅
の﹅
価﹅
値﹅
は﹅
、
常﹅
に﹅
そ﹅
の﹅
翻﹅
訳﹅
者﹅
の﹅
詩﹅
人﹅
的﹅
価﹅
値﹅
と﹅

一﹅
致﹅
し﹅
て﹅
ゐ﹅
る﹅
。
翻
訳
者
に
し
て
、
も
し
ヘ
ツ
ポ
コ
詩
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
原
詩
の
価
値
も
ま
た
、
低

劣
な
ヘ
ツ
ポ
コ
詩
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
エ
ル
は
、
ポ
オ
を
仏
蘭
西
人
に
正
価
で
売
つ
た
。

し
か
し
な
が
ら
他
の
翻
訳
者
等
は
、
概
ね
原
作
者
の
価
値
を
下
落
さ
せ
、
捨
値
で
売
り
つ
け
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
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翻
訳
の
不
可
能
は
、
も
つ
と
広
く
、
根
本
的
の
問
題
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
詩
ば
か
り
で
な
く
、
文
学

一
般
に
関
係
し
、
さ
ら
に
尚
ほ
本
質
的
に
は
、
外
国
文
化
の
移
植
そ
の
こ
と
に
関
係
し
て
来
る
。
一
例
と

し
て R

eal 
と
い
ふ
言
葉
は
、
日
本
語
で
は
「
現
実
」
と
訳
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
た
が
つ
て
ま
た R

ealism
 

は
、
日
本
語
で
「
現
実
主
義
」
と
訳
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら R

eal 

と
い
ふ
言
葉
は
外
国
語
の
意

味
に
於
い
て
は
、
単
な
る
「
現
実
」
を
指
す
の
で
な
く
、
も
つ
と
深
奥
な
哲
学
的
の
意
味
、
即
ち
或
る

「
真
実
の
も
の
」
「
確
実
な
も
の
」
、
架
空
の
幻
影
や
仮
象
で
な
く
し
て
、
正
に
「
実
在
す
る
も
の
」
と

い
ふ
や
う
な
意
味
を
持
つ
て
ゐ
る
。
然
る
に
日
本
の
文
壇
で
は
、
こ
れ
を
単
に
、
「
現
実
」
と
訳
し
た
こ

と
か
ら
、
日
本
の
所
謂
レ
ア
リ
ズ
ム
の
文
学
が
、
単
な
る
日
常
生
活
の
事
実
を
書
き
、
無
意
味
な
現
実
を

平
面
的
に
記
述
す
る
に
止
ま
る
と
こ
ろ
の
、
所
謂
「
身
辺
小
説
」
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
ん
な
レ
ア
リ
ズ
ム
の
文
学
は
、
西
洋
に
決
し
て
無
く
、
一
つ
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

N
aturalism

 

を
、
「
自
然
主
義
」
と
訳
し
た
こ
と
も
、
同
様
に
ま
た
誤
訳
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
日
本
の
文

学
を
畸
形
に
し
、
特
殊
な
写
生
文
的
小
説
を
流
行
さ
せ
た
。

　
真
実
の
意
味
を
言
へ
ば
、
外
国
語
は
決
し
て
訳
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
単
に
類
似
の
言
葉

を
も
つ
て
、
仮
り
に
原
語
に
相
当
さ
せ
、
ざ
つ
と
間
に
合
は
せ
て
お
く
に
す
ぎ
な
い
。
然
る
に
日
本
人
は
、
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歴
史
的
に
思
想
を
持
た
な
い
国
民
で
あ
る
か
ら
、
本
来
哲
学
的
の
思
想
を
根
と
す
る
西
洋
文
学
の
輸
入
に

際
し
て
一
も
そ
れ
に
適
応
す
る
原
語
が
な
く
、
日
本
語
字
典
の
あ
ら
ゆ
る
言
海
を
探
し
た
後
で
、
止
む
を

得
ず
「
現
実
」
や
「
自
然
」
な
ど
と
い
ふ
訳
語
を
、
無
理
に
こ
じ
つ
け
て
適
当
さ
せ
た
。
そ
し
て
結
局
、

レ
ア
リ
ズ
ム
も
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
も
、
そ
の
他
の
如
何
な
る
西
洋
文
学
も
、
正
当
に
翻
訳
し
得
な
い
で
終

つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

　
外
国
文
化
の
輸
入
に
於
て
、
翻
訳
が
絶
対
に
不
可
能
の
こ
と
、
実
に
は
「
翻
案
」
し
か
有
り
得
な
い
こ

と
、
そ
し
て
結
局
、
す
べ
て
の
外
国
文
化
の
輸
入
は
、
国
民
自
身
の
主
観
的
な
「
創
作
」
に
過
ぎ
な
い
こ

と
は
、
以
上
の
一
例
に
よ
つ
て
も
解
る
の
で
あ
る
。
支
那
文
化
を
同
化
し
た
日
本
人
の
過
去
の
歴
史
は
、

特
に
よ
く
こ
の
事
実
を
実
証
し
て
ゐ
る
。

　
日
本
の
陸
軍
で
は
、
す
べ
て
の
外
国
語
を
、
故
意
に
む
づ
か
し
い
日
本
語
（
実
は
漢
語
）
に
訳
し
て
し

ま
ふ
。
例
へ
ば
タ
ン
ク
を
、
軍
用
自
働
車
と
言
つ
た
り
、
装
甲
自
働
車
と
訳
し
た
り
す
る
。
或
る
教
官
が

新
兵
に
教
へ
て
、
「
日
本
の
陸
軍
は
本
質
的
に
外
国
の
軍
隊
と
ち
が
ふ
の
で
あ
る
」
と
言
つ
た
後
で
、
無

邪
気
な
新
兵
が
質
問
し
た
。
「
教
官
殿
。
サ
ー
ベ
ル
は
西
洋
の
刀
で
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」
教
官
「
サ
ー
ベ
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ル
で
は
な
い
。
日
本
の
軍
隊
で
は
指
揮
刀
と
言
ふ
の
だ
。
解
つ
た
か
ツ
。
」
新
兵
「
ラ
ツ
パ
は
何
で
あ
り

ま
す
か
。
」
教
官
「
馬
鹿
ツ
！
　
ラ
ツ
パ
は
日
本
語
だ
。
」

　
こ
れ
は
国
枠
主
義
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
国
枠
主
義
者
の
観
念
は
、
す
べ
て
の
輸
入
し
た
外
国

文
化
を
、
無
理
に
こ
じ
つ
け
て
、
不
自
然
に
創
作
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
進
歩
的
イ
ン

タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
人
々
は
、
外
国
文
化
を
出
来
る
だ
け
忠
実
に
、
原
作
の
通
り
に
翻
訳
し
よ
う
と
意
志
す

る
の
で
あ
る
。
結
果
に
於
て
見
れ
ば
、
両
方
共
に
、
所
詮
は
翻
案
化
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
翻
訳
者

と
し
て
の
良
心
で
は
、
勿
論
後
者
の
意
志
す
る
方
が
正
し
い
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
初
め
か
ら
誤
訳
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
誤
訳
し
て
ゐ
る
。

　
転
向
し
た
マ
ル
キ
ス
ト
は
、
翻
訳
の
不
可
能
を
知
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
文
学
者
よ
り
聡
明
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
文
学
者
等
は
、
彼
等
の
翻
案
化
さ
れ
た
似
而
非
の
自
然
主
義
文
化
や
、
似
而
非
の
レ

ア
リ
ズ
ム
文
学
を
以
て
、
自
か
ら
外
国
思
潮
の
そ
れ
と
同
列
さ
せ
、
資
本
主
義
末
期
の
近
代
文
学
を
以
て

自
任
し
つ
つ
、
笑
止
に
も
得
意
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

17



18詩の翻訳について



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
日
本
の
名
随
筆
　
別
巻45

　
翻
訳
」
作
品
社

　
　
　1994
（
平
成6

）
年11

月25

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
萩
原
朔
太
郎
全
集
　
第
九
巻
」
筑
摩
書
房

　
　
　1976

（
昭
和51
）
年5

月
発
行

入
力
：
浦
山
　
敦
子

校
正
：noriko saito

2009

年5

月5

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

19



詩の翻訳について
萩原朔太郎

２０２０年　７月１８日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


