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論
文
要
旨

　

本
稿
で
は
、
同
音
反
復
で
心
情
部
と
連
結
す
る
序
詞
の
翻
訳
に
つ
い
て
考
察

し
、﹃
古
今
集
﹄、﹃
新
古
今
集
﹄、﹃
百
人
一
首
﹄
の
こ
の
修
辞
法
を
使
用
し
て

い
る
和
歌
、
合
計
四
十
七
首
を
検
討
す
る
。
最
初
に
、
序
詞
の
本
質
と
機
能
に

つ
い
て
確
認
し
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
と
心
情
部
と
の
関
係
は
基
本
的
に
同
音

に
よ
る
と
は
い
え
、
心
情
の
背
景
を
作
っ
て
そ
れ
と
内
容
的
に
も
つ
な
が
る
と

述
べ
る
。
こ
れ
を
証
明
す
る
た
め
、
考
察
の
対
象
と
な
っ
た
序
歌
の
序
詞
に
見

ら
れ
る
歌
語
の
同
時
代
の
用
例
を
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
語
の
イ
メ
ー
ジ
と

詠
ま
れ
方
を
押
さ
え
て
、
各
歌
で
の
心
情
部
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
確
認
す

る
。
次
い
で
、
検
討
の
対
象
と
し
た
和
歌
の
英
訳
と
独
訳
を
分
析
し
、
翻
訳
方

法
を
十
四
種
に
分
け
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
紹
介
し
、
問
題
点
を
提
示
し
た
。

次
に
、
西
洋
詩
で
日
本
古
典
和
歌
の
序
詞
と
類
似
す
る
修
辞
法
を
探
求
し
、
そ

こ
で
、
心
情
の
表
明
を
自
然
描
写
で
導
入
す
る
よ
う
な
構
成
を
持
つ
詩
に
注
目

し
た
。
最
後
に
翻
訳
案
を
提
示
し
て
、
数
首
の
和
歌
の
試
訳
︵
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
︶

を
行
っ
た
。
以
上
の
多
方
面
か
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
を

持
つ
歌
の
翻
訳
方
法
と
し
て
、
序
詞
と
心
情
部
の
順
番
を
保
持
し
つ
つ
、
文
法

的
に
つ
な
げ
な
い
こ
と
、
ま
た
同
音
反
復
は
同
音
を
持
つ
語
の
近
接
、
ま
た
は

同
語
の
反
復
に
よ
っ
て
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
︻
和
歌
・
序
詞
・
同
音
反
復
・
外
国
語
訳
・
西
洋
詩
︼

は
じ
め
に

　

日
本
古
典
文
学
に
は
独
特
の
技
法
が
少
な
く
な
く
、
特
に
和
歌
に
お
け
る
掛

詞
の
よ
う
な
言
語
的
特
徴
に
基
づ
く
修
辞
法
は
他
言
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
極

め
て
困
難
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
言
語
的
特
徴
に
基
づ

く
、
か
つ
他
国
の
韻
文
に
見
ら
れ
な
い
修
辞
法
で
あ
る
、
同
音
反
復
で
連
結
す

る
序
詞
の
、
西
洋
の
言
語
へ
の
翻
訳
に
関
し
て
考
察
し
た
い
。

　

序
詞
は
周
知
の
と
お
り
、
和
歌
の
心
情
を
表
す
部
分
︵
以
下
、
心
情
部
と
呼

ぶ
︶
を
導
く
五
字
以
上
の
、
主
に
風
物
描
写
に
よ
る
修
辞
で
あ
る
が
、
心
情
部

と
の
連
結
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
比
喩
に

よ
る
連
結
、
二
つ
目
は
掛
詞
に
よ
る
連
結
、
三
つ
目
は
同
音
反
復
に
よ
る
連
結

で
あ
る
。
比
喩
式
の
序
詞
は
西
洋
文
学
に
も
定
着
し
て
い
る
比
喩
を
用
い
て
翻

訳
可
能
で
あ
り
、
掛
詞
式
の
序
詞
の
翻
訳
の
可
能
性
は
掛
詞
自
体
の
翻
訳
の
問

題
と
深
く
関
わ
る
た
め
、
別
稿
に
考
察
を
譲
る
こ
と
と
す
る
。
同
音
反
復
式
の

同
音
反
復
式
の
序
詞
の
翻
訳
に
関
す
る
一
考
察

─
─ 『
古
今
集
』
と
『
新
古
今
集
』
と
『
百
人
一
首
』
歌
を
例
に 

─
─

フ
ィ
ッ
ト
レ
ル
・
ア
ー
ロ
ン
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序
詞
は
﹁
思
ひ
い
づ
る
と
き
は
の
山
の
い
は
つ
つ
じ
い
は
ね
ば
こ
そ
あ
れ
こ
ひ

し
き
も
の
を︶

1
︵

︵﹃
古
今
集
﹄
四
九
五
︶﹂
の
よ
う
な
も
の
で
、
序
詞
と
心
情
部
に

共
通
す
る
音
の
連
鎖
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
が
な
り
た
ち
、
内
容
的
な
関
係
は
一

見
見
ら
れ
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
序
詞
の
西
洋
の
諸
言
語
へ

の
翻
訳
な
い
し
は
目
標
言
語
の
翻
訳
で
の
反
映
は
困
難
で
あ
り
、
先
行
す
る
外

国
語
訳
に
お
い
て
、
翻
訳
者
は
様
々
な
対
処
法
を
模
索
し
て
き
た
。
本
稿
で
は

最
初
に
、
序
詞
の
本
質
に
つ
い
て
確
認
し
、﹃
古
今
集
﹄、﹃
新
古
今
集
﹄、﹃
百

人
一
首
﹄
所
収
の
同
音
反
復
式
の
序
詞
を
持
つ
歌
で
の
序
詞
の
表
現
を
分
析
す

る
。
次
い
で
、
こ
れ
ら
の
歌
の
英
訳
と
独
訳
を
分
析
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
処

法
を
明
ら
か
に
し
、
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
西
洋
詩
の
中
で
、
稿
者

が
原
文
で
解
読
で
き
る
英
詩
と
ド
イ
ツ
詩
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
詩
の
修
辞
法
を
検
討

し
、
和
歌
の
序
詞
に
類
似
す
る
修
辞
法
を
追
及
し
た
う
え
で
、
翻
訳
案
を
提
示

し
て
み
た
い
。

一
、
序
詞
の
本
質

　

序
詞
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
多
方
面
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。﹃
和

歌
文
学
大
辞
典︶

2
︵

﹄
の
﹁
序
詞
﹂
項
に
お
い
て
、
白
井
伊
津
子
氏
は
﹁
序
詞
と
本

旨
と
の
関
係
に
は
、
音
の
関
係
と
意
味
の
関
係
の
両
面
が
あ
り
、
そ
の
両
面
の

顕
在
化
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
四
通
り
に
分
け
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
て
お
り
、
①

い
ず
れ
も
が
顕
わ
な
場
合
、
②
音
の
関
係
の
顕
わ
な
場
合
、
③
意
味
の
関
係
が

顕
わ
な
場
合
、
④
い
ず
れ
も
が
顕
わ
で
な
い
場
合
と
い
う
四
種
を
提
示
す
る
。

こ
の
中
で
同
音
反
復
式
の
序
詞
を
②
に
分
類
し
、﹁
道
の
後し

り

深
津
島
山
し
ま
し

く
も
君
が
目
見
ね
ば
苦
し
か
り
け
り
﹂︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
一
・
二
四
二
三
︶
を

例
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、﹁
こ
う
し
た
音
の
関
係
と
意
味
の
関
係

は
、
実
は
表
裏
的
で
あ
っ
て
、
第
二
の
例
、﹁
道
の
後
深
津
島
山
﹂
の
歌
で
は
、

相
手
に
逢
え
な
い
苦
し
さ
を
、
備
後
の
海
の
﹁
深
津
島
山
﹂
と
の
隔
た
り
に
等

し
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
意
味
の
関
係
が
潜
在
し
て
﹂
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

白
井
氏
は
﹃
万
葉
集
﹄
の
序
詞
を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
対
象
の

一
つ
で
あ
る
﹃
古
今
集
﹄
の
序
詞
に
つ
い
て
は
内
田
順
子
氏
の
論
考︶

3
︵

に
次
の
よ

う
な
指
摘
が
あ
る
。

古
今
の
序
詞
は
、
古
今
の
詞
の
あ
り
よ
う
の
当
然
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、

縁
語
、
掛
詞
の
歌
に
お
け
る
比
喩
の
場
合
と
同
様
、
物
事
が
現
実
の
個
々

の
物
事
で
は
な
く
、
物
事
一
般
と
し
て
把
握
さ
れ
、
す
で
に
序
詞
そ
れ
自

体
が
心
情
的
、
情
緒
的
な
も
の
を
含
ん
だ
も
の
、
す
な
わ
ち
表
象
に
な
っ

て
い
る
も
の
が
多
い
。
序
詞
│
能
喩
は
、
心
を
客
観
的
に
顧
み
、
そ
れ
を

形
象
化
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
序
詞
は
﹃
古
今
集
﹄
の
序
歌
の
場
合
も
、
詠
者
の
心
を
﹁
形

象
化
し
た
も
の
﹂
で
あ
り
、
序
歌
の
心
情
部
と
の
内
容
的
な
つ
な
が
り
が
認
め

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
大
浦
誠
士
氏
は
﹃
万
葉
集
﹄
と
﹃
古
今
集
﹄
の
序
歌
の
い

く
つ
か
の
例
を
分
析
し
て
、
序
詞
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
を
行
い︶

4
︵

、﹁
心
の
＂
か

た
ち
＂﹂
を
作
り
出
す
機
能
、
ま
た
﹁
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
効
果
﹂
が
あ
る
と
述
べ

て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

意
味
的
に
は
無
関
係
に
見
え
る
情
景
や
意
味
合
い
が
、
読
む
人
の
頭
の
中
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︵
潜
在
意
識
︶
に
残
像
と
し
て
残
り
、
そ
れ
が
︿
思
い
の
文
脈
﹀︵
稿
者
注

│
心
情
部
︶
の
理
解
に
無
意
識
の
う
ち
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
点
は
、

﹁
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
効
果
﹂
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
諸
氏
の
指
摘
も
考
慮
に
入
れ
て
、
次
章
に
お
い
て
序
歌
を
と

り
あ
げ
、
具
体
的
に
序
詞
と
心
情
部
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ち
な

み
に
、
一
般
に
、
心
情
部
と
内
容
的
な
関
わ
り
の
あ
る
序
詞
を
右
心
の
序
、
内

容
的
な
関
係
が
な
い
も
の
を
無
心
の
序
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
が
、
先
学
諸
氏
の

記
述
や
、
次
章
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
序
詞
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

心
情
部
と
な
ん
ら
か
の
内
容
的
な
関
わ
り
が
見
ら
れ
る
た
め
、
今
回
は
こ
の
よ

う
な
区
別
は
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
序
詞
と
心
情
部
の
関
係
─
序
詞
の
歌
語
の
イ
メ
ー
ジ

　

外
国
語
訳
が
最
も
多
い
た
め
、
今
回
は
﹃
百
人
一
首
﹄
と
﹃
古
今
集
﹄
と
︵
外

国
語
訳
は
英
訳
一
種
の
み
で
あ
る
が
︶﹃
新
古
今
集
﹄
の
同
音
反
復
式
の
序
詞

を
検
討
し
た
。﹃
百
人
一
首
﹄
に
四
首
、﹃
古
今
集
﹄
に
二
十
六
首
、﹃
新
古
今
集
﹄

に
十
七
首
、
計
四
十
七
首
の
歌
が
検
討
の
対
象
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
四

十
七
首
全
て
を
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
心
情
部
と
の
つ
な
が
り
が

明
確
で
な
い
例
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。

二
│
一
、『
百
人
一
首
』
序
歌
の
解
釈

　

最
も
知
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
、﹃
百
人
一
首
﹄
の
四
首
か
ら
見
て
い
き
た

い
が
、
藤
原
実
方
の
﹁
か
く
と
だ
に
え
や
は
い
ぶ
き
の
さ
し
も
草
さ
し
も
し
ら

じ
な
も
ゆ
る
お
も
ひ
を
﹂︵
五
一
︶
と
い
う
歌
の
場
合
は
、﹁
さ
し
も
草
﹂
は
燃

え
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
心
情
部
と
の
直
接
的
関
係
が
明
確
で
あ
る
。
し

か
し
、
他
の
三
首
の
場
合
は
、
問
題
が
複
雑
に
な
る
。

す
み
の
え
の
き
し
に
よ
る
浪
よ
る
さ
へ
や
ゆ
め
の
か
よ
ひ
ぢ
人
め
よ
く
ら

む
︵
一
八
・
藤
原
敏
行
朝
臣
︶

み
か
の
は
ら
わ
き
て
な
が
る
る
い
づ
み
川
い
つ
み
き
と
て
か
恋
し
か
る
ら

ん
︵
二
七
・
中
納
言
兼
輔
︶

あ
さ
ぢ
ふ
の
を
の
の
し
の
は
ら
し
の
ぶ
れ
ど
あ
ま
り
て
な
ど
か
人
の
恋
し

き
︵
三
九
・
参
議
等
︶

　

傍
線
を
付
し
た
部
分
は
序
詞
で
、
四
角
で
囲
っ
た
部
分
は
心
情
部
と
の
連
結

部
分
で
あ
る
。
一
八
番
歌
で
は
﹁
寄
る
﹂
と
﹁
夜
﹂
と
い
う
同
音
異
義
語
の
繰

り
返
し
に
よ
っ
て
、
二
七
番
歌
で
は
﹁
い
づ
み
︵
泉
︶﹂
と
﹁
い
つ
見
﹂
と
い

う
同
音
の
反
復
、
三
九
番
歌
で
は
﹁
し
の
は
ら
︵
篠
原
︶﹂
と
﹁
忍
ぶ
れ
ど
﹂

に
お
い
て
共
通
す
る
﹁
し
の
﹂
と
い
う
同
音
の
連
続
に
よ
っ
て
、
序
詞
が
心
情

部
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
複
雑
で
具
体
的
な
風
景
描
写
を
、

三
十
一
文
字
と
い
う
制
限
が
あ
る
和
歌
に
、
心
情
と
何
の
関
わ
り
も
な
く
取
り

入
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。﹃
百
人
一
首
﹄
の
注
釈
・
解
釈
に
関
し
て
は
、

多
く
の
文
献
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
つ
い
て
時
代
ご
と
に
様
々
な

解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
八
番
歌
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
室
町
時
代
成

立
の
米
沢
本
百
人
一
首
に
、﹁
夢
に
さ
へ
人
め
の
ぞ
き
よ
く
る
ご
と
く
岸
に
よ

る
波
に
さ
は︵

わ
︶が

れ
て
夢
も
見
ず
と
也︶

5
︵

﹂
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
三
条
西
公
条
の
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﹃
百
人
一
首
聞
書
﹄
に
も
、﹁
住
江
ハ
南
海
に
て
静
也
。
静
ナ
ラ
バ
夢
も
み
る
べ

き
に
夢
中
に
さ
へ
人
め
を
よ
く
る
事
よ
と
一
入
か
な
し
き
心
を
よ
め
る
也
。
心

を
付
へ
し︶

6
︵

﹂
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
て
、
序
詞
の
風
景
描
写
は
詠
者
の
心
情
と
直

接
関
連
す
る
と
見
ら
れ
る
。
細
川
幽
斎
は
﹃
百
人
一
首
抄
﹄
に
お
い
て
、
さ
ら

に
具
体
的
に
風
物
を
分
析
し
て
い
る
。

高
岸
に
こ
そ
浪
の
う
ち
た
ら
は
夢
も
さ
む
へ
き
事
な
れ
是
は
南
海
也
。
殊

に
住
の
江
の
き
し
は
あ
ら
き
波
も
よ
せ
ぬ
所
な
る
に
そ
れ
さ
へ
し
か
も
夢

の
通
路
を
よ
く
る
や
う
な
る
は
わ
か
恋
路
の
契
の
う
と
き
故
に
時
々
心
の

お
と
ろ
く
そ
と
也︶

7
︵

。

　

い
ず
れ
も
住
江
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
の
指
摘
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
心
情
部
と
関
係
が
な
く
、﹁
よ
る
さ
へ
や
﹂

を
言
い
出
す
機
能
の
み
を
認
め
て
い
る
解
釈
も
存
在
す
る
。

　

同
じ
く
、
二
七
番
歌
の
場
合
も
序
詞
で
の
恋
の
有
様
の
有
無
に
つ
い
て
解
釈

が
分
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
公
条
の
﹃
百
人
一
首
聞
書
﹄
の
解
釈
が
注
目

さ
れ
る
。

わ
き
て
流
る
ゝ
は
い
づ
み
は
大
地
よ
り
涌
出
る
物
な
れ
ば
如p
其
我
思
の

ふ
か
き
を
た
と
へ
て
い
へ
り
。
宗
祇
注
も
可p

然
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
泉
川
の
名
前
の
関
係
で
﹁
わ
き
て
﹂
に
﹁
涌
き
て
﹂

と
﹁
分
き
て
﹂
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
泉
が
涌
く
よ
う
に
詠
者
の
恋
心
が
涌
き
、

泉
川
が
み
か
の
原
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
よ
う
に
詠
者
が
恋
愛
の
対
象
で
あ
る

女
性
と
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
序
詞
と
心
情
部
の
関
連
を
読
み
取

る
現
代
の
注
釈
も
多
い︶

8
︵

。

　

三
九
番
歌
の
場
合
も
、
序
詞
と
心
情
部
と
の
内
容
的
な
つ
な
が
り
が
明
確
で

な
く
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
注
目
し
た
い
の
は
次
の
指
摘
で

あ
る
。篠

原
に
を
く
露
は
何
と
忍
は
ん
と
す
れ
と
見
ゆ
る
物
な
る
に
よ
り
て
只
わ

か
恋
も
其
こ
と
く
に
つ
ゝ
む
と
す
れ
と
も
目
に
も
あ
ま
り
て
見
ゆ
る
そ
と

也
。︵
幽
斎
﹃
百
人
一
首
抄
﹄︶

此
歌
に
露
と
云
事
は
み
え
ね
ど
も
、
あ
さ
ぢ
ふ
は
露
し
げ
き
も
の
也
、
を

の
の
し
の
原
も
露
し
げ
き
也
、
あ
ま
り
て
と
い
ふ
は
、
あ
さ
ぢ
ふ
小
野
の

し
の
原
の
露
あ
ま
り
て
也
、
此
あ
ま
り
て
と
い
は
む
序
歌
也
、
随
分
し
の

べ
ど
も
し
の
ぶ
に
あ
ま
り
て
人
の
恋
し
き
也︶

9
︵

、︵﹃
百
人
一
首
雑
談
﹄︶

　

こ
れ
ら
は
、
浅
茅
と
関
連
の
あ
る
露
を
連
想
し
て
、
篠
原
に
置
く
露
が
顕
わ

に
な
る
よ
う
に
、
忍
ぶ
恋
の
心
も
人
に
知
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
序
詞
の
風

景
と
心
情
部
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
平
安
時
代
の
和
歌
に
は
、
篠
原
に
露
が
置

く
例
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
以
下
の
例
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
浅
茅
と
露
は

よ
く
一
緒
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
平
安
人
の
意
識
の
中
で
確
か
に
関
連
が
深
い
も

の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

越
前
守
景
理
ゆ
ふ
さ
り
に
こ
む
と
い
ひ
て
お
と
せ
ざ
り
け
れ
ば

よ
め
る 

大
輔
命
婦

ゆ
ふ
つ
ゆ
をは

あ
さ
ぢ
が
う
へ
と
み
し
も
の
を
そ
で
に
お
き
て
も
あ
か
し
つ

る
か
な

 

︵﹃
後
拾
遺
集
﹄
恋
二
・
六
八
二
︶

　
　
　
　

関
白
前
太
政
大
臣
の
家
に
て
よ
め
る 

藤
原
基
俊



同音反復式の序詞の翻訳に関する一考察

（71）272

あ
さ
ぢ
ふ
に
け
さ
お
く
つ
ゆ
の
さ
む
け
く
に
か
れ
に
し
人
の
な
ぞ
や
こ
ひ

し
き

 

︵﹃
詞
花
集
﹄
恋
下
・
二
六
四
︶

右
の
二
首
は
﹃
百
人
一
首
﹄
の
三
九
番
歌
と
同
じ
く
恋
の
歌
で
あ
る
こ
と
も
注

目
さ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、﹃
百
人
一
首
﹄
研
究
に
お
い
て
は
、
所
収
さ
れ
て
い
る
百
首
の

歌
を
﹃
百
人
一
首
﹄
の
歌
と
し
て
解
釈
す
る
と
、
撰
者
定
家
の
再
解
釈
を
重
視

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方︶

10
︵

が
主
流
で
あ
り
、
問
題
が
複
雑
に
な
る
。
長
谷

川
哲
夫
氏
も
三
十
九
番
歌
に
関
し
て
、﹁
浅
茅
﹂
と
﹁
小
野
の
篠
原
﹂
を
詠
み

込
ん
だ
定
家
の
歌
の
構
造
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
定
家
は
心
情
部
と
序
詞
の
景

物
に
内
容
的
な
関
わ
り
を
読
み
取
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る︶

11
︵

。
一
方
、
次
に

あ
げ
る
﹃
古
今
集
﹄
の
例
の
場
合
は
、
古
い
歌
も
見
出
せ
る
が
、
編
纂
の
時
代

に
多
少
近
似
す
る
歌
、
ま
た
当
時
盛
ん
に
詠
ま
れ
て
い
た
表
現
や
景
物
が
見
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
右
の
﹁
あ
さ
ぢ
ふ
の
﹂
歌
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
序

詞
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
景
物
と
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
歌
語
の
平
安
前

期
・
中
期
の
イ
メ
ー
ジ
が
手
掛
か
り
に
な
る
。
さ
ら
に
﹃
新
古
今
集
﹄
の
場
合

は
、
新
し
い
歌
語
が
多
く
、
新
古
今
時
代
に
な
っ
て
序
詞
と
心
情
部
の
関
係
が

一
層
密
接
に
な
る︶

12
︵

が
、
成
立
の
古
い
歌
の
場
合
も
﹃
百
人
一
首
﹄
と
似
た
よ
う

に
、﹃
新
古
今
集
﹄
の
撰
者
た
ち
の
と
ら
え
方
も
考
慮
に
入
れ
て
見
た
方
が
穏

当
で
あ
ろ
う
。

二
│
二
、『
古
今
集
』
と
『
新
古
今
集
』
の
場
合

（
1
）
心
情
部
と
の
内
容
的
な
関
わ
り
が
明
確
な
例

　

さ
て
、﹃
古
今
集
﹄
に
お
い
て
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
を
持
つ
歌
は
二
十
六

首
に
及
ぶ
。
具
体
的
に
は
、
四
六
九
・
四
九
五
・
五
〇
五
・
五
三
三
・
五
三
七
・

五
五
九
・
五
九
四
・
六
六
四
・
六
七
七
・
六
七
九
・
六
九
七
・
六
九
九
・
八
一

七
・
八
二
六
・
八
二
八
・
八
八
六
・
九
〇
二
・
九
七
六
・
九
八
〇
・
一
〇
三
六
・

一
〇
五
〇
・
一
〇
八
三
・
一
〇
九
二
の
二
十
三
首
と
、
そ
の
他
三
首
で
あ
る
。

四
七
三
番
歌
の
﹁
お
と
は
山
お
と
に
き
き
つ
つ
相
坂
の
関
の
こ
な
た
に
年
を
ふ

る
か
な
﹂
に
見
ら
れ
る
﹁
音
羽
山
﹂
は
枕
詞
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
枕
詞
の
よ
う
に
特
定
の
言
葉
を
修
飾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
音
反
復

で
心
情
部
に
つ
な
が
る
た
め
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
と
見
て
お
く
。
四
八
一
番

歌
の
﹁
初
雁
の
﹂
と
七
九
四
番
歌
の
﹁
吉
野
河
﹂
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
﹃
新

古
今
集
﹄
で
は
、
九
〇
四
・
九
〇
七
・
九
七
〇
・
九
九
六
・
一
〇
一
三
・
一
〇

一
八
・
一
〇
五
〇
・
一
〇
五
一
・
一
〇
七
六
・
一
一
一
四
・
一
一
一
五
・
一
二

二
四
・
一
三
一
三
・
一
三
九
八
・
一
四
九
二
・
一
六
八
八
・
一
八
三
六
の
十
七

首
が
あ
る
。

　

両
集
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
中
の
序
詞
と
そ
の
心
情
部
と
の
関
連

が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
以
下
の
歌
で
は
、
序
詞
と
心
情
部
と
の
内
容
的
な

関
連
が
よ
り
明
確
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

い
そ
の
か
み
ふ
る
の
な
か
道
な
か
な
か
に
見
ず
は
こ
ひ
し
と
思
は
ま
し
や

は

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
四
・
六
七
九
・
つ
ら
ゆ
き
︶
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わ
が
こ
ひ
は
ち
ぎ
の
か
た
そ
ぎ
か
た
く
の
み
ゆ
き
あ
は
で
と
し
の
つ
も
り

ぬ
る
か
な

 

︵﹃
新
古
今
集
﹄
恋
二
・
一
一
一
四
・
大
炊
御
門
右
大
臣
︶

五
月
雨
は
ま
や
の
軒
ば
の
あ
ま
そ
そ
き
あ
ま
り
な
る
ま
で
ぬ
る
る
袖
か
な

 
︵﹃
新
古
今
集
﹄
雑
上
・
一
四
九
二
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
︶

　
﹁
い
そ
の
か
み
﹂
歌
の
序
詞
で
あ
る
﹁
い
そ
の
か
み
ふ
る
の
な
か
道
﹂
に
お

い
て
、﹁
ふ
る
﹂
と
い
う
言
葉
は
﹁
布
留
﹂
に
﹁
古
﹂
を
掛
け
て
お
り
、
詠
歌

主
体
は
恋
人
と
長
い
間
会
っ
て
い
な
い
︵﹁
見
ず
﹂︶
こ
と
で
そ
れ
ほ
ど
恋
し
い

と
は
思
わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
心
情
部
と
関
連
が
あ
る
。
長
く
会
っ
て
い
な
い

こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
歌
が
﹃
古
今
集
﹄
の
恋
四
の
冒
頭
の
﹁
逢
っ

て
会
わ
ざ
る
恋
﹂
の
歌
群
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。﹃
新
古
今

集
﹄
の
﹁
わ
が
こ
ひ
は
﹂
歌
に
見
ら
れ
る
﹁
千
木
の
片
削
ぎ
﹂
は
神
社
の
屋
根

の
合
わ
な
い
二
つ
の
棟
木
で
あ
る
こ
と
か
ら
自
ず
と
会
わ
な
い
恋
人
同
士
を
連

想
さ
せ
、
心
情
部
と
照
応
す
る
。﹁
五
月
雨
は
﹂
歌
の
場
合
も
、﹁
あ
ま
そ
そ
き
﹂

︵
雨
注
き
︶﹂
に
よ
っ
て
濡
れ
る
袖
は
涙
に
よ
っ
て
濡
れ
る
袖
を
象
徴
し
て
お

り
、
序
詞
の
景
物
は
心
情
部
と
内
容
的
に
も
関
連
す
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の

他
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
は
た
ま
に
贈
答
歌
に
も
使
用
さ
れ
る
が
、
次
の
貫
之

の
歌
の
場
合
、
詞
書
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
贈
歌
の
相
手
が
越
に
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、﹁
こ
し
の
白
山
﹂
と
い
う
歌
枕
が
心
情
部
と
内
容
的
に
も
結
び
付

け
ら
れ
る
。

　
　

こ
し
な
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る

思
ひ
や
る
こ
し
の
白
山
し
ら
ね
ど
も
ひ
と
夜
も
夢
に
こ
え
ぬ
よ
ぞ
な
き

 

︵﹃
古
今
集
﹄
雑
下
・
九
八
〇
・
紀
貫
之
︶

（
2
） 

心
情
部
と
の
内
容
的
な
関
わ
り
が
歌
語
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
想
定
さ

れ
る
例

　

こ
の
種
の
序
歌
の
場
合
、
前
掲
の
﹃
百
人
一
首
﹄
所
収
の
﹁
あ
さ
ぢ
ふ
の
﹂

歌
に
見
ら
れ
る
浅
茅
に
よ
っ
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に
、
序
詞

に
見
ら
れ
る
歌
語
に
関
し
て
平
安
人
は
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
ち
、
何
を
連
想

し
た
の
か
が
示
唆
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。︵
た
だ
し
、
源
等
の
﹁
あ
さ
ぢ

ふ
の
﹂
歌
に
関
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
方
法
は
当
該
歌
を
平
安
時
代

の
歌
と
し
て
読
む
場
合
に
活
用
で
き
る
の
み
で
あ
る
。︶﹃
古
今
集
﹄
の
場
合
、

一
見
音
声
の
関
連
の
み
で
あ
る
序
詞
に
つ
い
て
も
、
序
詞
の
景
物
や
歌
語
の
平

安
時
代
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
情
部
と
照
応
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。﹃
新
古
今
集
﹄
の
場
合
も
、同
時
代
の
用
例
を
中
心
に
検
討
を
行
う
。

三
吉
野
の
お
ほ
か
は
の
へ
の
藤
波
の
な
み
に
お
も
は
ば
わ
が
こ
ひ
め
や
は

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
四
・
六
九
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
︶

か
く
れ
ぬ
の
し
た
よ
り
お
ふ
る
ね
ぬ
な
は
の
ね
ぬ
な
は
た
て
じ
く
る
な
い

と
ひ
そ

 

︵﹃
古
今
集
﹄
雑
体
・
誹
諧
歌
・
一
〇
三
六
・
た
だ
み
ね
︶

み
か
り
す
る
か
り
ば
の
を
の
の
な
ら
し
ば
の
な
れ
は
ま
さ
ら
で
こ
ひ
ぞ
ま

さ
れ
る

 

︵﹃
新
古
今
集
﹄
恋
一
・
一
〇
五
〇
・
人
麿
︶

つ
れ
も
な
き
人
の
心
の
う
き
に
は
ふ
あ
し
の
し
た
ね
の
ね
を
こ
そ
は
な
け
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︵﹃
新
古
今
集
﹄
恋
一
・
一
〇
七
六
・
権
中
納
言
師
俊
︶

﹁
三
吉
野
の
﹂
歌
の
序
詞
に
見
ら
れ
る
﹁
三
吉
野
の
お
ほ
か
は
﹂、
つ
ま
り
吉

野
川
に
つ
い
て
、
片
桐
洋
一
氏
の
指
摘
が
あ
る
。

﹃
古
今
集
﹄
の
時
代
に
な
る
と
、﹁
あ
ふ
こ
と
は
玉
の
緒
ば
か
り
名
の
た

つ
は
吉
野
の
川
の
た
き
つ
瀬
の
ご
と
﹂︵
恋
三
・
読
人
不
知
︶﹁
吉
野
川
岩

浪
高
く
ゆ
き
水
の
は
や
く
ぞ
人
を
思
ひ
そ
め
て
し
﹂︵
恋
一
・
貫
之
︶﹁
吉

野
川
岩
切
り
通
し
ゆ
く
水
の
音
に
は
立
て
じ
恋
は
し
ぬ
と
も
﹂︵
同
・
読

人
不
知
︶
の
よ
う
に
吉
野
河
の
激
流
に
恋
の
思
い
の
激
し
さ
を
た
と
え
た

歌
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
た︶

13
︵

。

　

し
た
が
っ
て
、
吉
野
川
︵
そ
れ
も
﹁
大
川
﹂︶
は
こ
の
歌
で
も
相
手
を
﹁
な

み
に
思
﹂
わ
な
い
詠
歌
主
体
の
心
情
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る︶

14
︵

。

　
﹁
か
く
れ
ぬ
の
﹂
歌
の
序
詞
の
﹁
ね
ぬ
な
は
﹂
は
こ
の
歌
の
よ
う
に
﹁
く
る
﹂

︵﹁
来
る
﹂
と
﹁
繰
る
﹂
を
掛
け
る
︶
と
縁
語
関
係
に
あ
る
例
が
多
く︶

15
︵

、﹁
か
く

れ
ぬ
︵
隠
れ
沼
︶﹂
も
、
詠
歌
主
体
が
相
手
を
ひ
そ
か
に
訪
れ
る
こ
と
を
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
る
。

　

次
に
、﹃
新
古
今
集
﹄
の
﹁
み
か
り
す
る
﹂
歌
の
序
詞
に
見
ら
れ
る
﹁
か
り

ば
の
小
野
﹂
は
﹁
か
り
は
の
小
野
﹂
と
し
て
未
詳
の
地
名
で
あ
る
と
い
う
説
も

あ
る
が
、﹁
か
り
ば
の
小
野
の
楢
柴
﹂
と
い
う
表
現
は
、
寂
し
く
、
人
の
訪
れ

が
な
い
隠
遁
生
活
を
詠
ん
だ
歌
に
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
て
い
た
。

や
ま
お
ろ
し
に
人
や
は
に
は
を
な
ら
し
ば
の
し
ば
し
も
ふ
れ
ば
み
ち
も
な

き
ま
で

 

︵﹃
秋
篠
月
清
集
﹄
百
首
愚
草
・
院
初
度
百
首
・
七
五
七
︶

み
山
ふ
く
松
の
風
の
み
な
ら
し
ば
の
庵
は
人
の
音
信
も
な
し

 

︵﹃
壬
二
集
﹄
九
条
前
大
臣
家
三
十
首
・
一
九
一
一
︶

　

ま
た
、
恋
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
例
も
見
い
だ
せ
る
。

契
の
み
い
と
ど
か
り
ば
の
な
ら
し
ば
は
た
え
ぬ
思
ひ
の
色
ぞ
ま
さ
れ
る

 

︵﹃
拾
遺
愚
草
﹄
恋
・
二
五
六
四
︶

　
　

ふ
み
つ
た
ふ
る
人
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
、
か
き
た
え
て

ふ
み
か
よ
ふ
道
も
か
り
ば
の
お
の
れ
の
み
こ
ひ
は
ま
さ
れ
る
な
げ
き
を
ぞ

す
る

　
　

返
し

み
か
り
の
の
か
り
そ
め
人
を
な
ら
し
ば
に
我
ぞ
ふ
み
み
し
道
は
く
や
し
き

 

︵﹃
拾
遺
愚
草
﹄
恋
・
二
六
二
三
～
二
六
二
四
︶

　

こ
の
よ
う
な
用
法
に
よ
っ
て
、
恋
す
る
人
の
寂
し
さ
を
イ
メ
ー
ジ
づ
け
る
役

割
も
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
﹁
つ
れ
も
な
き
﹂
歌
の
序
詞
に
見
ら
れ
る
﹁
蘆
の
下
根
﹂
は
、
人
に
知
ら
れ

な
い
、
隠
さ
れ
た
感
情
を
詠
ん
だ
歌
に
よ
く
詠
ま
れ
て
い
た
。

な
に
は
が
た
人
や
な
に
と
も
し
ら
ざ
ら
む
あ
し
の
し
た
ね
の
し
げ
き
こ
ろ

か
な

 

︵﹃
行
宗
集
﹄
九
九
︶

い
か
に
せ
ん
た
ま
え
の
あ
し
の
し
た
ね
の
み
よ
を
へ
て
な
け
ど
し
る
人
の

な
き

 

︵﹃
続
後
撰
集
﹄
恋
一
・
六
四
五
︶

か
く
れ
ぬ
の
あ
し
の
し
た
ね
の
よ
と
と
も
に
こ
ひ
つ
つ
ふ
れ
ど
し
る
人
も



人文 16 号（2017）

（74） 269

な
し

 

︵﹃
新
撰
和
歌
六
帖
﹄
第
五
帖
・
一
三
八
二
︶

う
き
に
は
ふ
あ
し
の
下
ね
の
み
ご
も
り
に
か
く
れ
て
人
を
恋
ひ
ぬ
日
は
な

し

 
︵﹃
続
千
載
集
﹄
恋
一
・
一
〇
七
九
・
前
大
納
言
為
家
︶

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、﹃
新
古
今
集
﹄
の
師
俊
歌
に
お
い
て
も
、
成
就
で

き
な
い
恋
の
悩
み
の
た
め
、
詠
歌
主
体
が
苦
し
み
を
忍
ん
で
泣
い
て
い
る
こ
と

と
照
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

右
の
よ
う
に
、
序
詞
に
使
用
さ
れ
て
い
る
歌
語
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
詠

わ
れ
た
心
情
と
の
内
容
的
な
関
連
が
見
ら
れ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
序
詞
と

心
情
と
の
関
わ
り
が
そ
う
簡
単
に
見
い
だ
せ
な
い
例
も
あ
る
。

郭
公
な
く
や
さ
月
の
あ
や
め
ぐ
さ
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
こ
ひ
も
す
る
か
な

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
一
・
四
六
九
・
読
人
し
ら
ず
︶

思
ひ
い
づ
る
と
き
は
の
山
の
い
は
つ
つ
じ
い
は
ね
ば
こ
そ
あ
れ
こ
ひ
し
き

も
の
を

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
一
・
四
九
五
・
読
人
し
ら
ず
︶

　
﹁
郭
公
﹂
歌
に
お
い
て
、
序
詞
に
見
ら
れ
る
五
月
の
景
物
と
、
心
情
部
に
描

か
れ
て
い
る
筋
目
ま
で
も
見
え
な
い
ほ
ど
強
い
恋
情
と
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な

関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
菖
蒲
草
は
五
月
の
景
物
と
し
て
五
月
五
日
の
節
会

の
と
き
に
使
う
、
邪
気
を
払
う
も
の
、
ま
た
根
の
長
さ
に
よ
っ
て
長
い
こ
と
を

譬
え
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
ほ
と
と
ぎ
す
は
同
じ
く
五
月
も
含
め
た
夏
の
景
物

で
あ
り
、
夏
の
短
い
夜
に
鳴
く
こ
と
で
よ
く
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
い
て
い
る
の
は
夜
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
平
安
中
期
か
ら
多
く
詠
ま
れ
て
い
た
歌
語
で
あ
る
﹁
五
月
闇
﹂
を
連
想

さ
せ
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
出
て
く
る
と
、
夜
の
光
景
が
思

い
浮
か
び
、
五
月
の
夜
な
ら
そ
の
暗
さ
が
連
想
さ
れ
、
そ
れ
は
﹁
綾
目
も
知
ら

ぬ
﹂
状
態
と
関
連
す
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
﹁
思
ひ
い
づ
る
﹂
歌
の
序
詞
に
見
ら
れ
る
岩
躑
躅
も
、
歌
語
と
し
て
の
用
例

が
少
な
い
た
め
、
心
情
部
と
の
内
容
的
な
関
連
を
明
確
に
し
が
た
い
。
竹
岡
氏

は
注︵
14
︶前
掲
注
釈
書
に
、﹁
同
音
で
下
の
﹁
言
は
ね
ば
﹂
を
起
こ
す
た
め
に

置
く
と
と
も
に
、
恋
人
の
面
影
を
も
添
え
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の

具
体
的
な
内
実
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
躑
躅
を
詠
ん
だ
平
安
時
代
の
歌

を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

い
は
つ
つ
じ
を
り
も
て
ぞ
み
る
せ
こ
が
き
し
く
れ
な
ゐ
ぞ
め
の
い
ろ
に
に

た
れ
ば

 

︵﹃
後
拾
遺
集
﹄
春
下
・
一
五
〇
・
和
泉
式
部
︶

わ
ぎ
も
こ
が
く
れ
な
ゐ
ぞ
め
の
い
ろ
と
み
て
な
づ
さ
は
れ
ぬ
る
い
は
つ
つ

じ
か
な

 

︵﹃
後
拾
遺
集
﹄
春
下
・
一
五
一
・
藤
原
義
孝
︶

わ
ぎ
も
こ
が
し
た
も
の
色
の
く
れ
な
ゐ
に
花
さ
き
に
け
る
岩
つ
つ
じ
か
な

 

︵﹃
後
葉
和
歌
集
﹄
春
下
・
七
〇
・
読
人
不
知
︶

　

岩
躑
躅
の
紅
の
花
は
恋
人
が
着
て
い
る
紅
染
め
の
衣
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
﹃
古
今
集
﹄
の
当
該
歌
に

お
い
て
も
、
常
盤
の
山
の
岩
躑
躅
に
、
紅
染
め
の
衣
姿
の
、
詠
歌
主
体
が
慕
っ
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て
い
る
女
性
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
竹
岡
氏
の
指
摘
も
首
肯
で
き

る
。

三
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
の
外
国
語
訳

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
の
場
合
も
、
和
歌
に
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
心
情
と
な
ん
ら
か
の
内
容
的
な
関
連
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
一
般

的
で
あ
り
、
ほ
ぼ
全
て
の
こ
の
種
の
序
歌
に
関
し
て
い
え
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
関
係
性
と
関
連
の
深
さ
は
歌
に
よ
っ
て
異
な
り
、
全
て
を
比
喩
や
象
徴

な
ど
と
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
ま
い
。

　

本
章
で
は
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
を
持
つ
歌
の
英
訳
と
、
存
在
す
る
も
の
は

独
訳
で
の
訳
出
方
法
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
三

作
品
の
翻
訳
状
況
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。﹃
古
今
集
﹄
は
四
種
の
英

訳
が
あ
り
、
独
訳
は
四
季
の
歌
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
独
訳
の
和
歌
や

日
本
の
詩
歌
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
所
収
さ
れ
て
い
る
﹃
古
今
集
﹄
歌
の
翻
訳
も
存

在
す
る
。﹃
新
古
今
集
﹄
は
英
訳
一
種
の
み
で
あ
り
、
何
首
か
の
歌
が
独
訳
も

あ
る
。﹃
百
人
一
首
﹄
は
英
訳
二
十
七
種
、
独
訳
五
種
で
あ
る
。
今
回
、
後
者

の
独
訳
は
全
て
参
照
し
、
英
訳
は
九
種
参
照
で
き
た
。

三
│
一
、
外
国
語
訳
の
対
処
法
と
問
題
点

　

前
述
の
よ
う
に
、
西
洋
詩
に
見
ら
れ
な
い
修
辞
法
で
あ
る
た
め
、
多
種
多
様

な
対
処
法
に
よ
っ
て
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
が
翻
訳
ま
た
は
補
償
さ
れ
て
き

た
。
英
訳
と
独
訳
を
検
討
し
た
上
、
訳
出
の
方
法
を
十
四
種
に
分
類
し
て
み

た
︶
16
︵

。
以
下
、
こ
の
十
四
種
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
例
を
分
析
し
て
紹
介
し
た
い
。

他
の
翻
訳
は
方
法
に
よ
っ
て
分
類
し
て
、
表
に
ま
と
め
た
。

①　

序
詞
の
省
略

山
し
な
の
お
と
は
の
山
の
お
と
に
だ
に
人
の
し
る
べ
く
わ
が
こ
ひ
め
か
も

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
三
・
六
六
四
・
読
人
し
ら
ず
︶

N
ever shall I fall in　

love,

only to be a prey of gossip! ︵H
onda K

.

︶

︹
全
く
恋
に
落
ち
る
こ
と
は
な
い
。
噂
の
的
に
な
る
た
め
に
は︶

17
︵

。︺

　

前
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
序
詞
が
心
情
部
を
裏
付
け
る
、
ま
た
形
を
作
っ

て
い
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た
め
、
一
見
音
声
の
関
係
だ
け
で
あ
る
場
合
も

心
情
部
と
関
連
す
る
た
め
、
省
略
す
る
と
大
き
な
欠
落
が
生
じ
る
こ
と
が
い
う

ま
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、
右
の
歌
に
見
ら
れ
る
音
羽
山
は
名
前
の
関
係
で
、

音
、
噂
な
ど
を
連
想
さ
せ
る
歌
枕
で
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、
同
音
反
復
式
の
序

詞
に
関
し
て
、
カ
ー
ロ
イ
・
オ
ル
シ
ョ
ヤ
氏
の
考
察
が
あ
る︶

18
︵

。
氏
は
﹃
百
人
一

首
﹄
の
﹁
あ
さ
ぢ
ふ
の
﹂
歌
の
英
訳
を
検
討
し
て
、
序
詞
の
部
分
は
英
訳
の
大

半
に
お
い
て
詠
歌
主
体
の
精
神
状
態
の
比
喩
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
批
判
す
る
。
ま
た
、
同
音
の
繰
り
返
し
の
み
で
心
情
部
と
つ
な
が
る
︿
無
心

の
序
﹀
の
翻
訳
方
法
と
し
て
、H

onda

氏
の
翻
訳
に
注
目
し
、H

onda

氏
の

よ
う
に
序
詞
を
省
略
し
、
心
情
部
の
み
を
訳
出
し
て
、
同
音
の
反
復
を
頭
韻
法

で
補
償
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
同
音
反
復
の
序
詞
を
比
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序詞の訳出方法 用　　　例 用例数

序詞の省略

百18-Honda〔古559も同文〕・百39-Honda・百51-Honda・同-A.-K.・
古473-Honda・古505-Wak・古559-Wak・古594-Honda・古664-Honda・
古679-Honda・古794-Wak・古1036-Honda・同-McC・古1083-Honda・
新古1114-Honda・新古1224-Honda・新古1398-Honda・新古1836-
Honda

18

比喩としての訳出 
〔直喩〕

百18-Mostow・同-A.-K.・百27-Mostow・同-McM・百39-Dickins・
同-Miyata・同-Carter・同-Mostow・百51-Dickins・同-Porter・同
-Miyata・ 同-Carter・ 同-McM・ 同-Ehmann・ 同-Nambara・ 同
-Berndt・古481-Honda・古481-McC・古505-R.-H.・古559-McC・古
今697-R.-H.・古817-Wak・同-Honda・同-McC・古826-Honda・同
-R.-H.・古828-R.-H.・古886-Wak・同-Honda・同-R.-H.・同-McC・古
902-Wak・同-Honda・古976-Wak・古1050-Wak・古1083-Wak・古
1092-Wak・新古904-Honda・新古1018-Honda・新古1115-Honda・
新古1492-Honda

41

比喩としての訳出 
〔隠喩〕

古817-R.-H.・新古996-H.B.・新古1313-Honda 3

比喩の創作 
〔直喩〕

百18-Dickins・同-Galt・同-Nambara・百27-Galt・百39-McM・同
-Berndt・ 百51-Galt・ 古469-McC・ 古481-R.-H.・ 古495-Wak・ 同
-Honda・ 古505-McC〔 言 葉 遊 び も 創作 〕・ 古533-McC・ 古537-
Wak・同-Honda・同-McC・古599-R.-H.・古594-Wak・同-R.-H.・同
-McC・古664-R.-H.・同-McC・古677-Honda・古677-McC・古679-
McC・古697-McC・古699-Wak・同-R.-H.・同-McC・古794-R.-H.・
同-McC・古826-McC・古828-Wak・同-Honda・古902-R.-H.〔「like」
か「as」なし〕・同-McC・古976-Honda・同-R.-H.・同-McC・古
1036-Wak・同-R.-H.・古1050-Honda・同-R.-H.・同-McC・古1083-
R.-H.〔対比も〕・古1092-R.-H.・新古970-Honda・新古1050-Honda・
新古1051-Honda・新古1076-Honda

49

比喩の創作 
〔隠喩〕

百18-Porter・同-Miyata・同-Berndt・百27-Miyata・百39-Nambara・
百51-Mostow・古495-R.-H.・古679-Wak・古828-McC・古902-Honda・
古980-McC

11

同語反復 
（同音異義語を含む）

百18-Carter・百27-Miyata・百39-Porter・同-Dickins, 1909・同-Carter・
同-Berndt・古469-Ul・古481-Honda・古481-McC・古533-R.-H.・古
559-McC〔行頭反復〕・古664-McC・古679-McC・古697-Honda・古
817-R.-H.・同-McC・古976-Wak・同-McC・古1036-Wak・古1050-
Wak・古1092-Wak・新古1115-Honda

22

同音反復 
（本来の機能）

百18-Mostow・古481-McC〔類似する音〕・古828-Wak〔類似する
音〕・古980-R.-H.・同-McC・新古1492-Honda〔類似する音の言葉に
よる脚韻〕・新古1688-Honda〔類似する音〕

7

時間的に・空間的に序
詞と心情部を結びつけ
る

百18-Porter・同-Miyata・百27-Honda〔新古-996も同文〕・同-Berndt・
百39-A.-K.・古469-Wak・同-Honda・同-R.-H.・同-Ul・古473-Wak・
古481-Wak・古495-R.-H.・古533-Honda・古697-Honda・古1083-R.-
H.・新古907-Honda

16
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喩
と
し
て
訳
出
す
る
こ
と
は
確
か
に
妥
当
で
は
な
い
が
、
カ
ー
ロ
イ
氏
自
身
も

反
省
し
て
い
る
と
お
り
、
序
詞
の
省
略
も
適
切
な
対
処
法
で
は
な
い
。
ま
た
、

H
onda

氏
は
﹃
百
人
一
首
﹄
の
﹁
あ
さ
ぢ
ふ
の
﹂
歌
の
翻
訳
に
お
い
て
序
詞

を
省
略
し
た
も
の
の
、﹃
古
今
集
﹄
の
次
に
あ
げ
る
、
同
じ
序
詞
を
使
用
し
た

歌
の
翻
訳
に
は
翻
訳
し
て
お
り
、
心
情
部
と
の
関
係
性
を
明
確
に
し
な
い
。
ま

た
、
表
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
序
詞
の
省
略
はH

onda

氏
とW

akam
eda

氏
の
翻
訳
に
多
く
、
両
氏
の
翻
訳
の
特
徴
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
、

H
onda

氏
の
翻
訳
を
通
観
す
る
と
、
序
詞
の
訳
出
の
有
無
に
関
し
て
、
一
定

し
た
論
理
が
見
ら
れ
な
い
。

②　

直
喩
と
し
て
の
訳
出

　

同
音
反
復
の
序
詞
が
多
く
比
喩
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
カ
ー
ロ
イ

氏
も
前
掲
論
考
に
述
べ
、
稿
者
が
四
十
七
首
の
序
歌
の
検
討
の
結
果
を
ま
と
め

た
表
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
か
と
思
う
。
そ
の
中
で
も
、
直
喩
と
し
て
訳
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
最
も
多
い
が
、
こ
れ
も
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。﹁
～
の
よ
う

に
﹂︵
英
訳
で
は
﹁as

﹂
ま
た
は
﹁like

﹂、
ド
イ
ツ
語
で
は
﹁w

ie

﹂
ま
た
は

﹁gleich

﹂︶
と
い
う
言
葉
で
簡
単
に
序
詞
と
心
情
部
を
つ
な
げ
る
こ
と
に
、
以

下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

あ
さ
ぢ
ふ
の
を
の
の
し
の
原
し
の
ぶ
と
も
人
し
る
ら
め
や
い
ふ
人
な
し
に

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
一
・
五
〇
五
・
読
人
し
ら
ず
︶

　
　

m
y love is hidden

as the bam
boo grasses in

呼びかけとしての訳出
〔序詞の景物への呼び
かけ〕

百27-Porter・同-Ehmann・古677-R.-H.・古679-R.-H.・古794-Honda・
古1083-McC

6

呼びかけとしての訳出
〔詠歌の相手への呼び
かけ〕

百27-Dickins・古902-Honda・古1050-McC 3

意味のある歌枕の訳出 百27-Carter・古473-R.-H.・古664-R.-H.・古794-McC・古902-McC 5

序詞と心情部との関係
性を明確にしない

百18-Rexroth・ 同-Ehmann・ 百27-Rexroth・ 同-Nambara・ 同-A.-
K.・百39-Galt・古505-Honda・古677-Wak

8

対立

百18-Carter・同-McM・同-Berndt・百39-Porter・同-Ehmann・古
537-R.-H.・古533-Honda・古664-Wak・古699-Honda・古980-Wak〔原
典にも対立〕・同-Honda〔原典にも対立〕・新古1013-Honda〔原典
にも対立〕・新古1688-Honda

13

その他

百39-Carter・古473-McC〔歌枕の名前の説明〕・古495-McC〔言葉
遊びの創作〕・505-McC〔言葉遊びの創作〕・古664-Wak〔歌枕の名
前の説明〕・古699-R.-H.〔言葉の選択〕・古902-R.-H.・古1050-McC〔言
葉遊びの創作〕・古1092-Honda 〔言葉（内容）の補足〕・同-McC〔序
詞の説明〕・新古970-Honda〔言葉遊びの創作〕

11

※「Dickins」は Dickins, 1865
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the lushly grow
n

m
eadow

 of reeds  how
 could he

know
  there is none to tell him

 ︵Rodd‒H
enkenius

︶

︹
私
の
恋
は
忍
ん
で
い
る
、
生
い
茂
っ
て
い
る
葦
原
の
竹
の
よ
う
に
。
彼

は
ど
う
や
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
彼
に
い
う
人
は
誰
も
い

な
い
。︺

　

比
喩
の
中
で
も
、
直
喩
と
し
て
の
訳
出
と
次
の
直
喩
の
創
作
の
例
が
最
も
多

い
こ
と
は
、
表
を
見
て
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
比
喩
は
同
音
反
復
式
の

序
詞
と
は
異
な
る
技
法
で
あ
り
、
序
詞
で
も
比
喩
式
の
も
の
が
あ
る
。﹁
吉
野

河
い
は
浪
た
か
く
行
く
水
の
は
や
く
ぞ
人
を
思
ひ
そ
め
て
し
﹂︵﹃
古
今
集
﹄
恋

一
・
四
七
一
・
貫
之
︶
の
よ
う
な
も
の
は
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
歌
の
場

合
は
助
詞
﹁
の
﹂
を
﹁
～
の
よ
う
に
﹂
と
訳
出
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
が
、

同
音
反
復
式
の
序
詞
の
場
合
は
、
心
情
部
と
の
内
容
的
な
関
係
も
そ
れ
ほ
ど
深

く
な
く
、
直
喩
と
し
て
訳
出
す
る
こ
と
が
誤
解
を
招
く
場
合
が
多
い
。

③　

直
喩
の
創
作

　

こ
の
方
法
は
、
序
詞
の
景
物
と
心
情
部
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
間
に
共

通
点
を
見
出
そ
う
と
し
て
、歌
の
内
容
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、﹁
～

の
よ
う
に
﹂
と
い
う
言
葉
で
接
続
し
、
直
喩
を
創
作
す
る
対
処
法
で
あ
る
。
比

喩
と
し
て
の
翻
訳
の
中
で
も
、
こ
の
方
法
が
最
も
多
く
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
理
由
は
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
の
景
物
は
多
く
の
場
合
、
詠
わ
れ
て
い
る
心

情
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
ま
ま
直
喩
に
変
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

三
吉
野
の
お
ほ
か
は
の
へ
の
藤
波
の
な
み
に
お
も
は
ば
わ
が
こ
ひ
め
や
は

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
四
・
六
九
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
︶

　
　

W
ould I love you so

w
ere m

y interest as random

　
　

  as w
isteria

tum
bling in cascades of bloom

beside Y
oshino’s great stream

? ︵M
cCullough

︶

︹
私
の
君
へ
の
関
心
は
、
吉
野
の
大
川
の
畔
に
滝
と
し
て
落
ち
て
咲
い
て

い
る
藤
の
よ
う
に
適
当
で
あ
れ
ば
、
そ
ん
な
に
君
を
愛
す
る
の
だ
ろ
う

か
。︺

　

傍
線
部
の
よ
う
に
、
訳
者
は
詠
歌
主
体
の
愛
し
て
い
る
心
が
い
い
か
げ
ん
な

も
の
で
あ
る
︵
反
語
で
あ
る
た
め
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
︶
こ
と
を
、
形
も

規
則
も
な
く
︿
適
当
に
﹀
咲
い
て
い
る
藤
の
花
に
譬
え
て
訳
出
し
て
い
る
。
こ

の
方
法
の
大
き
な
問
題
点
は
、
創
作
度
が
高
く
、
目
標
言
語
の
文
章
は
原
典
か

ら
か
け
離
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
序
詞
と
心
情
部
と
の
関
係
性
が
訳
者
に
恣
意
的

に
作
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
前
章
に
お
い
て
、
研
究
者
の
立
場
か
ら
客
観
的
に
、

実
証
的
に
二
つ
の
部
分
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
歌
語
の
持
っ
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
が
よ
り
明
確
な
場
合
は
、
翻
訳
ま
た
は
注
に
お
い
て
そ
れ
を
反
映
さ
せ

る
こ
と
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
文
学
作
品
は
読
者
の
力
も

使
用
し
て
解
読
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
特
に
、
客
観
的
に
関
係
性
が
見
つ

け
ら
れ
な
い
、
ま
た
関
係
性
が
薄
い
場
合
、
な
る
べ
く
多
く
の
読
み
の
可
能
性
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を
設
け
て
翻
訳
し
た
方
が
穏
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
わ
か
り
や
す

く
す
る
た
め
、
序
詞
の
歌
語
の
当
該
歌
︵
ま
た
は
所
収
さ
れ
て
い
る
歌
集
︶
の

成
立
時
期
の
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
く
範
囲
で
の
創
作
は
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

④　

隠
喩
と
し
て
の
訳
出

　

こ
の
種
の
方
法
で
は
、﹁
～
の
よ
う
に
﹂
と
い
う
表
現
に
相
当
す
る
語
が
使

用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
景
物
の
特
徴
に
よ
っ
て
心
情
部
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
翻
訳
方
法
に
よ
っ
て
、
序
詞
の
本
質
に
よ
り
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
、

読
者
の
力
も
活
用
さ
れ
る
た
め
、
注
目
す
べ
き
方
法
で
あ
る
が
、
表
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
隠
喩
の
使
用
が
少
数
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な

例
が
あ
る
。

里
は
あ
れ
ぬ
を
の
へ
の
宮
の
お
の
づ
か
ら
ま
ち
こ
し
よ
ひ
も
昔
な
り
け
り

 

︵﹃
新
古
今
集
﹄
恋
四
・
一
三
一
三
・
太
上
天
皇
︶

T
he O

noe Palace is deserted,

and the tow
n is desolate.

A
las, it w

as long ago

I nightly w
aited for m

y love. ︵H
onda Sh.

︶

︹
尾
上
の
宮
は
荒
れ
て
い
て
、
町
は
寂
れ
て
い
る
。
あ
あ
、
遠
い
昔
だ
、

私
は
夜
毎
に
恋
人
を
待
っ
て
い
た
の
が
。︺

　

こ
の
翻
訳
で
は
﹁deserted

﹂
と
﹁desolate

﹂
と
い
う
、
荒
廃
し
て
い
る

こ
と
を
表
す
類
似
す
る
二
つ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
詠
歌
主
体
の
寂
し
さ
を
強
調

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
序
詞
と
心
情
部
と
の
関
係
を
明
確
に
す
る
と
見
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
序
詞
の
場
合
、
原
典
に
お
い
て
も
関
係
性
が
よ
り
理
解
し
や

す
い
た
め
、
翻
訳
も
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
前
掲
の
二
つ

の
言
葉
が
い
ず
れ
も
﹁des-

﹂
と
い
う
文
字
列
で
始
ま
る
が
、H

onda

氏
は
こ

の
よ
う
な
言
葉
の
選
択
で
同
音
反
復
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
序
詞
内
の
同
音
反
復
に
な
る
た
め
、
本
来
の
機
能
の

反
映
に
は
な
ら
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

⑤　

隠
喩
の
創
作

　

④
と
同
じ
く
、
序
詞
は
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
景
物
の
特
徴
に
よ
っ
て
の
み
心

情
部
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
原
典
に
描
か
れ
て
い
る
景
物
が
そ
の
ま
ま

心
情
部
と
結
び
付
け
ら
れ
な
い
た
め
、
③
の
直
喩
の
創
作
の
よ
う
に
、
心
情
部

と
接
近
さ
せ
る
よ
う
、
序
詞
の
景
物
の
特
徴
を
補
う
。

あ
さ
ぢ
ふ
の
を
の
の
し
の
は
ら
し
の
ぶ
れ
ど
あ
ま
り
て
な
ど
か
人
の
恋
し

き

 

︵﹃
百
人
一
首
﹄
三
九
・
参
議
等
︶

Im
 w

eiten Schilf

kann sich ein Bam
bushalm

 verstecken;

w
arum

 w
ill,

w
as  ich für dich em

pfinde,

m
ich so übersteigen? ︵N

am
bara

︶

︹
広
い
葦
原
の
中
に
一
本
の
竹
︵
篠
︶
が
隠
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
だ

ろ
う
、
あ
な
た
に
対
し
て
思
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
溢
れ
て
い
る
の
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が
。︺

　

N
am

bara Y
oshiko

氏
の
独
訳
で
あ
る
が
、
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

心
情
部
に
詠
ま
れ
て
い
る
、隠
さ
れ
た
恋
心
が
顕
わ
に
な
る
こ
と
を
、葦
原
︵
原

典
の
﹁
浅
茅
生
﹂
に
相
当
す
る
︶
に
隠
れ
て
い
る
一
本
の
竹
︵
篠
に
相
当
す
る
︶

と
い
う
、
原
典
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
表
現
と
風
景
を
創
作
し
て
序
詞
に
よ
っ

て
隠
喩
的
に
背
景
づ
け
る
。

⑥　

同
語
反
復

あ
ら
を
田
を
あ
ら
す
き
か
へ
し
か
へ
し
て
も
人
の
心
を
見
て
こ
そ
や
ま
め

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
五
・
八
一
七
・
読
人
し
ら
ず
︶

　
　

I w
ill not lose hope

until I have probed your heart

　
　

over and over

①,

as

② m
en over and over

①

rough-plow
 a new

-claim
ed paddy. ︵M

cCullough

︶

︹
私
は
希
望
を
失
わ
な
い
、
あ
な
た
の
心
を
繰
り
返
し
①

試
す
ま
で
。
人

た
ち
が
新
し
く
開
か
れ
た
畑
を
繰
り
返
し
①

荒
鍬
返
す
よ
う
に
②
。︺

　

こ
の
翻
訳
に
、
二
つ
の
方
法
が
取
り
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
は

傍
線
部
①
で
示
し
た
﹁over and over

﹂
と
い
う
表
現
の
反
復
で
あ
る
。
一

回
目
は
心
情
部
の
、
二
回
目
は
序
詞
部
分
の
翻
訳
に
見
ら
れ
る
た
め
、
同
音
反

復
式
の
序
詞
の
本
来
の
機
能
を
反
映
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
序
詞
と
心
情
部

の
順
番
が
原
典
と
逆
に
な
っ
て
お
り
、︿
序
﹀
で
な
く
な
る
。
ま
た
、
序
詞
と

心
情
部
が
﹁as

﹂︵
傍
線
部
②
︶
と
い
う
語
で
つ
な
げ
ら
れ
て
お
り
、
結
果
的

に
直
喩
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

　

同
じ
く
序
詞
と
心
情
部
の
順
番
が
逆
転
し
て
お
り
、
直
喩
と
な
っ
て
い
る

が
、
次
の
例
に
特
に
注
目
し
た
い
。

住
の
江
の
岸
に
よ
る
浪
よ
る
さ
へ
や
ゆ
め
の
か
よ
ひ
ぢ
人
め
よ
く
ら
む

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
二
・
五
五
九
・
藤
原
と
し
ゆ
き
の
朝
臣
︶

　
　

D
oes m

y beloved

avoid the eyes of others

　
　

even on dream
 paths

visited

① by night as

② w
aves

visit

① Sum
inoe shore? ︵M

cCullough

︶

︹
私
の
好
き
な
人
が
他
人
の
目
を
避
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
夜
に
、
波

が
住
江
の
岸
を
訪
ね
る
①

よ
う
に
②
︵
私
を
︶
訪
ね
る
①

夢
路
に
ま
で
。︺

　

周
知
の
と
お
り
、
こ
の
歌
は
﹃
百
人
一
首
﹄
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
今

回
は
﹃
古
今
集
﹄
の
歌
と
し
て
、M

cCullough

氏
の
﹃
古
今
集
﹄
英
訳
か
ら

と
り
あ
げ
る
。
傍
線
部
②
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
歌
も
直
喩
と
し
て
訳
出
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
翻
訳
で
重
要
な
点
は
、
反
復
さ
れ
て
い
る
語
句
が
隣
接
す

る
二
行
の
行
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。﹁
あ
ら
を
田
を
﹂
歌
の
翻
訳

に
も
比
較
的
近
い
位
置
に
置
か
れ
て
お
り
、﹁
住
の
江
の
﹂
歌
で
は
隣
接
す
る

二
行
の
行
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
視
覚
的
に
反
復
の
修

辞
を
伝
え
る
た
め
、
効
果
的
な
訳
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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⑦　

同
音
反
復

　

こ
の
方
法
は
、
検
討
し
た
翻
訳
の
中
で
わ
ず
か
七
例
見
い
だ
せ
る
の
み
で
あ

る
が
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
の
本
来
の
特
質
と
機
能
を
最
も
忠
実
に
伝
え
る
。

思
ひ
や
る
こ
し
の
白
山
し
ら
ね
ど
も
ひ
と
夜
も
夢
に
こ
え
ぬ
よ
ぞ
な
き

 

︵﹃
古
今
集
﹄
雑
下
・
九
八
〇
・
紀
貫
之
︶

　

m
y thoughts turn to you

and though I do not yet know

　
　

Shira M
ountain in

K
oshi  each and every

night  I cross it in m
y dream

s ︵Rodd‒H
enkenius

︶

︹
私
の
思
い
は
あ
な
た
に
向
か
っ
て
、
越
の
白
山
の
こ
と
は
ま
だ
知
ら
な

い
が
、
毎
晩
毎
晩
私
の
夢
の
中
に
そ
れ
を
超
え
る
。︺

　

前
述
の
よ
う
に
、
貫
之
の
こ
の
歌
は
越
に
住
ん
で
い
る
人
へ
の
贈
歌
で
あ
る

た
め
、
序
詞
と
心
情
部
と
の
関
連
性
が
明
確
で
あ
る
が
、Rodd‒H

enkenius

両
氏
の
英
訳
は
、﹁
思
い
﹂
と
い
う
意
味
の
﹁thought

﹂
と
逆
説
の
接
続
詞
で

あ
る
﹁though

﹂
と
い
う
、
類
似
す
る
音
声
を
持
つ
二
語
の
使
用
に
よ
っ
て
、

同
音
反
復
も
反
映
さ
せ
た
。
こ
の
例
も
、
隣
接
す
る
二
行
に
同
音
の
二
語
を
置

い
て
い
る
た
め
、
効
果
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

他
に
、
類
似
す
る
音
声
を
持
つ
語
を
使
用
し
た
脚
韻
の
配
置
に
よ
っ
て
同
音

反
復
を
反
映
さ
せ
る
例
も
見
い
だ
せ
る
。

五
月
雨
は
ま
や
の
軒
ば
の
あ
ま
そ
そ
き
あ
ま
り
な
る
ま
で
ぬ
る
る
袖
か
な

 

︵﹃
新
古
今
集
﹄
雑
上
・
一
四
九
二
・
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
︶

A
s

① the M
ay rain

　
　

pours on the eaves

②,

so m
y tears fall

　
　

upon m
y sleeves

②. ︵H
onda Sh.

︶

︹
五
月
雨
が
軒
②

に
注
ぐ
よ
う
に
①
、
私
の
涙
も
袖
②

に
落
ち
る
。︺

　

こ
の
翻
訳
に
お
い
てH

onda

氏
は
、
傍
線
部
②
で
示
し
た
よ
う
に
﹁eaves

﹂

と
﹁sleeves

﹂
と
い
う
類
似
す
る
音
声
を
持
つ
二
語
を
脚
韻
に
仕
立
て
た
。

傍
線
部
①
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
も
﹁as 

～ so 

～
﹂
と
い
う
一
対
の

接
続
詞
で
序
詞
と
心
情
部
と
を
つ
な
げ
て
直
喩
と
し
た
。
ま
た
、H

onda

氏

は
﹃
古
今
集
﹄
と
﹃
新
古
今
集
﹄
の
翻
訳
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
脚
韻
を
使

用
し
て
い
る
が
、
同
音
反
復
の
序
詞
を
持
つ
歌
に
限
ら
な
い
た
め
、
こ
の
技
法

の
反
映
で
あ
る
こ
と
が
特
定
で
き
な
い
。

⑧　

時
間
的
に
・
空
間
的
に
序
詞
と
心
情
部
を
結
び
つ
け
る

　

時
間
的
に
結
び
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
序
詞
の
景
物
が
現
れ
て
い
る
こ
と

と
心
情
部
に
描
か
れ
た
感
情
が
起
き
る
こ
と
が
同
時
の
こ
と
で
あ
る
、
ま
た
は

景
物
の
変
化
な
ど
に
応
じ
て
詠
歌
主
体
の
心
情
も
変
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
考

え
方
に
基
づ
く
。
こ
の
よ
う
な
表
現
方
法
の
場
合
、
序
詞
の
景
物
と
詠
歌
主
体

の
い
る
場
所
が
一
致
し
て
い
て
、
空
間
的
に
も
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
換
言
す
れ
ば
、
詠
歌
主
体
の
心
情
表
明
ま
た
は
行
動
の
場
所
は
、
序
詞
に

描
か
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
技
法
は

西
洋
詩
の
修
辞
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
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う
。

み
か
の
は
ら
わ
き
て
な
が
る
る
い
づ
み
川
い
つ
み
き
と
て
か
恋
し
か
る
ら

ん

 

︵﹃
百
人
一
首
﹄
二
七
・
中
納
言
兼
輔
︶

W
o der Springquellbach

　

m
unter durch die Ebene fliesst

sah ich sie zum
 erstenm

al

　

irgendw
ann ‒ ich w

eiss es nicht

　

doch ich vergass sie nie ︵Berndt

︶

︹
泉
川
が
勢
い
よ
く
野
原
を
流
れ
て
い
る
所
に
、
彼
女
を
最
初
に
見
た
。

い
つ
だ
っ
た
の
か
、そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
が
、彼
女
を
永
遠
に
忘
れ
な
い
。︺

　
﹃
百
人
一
首
﹄
の
独
訳
にBerndt

氏
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
﹁w

o

︵
～
と

こ
ろ
に
︶﹂
と
い
う
関
係
代
名
詞
を
入
れ
て
、
詠
歌
主
体
と
思
い
人
と
の
出
会

い
の
場
所
を
泉
川
が
流
れ
て
い
る
野
原
︵
原
典
の
み
か
の
原
︶
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
翻
訳
方
法
に
関
し
てN

icholas J T
eel

氏
も
、
和
歌
と
西
洋
詩

の
相
違
点
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
警
戒
し
て
お
り︶

19
︵

、
カ
ー
ロ
イ
氏
も
前
掲
論
考

に
英
訳
の
問
題
点
の
一
つ
と
し
て
注
目
す
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
に
序
詞
を

訳
出
す
る
と
、
原
典
と
は
こ
と
な
る
文
脈
に
な
っ
て
し
ま
い
、
誤
解
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
た
め
、
妥
当
な
方
法
と
は
い
え
な
い
。

⑨　

序
詞
の
景
物
へ
の
呼
び
か
け

　

普
段
は
感
嘆
詞
や
感
嘆
符
を
使
用
し
て
、
詠
歌
主
体
は
自
己
の
心
情
を
原
典

の
序
詞
に
見
ら
れ
る
景
物
に
訴
え
る
形
で
の
訳
出
で
あ
る
。

み
ち
の
く
の
あ
さ
か
の
ぬ
ま
の
花
か
つ
み
か
つ
見
る
人
に
こ
ひ
や
わ
た
ら

む

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
四
・
六
七
七
・
読
人
し
ら
ず
︶

　
　

oh flow
ering reeds

in the A
saka M

arsh of

　
　

far M
ichinoku‒

w
ill m

y love for one w
hom

 I’ve

scarcely seen last forever ︵Rodd‒H
enkenius

︶

︹
遠
い
陸
奥
の
安
積
の
沼
の
花
咲
く
葦
よ
。
ほ
ん
の
少
し
し
か
見
た
こ
と

の
な
い
人
に
対
す
る
私
の
恋
は
永
遠
に
続
く
の
だ
ろ
う
か
。︺

　

傍
線
部
の
よ
う
に
、
翻
訳
者
は
﹁oh

﹂
と
い
う
感
嘆
詞
を
使
用
し
て
、﹁
安

積
の
沼
の
花
か
つ
み
﹂
に
呼
び
か
け
て
、
自
分
の
恋
に
関
す
る
疑
問
を
訴
え
て

い
る
よ
う
に
歌
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
景
物
に
自
己
の
心
情
を
訴
え
る
こ
と
も

西
洋
詩
に
見
ら
れ
る
技
法
で
あ
る
が
、
日
本
語
の
現
代
語
訳
に
も
見
い
だ
せ
る︶

20
︵

た
め
、
西
洋
詩
と
和
歌
と
の
相
違
点
に
起
因
す
る
問
題
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。

⑩　

詠
歌
の
相
手
へ
の
呼
び
か
け

　

⑨
に
似
た
よ
う
に
感
嘆
詞
、
ま
た
は
﹁
見
よ
﹂
と
い
う
意
味
の
呼
び
か
け
の

語
句
を
使
用
し
て
い
る
が
、
詠
歌
の
相
手
︵
ま
た
は
詠
歌
主
体
自
身
︶
に
呼
び

か
け
る
形
で
序
詞
と
心
情
部
を
関
連
付
け
る
方
法
で
あ
る
。
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白
雪
の
や
へ
ふ
り
し
け
る
か
へ
る
山
か
へ
る
が
へ
る
も
お
い
に
け
る
か
な

 

︵﹃
古
今
集
﹄
雑
上
・
九
〇
二
・
在
原
む
ね
や
な
︶

Lo
①, M

t. K
aeru is

all covered w
ith thick snow

,

and now
 so is m

y head

②. ︵H
onda K

.

︶

︹
見
よ
①
、
帰
る
山
は
全
部
厚
い
雪
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
今
は

私
の
頭
も
同
じ
だ
②
。︺

　

傍
線
部
①
で
示
し
た
﹁Lo
﹂
は
﹁
見
よ
﹂
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
、
こ
の

歌
の
場
合
は
詠
歌
主
体
が
、
年
老
い
た
自
分
の
頭
︵
髪
︶
と
似
て
い
る
帰
る
山

に
注
目
す
る
よ
う
、
自
分
自
身
に
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
と

見
ら
れ
る
。
ま
た
、
傍
線
部
②
で
示
し
た
部
分
は
白
髪
を
暗
示
し
て
、
帰
る
山

の
雪
と
心
情
部
と
を
結
び
つ
け
る
隠
喩
の
創
作
で
あ
る
。
白
髪
を
雪
に
譬
え
る

こ
と
は
西
洋
と
日
本
の
韻
文
で
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
翻
訳
方
法
と
し

て
妥
当
で
あ
る
が
、
帰
る
山
を
﹁
見
る
﹂
こ
と
を
促
す
形
で
一
首
を
呼
び
か
け

に
仕
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詠
歌
主
体
が
帰
る
山
を
目
の
前
に
し
て
い
る
よ

う
な
場
面
設
定
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
⑧
の
方
法
で
見
た
よ
う
な
問
題

が
生
じ
る
。

⑪　

意
味
の
あ
る
歌
枕
の
訳
出
・
言
葉
遊
び

　

こ
の
方
法
は
言
葉
ど
お
り
、
当
該
歌
に
表
さ
れ
て
い
る
心
情
と
関
係
の
あ

る
、
序
詞
部
分
に
詠
み
込
ま
れ
た
枕
詞
の
名
前
を
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

関
係
性
を
明
示
す
る
対
処
法
で
あ
る
。

山
し
な
の
お
と
は
の
山
の
お
と
に
だ
に
人
の
し
る
べ
く
わ
が
こ
ひ
め
か
も

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
三
・
六
六
四
・
読
人
し
ら
ず
︶

　
　

w
ould I reveal our

love  w
ould I give gossip w

ings

①
②

　
　

send it w
hispering

echoing  like

① Sound of W
ings

②

M
ountain

③ in Y
am

ashina ︵Rodd‒H
enkenius

︶

︹
私
た
ち
の
恋
愛
関
係
を
私
は
顕
わ
に
し
た
い
だ
ろ
う
か
。
噂
に
翼
を
あ

げ
て
①
②

そ
れ
を
送
り
た
い
の
だ
ろ
う
か
、
山
科
の
音
羽
︿
音
の
翼
﹀
の

山
の
よ
う
に
①

囁
き
、
響
く
よ
う
に
。︺

　

こ
の
訳
で
は
三
つ
の
翻
訳
方
法
が
取
り
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
①
で
示
し
た

﹁give gossip w
ings

﹂
と
い
う
表
現
は
傍
線
部
③
で
示
し
た
、
音
羽
山
の
英

訳
さ
れ
た
名
前
の
意
味
と
結
び
つ
け
る
た
め
の
直
喩
の
創
作
で
あ
る
。
ま
た
そ

れ
と
同
時
に
、
二
重
傍
線
と
②
で
示
し
た
よ
う
に
、﹁w

ings

﹂
と
い
う
言
葉

の
反
復
に
よ
っ
て
原
典
の
同
音
反
復
を
反
映
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌

の
場
合
、
音
羽
山
の
名
前
は
﹁
音
に
だ
に
人
の
し
る
べ
く
わ
が
こ
ひ
め
か
も
﹂

と
い
う
心
情
部
と
直
接
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
た
め
、
そ
の
名
前
の
翻
訳
は

納
得
で
き
る
。
し
か
し
、
英
語
で
は
﹁sound

﹂
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
噂
と

い
う
こ
と
に
連
想
で
き
な
い
た
め
か
、
翼
︵
羽
︶
と
い
う
語
を
補
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
ほ
ど
の
創
作
は
原
典
の
内
容
を
そ
れ
ほ
ど
大
き

く
変
え
ず
、
穏
当
な
対
処
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
傍
線
部
①
で
示

し
た
と
お
り
、
こ
の
翻
訳
に
も
序
詞
と
心
情
部
が
直
喩
で
結
び
付
け
ら
れ
て
い
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る
。

　

一
方
、
原
典
の
歌
枕
は
意
味
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
同
音
反
復

の
た
め
に
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
序
詞
の
心
情
部
と
の
関
り
は
序
詞
全
体
か
ら

想
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。﹃
百
人
一
首
﹄
二
七
番
歌
に
見
ら
れ
る
泉
川
は
こ

の
例
の
一
つ
で
あ
る
。﹁
い
つ
見
﹂
た
と
い
う
こ
と
な
ど
と
い
う
こ
と
は
名
前

に
も
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
人
を
見
る
か
見
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
関
連
す
る
イ

メ
ー
ジ
も
持
た
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
下
の
よ
う
な
翻
訳
例
が
見
い
だ

せ
る
。

From
 the M

ika M
oor

　

w
aters gush forth to becom

e

　
　

W
hen-See River.

But just w
hen did I see you,

that I should be so in love? ︵Carter

︶

︹
み
か
の
原
か
ら
水
が
涌
い
て
、
い
つ
見
る
川
と
な
る
が
、
私
は
い
っ
た

い
い
つ
あ
な
た
を
見
て
、
こ
ん
な
に
恋
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。︺

　

こ
こ
で
は
、
泉
川
の
名
前
の
原
典
で
の
意
味
を
無
視
し
て
﹁W

hen-See 

River

﹂
と
変
え
て
、
心
情
部
の
訳
出
で
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
強
調
し
た
﹁w

hen
﹂

と
﹁see

﹂
と
同
語
反
復
の
関
係
を
創
作
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
序
詞
と
心
情

部
と
の
内
容
的
な
関
連
を
、
序
詞
に
見
ら
れ
る
地
名
の
名
前
の
意
味
を
変
更
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
復
元
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
で
は
序
詞
と
心
情
部
と
の
内

容
的
な
関
連
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
前
述
し
た
と
お
り
泉
川
の
﹁
湧
く
﹂
こ
と

と
み
か
の
原
を
﹁
分
け
る
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
右
の
翻
訳
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
原
典
に
忠
実
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

⑫　

序
詞
と
心
情
部
と
の
関
係
性
を
明
確
に
し
な
い

　

こ
の
方
法
は
、
以
上
の
②
～
⑪
と
次
の
⑬
～
⑭
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
関
係
性

の
補
償
な
ど
の
明
示
と
異
な
っ
て
、
序
詞
と
心
情
部
を
並
べ
る
の
み
で
あ
る
。

In the Bay of Sum
i

T
he w

aves crow
d on the beach.

Even in the night

By the corridors of dream
s,

I com
e to you secretly. ︵Rexroth

︶

︹
住
の
江
に
、
波
が
岸
に
溢
れ
る
。
私
は
夜
、
夢
の
廊
下
に
さ
え
、
あ
な

た
の
所
に
ひ
そ
か
に
行
く
。︺

　
﹃
百
人
一
首
﹄
一
八
番
歌
のRexroth

氏
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
序
詞
と
心
情

部
を
二
つ
の
文
に
分
け
て
、
二
つ
の
内
容
は
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
を
明

確
に
し
な
い
。
読
者
の
想
像
力
に
任
せ
る
と
い
う
機
能
は
あ
る
が
、
同
音
反
復

と
い
う
音
声
の
工
夫
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
欠
落
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
原
典
の

修
辞
法
に
つ
い
て
注
な
ど
で
説
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、﹃
百
人
一
首
﹄

を
使
用
し
た
古
典
文
法
の
教
科
書
で
あ
るA

rnold-K
anam

ori

氏
の
独
訳
を

覗
け
ば
、
こ
の
方
法
を
と
っ
て
い
る
八
例
の
い
ず
れ
に
も
説
明
が
な
い
。

⑬　

対
立

　

比
喩
と
は
逆
に
、
翻
訳
の
中
で
、
詠
歌
主
体
の
心
情
の
性
質
は
序
詞
に
描
か
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れ
て
い
る
景
物
の
性
質
と
対
照
的
で
あ
る
よ
う
に
両
部
を
結
び
つ
け
る
。
こ
れ

は
普
段
﹁
～
で
あ
る
が
﹂︵
英
訳
で
は
﹁but

﹂
ま
た
は
﹁unlike

﹂、
独
訳
で

は
﹁aber
﹂
ま
た
は
﹁doch

﹂︶
と
い
う
逆
説
の
接
続
詞
で
行
わ
れ
て
い
る
。

山
し
な
の
お
と
は
の
山
の
お
と
に
だ
に
人
の
し
る
べ
く
わ
が
こ
ひ
め
か
も

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
三
・
六
六
四
・
読
人
し
ら
ず
︶

I’ll m
ake love secret and alone,

But

① not notorious nor w
ell-know

n

　

A
s

② M
t. O

tow
a,

　

O
f Y

am
ashina. ︵W

akam
eda

︶

︹
私
は
忍
ん
で
、
独
り
で
恋
を
し
て
い
る
が
①
、
山
科
の
音
羽
山
の
ご
と

く
②
︵
皆
に
︶
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
し
て
は
い
な
い
。︺

　

こ
の
翻
訳
で
は
、
訳
者
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
歌
枕
と
し
て
の
イ

メ
ー
ジ
を
持
つ
音
羽
山
と
自
分
の
恋
を
対
立
さ
せ
る
︵
傍
線
部
①
︶
が
、
傍
線

部
②
に
お
い
て
、
音
羽
の
山
の
名
前
を
説
明
す
べ
く
、﹁as
﹂
を
付
け
加
え
て

対
比
す
る
。
ま
た
、
こ
の
翻
訳
方
法
で
は
、
次
の
よ
う
な
例
も
見
ら
れ
る
。

相
坂
の
関
に
な
が
る
る
い
は
し
水
い
は
で
心
に
思
ひ
こ
そ
す
れ

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
一
・
五
三
七
・
読
人
し
ら
ず
︶

　
　

the fresh spring w
aters

surge freely through the rocky

　
　

crevices of the

Barrier at M
eeting H

ill  but

m
y w

ords of love rem
ain checked ︵Rodd‒H

enkenius

︶

︹
新
鮮
な
泉
の
水
は
自
由
に
逢
坂
の
関
に
あ
る
隙
間
を
流
れ
て
い
る
が
、

私
の
恋
の
言
葉
が
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。︺

　

こ
こ
で
は
、
比
喩
の
創
作
と
同
様
、
序
詞
の
景
物
と
心
情
部
の
対
立
関
係
が

成
立
す
る
た
め
、
序
詞
の
景
物
に
心
情
部
と
関
連
付
け
る
手
掛
か
り
と
な
る
内

容
を
付
け
加
え
る
。
波
線
を
付
し
た
﹁freely

︵
自
由
に
︶﹂
が
そ
れ
で
あ
り
、

心
情
部
の
﹁
い
は
で
心
に
思
﹂
う
こ
と
に
対
応
す
る
﹁checked

﹂
と
対
立
さ

せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
景
物
と
詠
歌
主
体
の
心
情
を
対
立
さ
せ
る
修
辞
法
は
西
洋
詩

に
も
あ
っ
て
、
そ
の
影
響
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
こ
の
よ
う
な
対
処
法
も
心
情
の
背
景
、
心
の
形
を
作
る
と
い
う
序
詞
の
機

能
か
ら
離
脱
し
、
創
作
度
が
高
い
こ
と
に
よ
っ
て
原
典
か
ら
も
か
け
離
れ
て
い

る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

⑭　

そ
の
他

　

以
上
の
十
三
種
の
方
法
の
他
、
ど
ち
ら
に
も
分
類
で
き
な
か
っ
た
対
処
法
も

あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
典
型
的
な
方
法
は
歌
枕
の
名
前
の
説
明
と
言
葉
遊
び

の
創
作
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　

歌
枕
の
名
前
の
説
明
に
、
右
の
﹁
や
ま
し
な
の
﹂
歌
のW

akam
eda

氏
の

英
訳
も
あ
っ
た
が
、
他
に
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

お
と
は
山
お
と
に
き
き
つ
つ
相
坂
の
関
の
こ
な
た
に
年
を
ふ
る
か
な

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
一
・
四
七
三
・
在
原
元
方
︶

　
　

T
hough I hear of you
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in rum
ors rem

iniscent

　
　

of O
tow

a’s nam
e,

　
　

I spend m
y days on this side

of M
eeting-H

ill Barrier. ︵M
cCullough

︶

︹
あ
な
た
に
つ
い
て
、
音
羽
山
を
思
い
出
さ
せ
る
噂
に
聞
い
て
い
る
が
、

逢
坂
の
関
の
こ
ち
ら
側
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。︺

　

言
葉
遊
び
の
創
作
も
複
数
例
見
い
だ
せ
る
が
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

あ
さ
ぢ
ふ
の
を
の
の
し
の
原
し
の
ぶ
と
も
人
し
る
ら
め
や
い
ふ
人
な
し
に

 

︵﹃
古
今
集
﹄
恋
一
・
五
〇
五
・
読
人
し
ら
ず
︶

　
　

H
ow

 can that other,

w
ith none to reveal the truth,

　
　

know
 of this yearning,

nam
ed like yearning-bam

boo

grow
ing in reedy m

eadow
s? ︵M

cCullough

︶

︹
ど
う
や
っ
て
あ
の
人
は
、
事
実
を
明
か
す
人
が
だ
れ
も
い
な
く
し
て
、

葦
の
野
原
に
生
え
て
い
る
物
思
い
竹
と
い
う
名
の
よ
う
な
こ
の
物
思
い
に

つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。︺

　

こ
こ
で
は
、
傍
線
を
付
し
た
部
分
が
言
葉
遊
び
に
な
っ
て
い
る
が
、
訳
者
は

序
詞
の
連
結
部
分
で
あ
る
﹁
篠
原
﹂
の
﹁
篠
﹂
を
﹁yearning-bam

boo

﹂
と

名
付
け
て
訳
し
て
心
情
部
と
関
連
付
け
る
。
右
に
み
たCarter

氏
の
﹃
百
人

一
首
﹄﹁
み
か
の
原
﹂
歌
の
翻
訳
と
似
た
よ
う
な
方
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同

じ
く
、
創
作
度
が
強
く
、
妥
当
な
対
処
法
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
原
典
に
も

言
葉
遊
び
︵
ま
た
は
掛
詞
︶
が
あ
る
と
読
者
が
誤
解
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、

そ
も
そ
も
掛
詞
と
言
葉
遊
び
も
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
た
め
、
さ
ら
に
和
歌
の

雰
囲
気
が
誤
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
│
二
、
一
首
の
和
歌
の
複
数
の
翻
訳
の
対
照

　

前
節
で
は
、
最
も
明
解
な
例
を
選
択
す
る
こ
と
に
心
が
け
て
、
同
音
反
復
式

の
序
詞
の
英
訳
と
独
訳
で
の
十
四
種
の
対
処
法
を
紹
介
し
た
。
最
初
に
見
て
き

た
、
一
首
一
首
の
和
歌
の
序
詞
と
心
情
部
と
の
関
係
性
と
、
右
の
外
国
語
訳
の

例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
と
、
特
に
当
該
和
歌
の
序
詞

と
心
情
部
と
の
関
連
性
の
あ
ら
ま
し
に
よ
っ
て
、
対
処
法
が
異
な
る
場
合
が
多

い
。
こ
の
た
め
、
本
節
で
は
﹃
古
今
集
﹄
の
二
首
の
和
歌
を
例
に
取
り
上
げ
、

同
じ
歌
の
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
訳
を
並
べ
、
比
較
し
つ
つ
分
析
し
た
い
。
二
首
と
も
、

序
詞
と
心
情
部
と
の
内
容
的
な
関
連
性
が
直
接
的
で
な
く
、
歌
語
の
イ
メ
ー
ジ

な
ど
に
よ
っ
て
見
い
だ
せ
る
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

三
│
二
│
一
、『
古
今
集
』
四
六
九
番
歌
の
英
独
訳

郭
公
な
く
や
さ
月
の
あ
や
め
ぐ
さ
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
こ
ひ
も
す
る
か
な

In M
ay w

hen cuckoos cry

In places of dark gloom

A
nd sw

eet flags are in bloom
,

Blindly in love am
 I. ︵W

akam
eda

︶
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︹
五
月
に
、
暗
い
所
に
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
き
、
菖
蒲
が
咲
い
て
い
る
と
き
、

私
は
盲
目
的
に
恋
を
し
て
い
る
。︺

In M
ay w

hen cuckoos cry

the iris blow
s,

and I m
oan in love

w
herein I can not tell the w

arp and w
oof. ︵H

onda K
.

︶

︹
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
い
て
い
る
五
月
に
あ
や
め
が
咲
い
て
い
る
、
そ
う
し

て
私
は
あ
や
め
の
こ
と
が
言
え
な
い
恋
の
た
め
に
嘆
い
て
い
る
。︺

　
　

w
hen nightingales sing

in the sw
eet purple iris

　
　

of the Fifth M
onth  I

am
 unm

indful of the w
arp

on w
hich w

e w
eave love’s pattern ︵Rodd‒H

enkenius
︶

︹
五
月
の
紫
色
の
あ
や
め
の
所
に
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
鳴
い
て
い
る
と

き
、
私
は
、
私
た
ち
が
恋
の
模
様
を
編
む
糸
を
忘
れ
て
い
る
。︺

　
　

T
his love has cast m

e

into confusion as sw
eet

　
　

as sw
eet flags grow

ing

in the Fifth M
onth, in the tim

e

w
hen cuckoos com

e forth to sing. ︵M
cCullough

︶

︹
こ
の
恋
は
私
を
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
き
に
来
て
い
る
五
月
に
生
え
て
い

る
菖
蒲
︿
甘
い
菖
蒲
﹀
の
よ
う
に
甘
い
混
乱
に
投
げ
入
れ
て
い
る
。︺

D
er graue

① K
uckuck

Ruft in das M
orgengrauen

①

Beim
 K

raut der Iris,

D
aß

② ich nicht sehe das M
uster

V
or lauter Liebesklage. ︵U

lenbrook

︶

︹
灰
色
①

の
ほ
と
と
ぎ
す
が
明
け
方
︿
明
け
方
の
灰
色
①
︵
の
薄
暗
さ
︶﹀

に
、
あ
や
め
の
緑
の
所
で
︵
私
に
︶
さ
え
ず
っ
て
︵
言
っ
て
︶
い
る
、
私

は
大
き
な
恋
の
嘆
き
で
模
様
を
見
て
い
な
い
と
。︺

　

四
種
の
英
訳
と
﹃
古
今
集
﹄
の
歌
も
何
首
か
翻
訳
さ
れ
て
い
る
独
訳
の
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
に
所
収
さ
れ
て
い
る
独
訳
を
見
て
き
た
が
、
お
お
よ
そ
、
四
点
の
大

き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、﹁
あ
や
め
草
﹂
と
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
の
翻
訳
と
、

心
情
部
の
﹁
あ
や
め
︵
綾
目
︶﹂
の
翻
訳
と
、
序
詞
と
心
情
部
と
の
関
連
性
の

翻
訳
ま
た
は
補
償
で
あ
る
。

　
﹁
あ
や
め
草
﹂
の
訳
語
と
し
て
英
訳
で
は
﹁sw

eet flags

﹂︵W
akam

eda

訳
とM

cCullough

訳
︶
と
﹁iris

﹂︵H
onda

訳
とRodd‒H

enkenius

訳
︶

が
あ
る
が
、
前
者
は
五
月
五
日
の
節
句
の
と
き
、
邪
気
を
払
う
た
め
に
軒
に
付

け
る
菖
蒲
で
あ
り
、
後
者
は
花
菖
蒲
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
﹁
あ
や
め
︵
草
︶﹂

は
前
者
を
指
し
て
い
た
た
め
、﹁iris

﹂
と
し
て
の
訳
出
は
不
当
で
あ
る
。
ま
た
、
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前
者
は
花
菖
蒲
の
よ
う
な
目
立
つ
花
が
な
い
た
め
、W

akam
eda

氏
の
翻
訳

に
見
ら
れ
る
﹁sw

eet flags are in bloom

﹂
と
い
う
表
現
も
妥
当
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
独
訳
の
﹁Iris

﹂
は
花
菖
蒲
を
指
す
一
方
、﹁K

raut

﹂
は
緑
と
い
う

意
味
で
あ
り
、
む
し
ろ
花
菖
蒲
で
な
い
方
の
菖
蒲
を
思
わ
せ
る
。

　
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
の
訳
語
と
し
て
、
英
訳
で
は
﹁cuckoo

﹂︵W
akam

eda

訳
、

H
onda

訳
、M

cCullough

訳
︶
と
﹁nigtingale

﹂︵Rodd‒H
enkenius

訳
︶

が
あ
る
が
、
前
者
は
カ
ッ
コ
ウ
の
こ
と
で
、
ほ
と
と
ぎ
す
も
カ
ッ
コ
ウ
の
一
種

で
あ
る
た
め
、
こ
の
方
が
原
典
に
当
て
は
ま
る
と
い
え
る
。
後
者
は
サ
ヨ
ナ
キ

ド
リ
と
い
う
、
鶯
に
似
た
鳥
で
あ
り
、
西
洋
で
は
美
し
い
鳴
き
声
が
愛
で
ら
れ
、

主
に
春
の
景
物
と
し
て
詩
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
と
と
ぎ
す

と
は
全
く
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
鳥
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
ほ
と
と
ぎ
す
と

西
洋
で
知
ら
れ
て
い
る
カ
ッ
コ
ウ
の
イ
メ
ー
ジ
も
異
な
る
た
め
、
ほ
と
と
ぎ
す

と
そ
の
和
歌
で
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
説
明
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
独
訳
の
﹁K

uckuck

﹂
も
カ
ッ
コ
ウ
の
こ
と
で
あ
り
、
翻
訳
者
は
﹁grau

︵
灰
色
の
︶﹂
を
入
れ
た
こ
と
は
文
飾
ま
た
は
音
節
数
︵
原
典
の
字
数
︶
の
た
め

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ほ
と
と
ぎ
す
に
当
て
は
ま
る
英
語
と
し
て

﹁lesser cuckoo

﹂、
ド
イ
ツ
語
と
し
て
﹁Gackelkuckuck

﹂
と
い
う
語
が
あ

る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
専
門
用
語
で
学
問
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
た
め
、
文

学
作
品
の
翻
訳
に
相
応
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

次
に
心
情
部
に
み
ら
れ
る
、
道
筋
、
道
理
と
い
う
意
味
の
﹁
あ
や
め
﹂
の
翻

訳
で
あ
る
が
、
様
々
な
創
作
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。W

akam
eda

氏
は

盲
目
的
に
恋
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
英
語
圏
の
読
者
に
と
っ
て
馴
染
み

の
あ
る
、
類
似
す
る
意
味
の
表
現
に
よ
っ
て
補
償
す
る
。H

onda

氏
は
﹁
あ

や
め
﹂
の
日
本
語
の
二
つ
の
意
味
︵
縦
糸
と
横
糸
・
も
の
の
道
理
、
道
筋
︶
を

同
じ
よ
う
に
持
っ
て
い
る
﹁w

arp and w
oof

﹂
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い

る
が
、﹁
言
う
、
述
べ
る
﹂
と
い
う
意
味
の
﹁tell

﹂
と
い
う
語
を
述
語
に
し
て

お
り
、
違
和
感
が
あ
る
。Rodd‒H

enkenius

両
氏
は
恋
の
思
い
と
道
筋
が
見

え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
﹁w

e w
eave love’s pattern

︵
恋
の
模
様
を
編

む
︶﹂
と
い
う
比
喩
を
創
作
し
て
、﹁
あ
や
め
﹂
の
﹁
縦
糸
と
横
糸
﹂
と
い
う
意

味
を
含
ま
せ
、﹁
知
ら
ぬ
﹂
を
﹁
忘
れ
て
い
る
﹂︵﹁unm

indful

﹂︶
と
訳
出
す
る
。

ま
た
、M

cCullough

氏
は
﹁
あ
や
め
﹂
の
﹁
道
筋
﹂
と
い
う
意
味
の
み
を
反

映
さ
せ
て
、
表
現
を
変
え
て
訳
出
し
て
い
る
。U

lenbrook

氏
は
﹁
縦
糸
と
横

糸
﹂
と
い
う
意
味
を
訳
出
し
て
い
る
の
み
で
、﹁
模
様
を
見
て
い
な
い
﹂
と
訳

出
し
、
そ
の
原
因
は
原
典
に
見
ら
れ
る
恋
の
嘆
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
翻
訳

す
る
。
ま
た
、
詞
書
と
し
て
﹁
裁
縫
の
と
き
詠
ん
だ
﹂
と
い
う
こ
と
を
付
け
加

え
、
詠
者
を
﹁
知
ら
れ
て
い
な
い
女
性
歌
人
︵U

nbekannte D
ichterin

︶﹂

と
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
﹃
古
今
集
﹄
以
外
に
も
多
く
の
歌
集
や
歌
論
書
に

載
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
詠
作
状
況
は
い
ず
れ
に
も
見
当
た
ら
ず
、
詞
書

が
あ
る
と
し
て
も
、﹃
古
今
集
﹄
と
同
様
、﹁
題
知
ら
ず
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
詠
者
に
つ
い
て
も
、
読
人
し
ら
ず
で
あ
る
が
、
女
性
で
あ
る
こ
と
は
特
定
で

き
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
歌
は
﹃
古
今
集
﹄
恋
一
の
最
初
の
歌
で
あ
り
、
ま
だ

相
手
を
見
て
い
な
い
段
階
の
恋
歌
の
中
に
配
列
さ
れ
て
い
る
た
め
、
男
性
の
歌

︵
少
な
く
と
も
男
歌
︶
で
あ
る
方
は
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
序
詞
と
心
情
部
と
の
関
連
性
で
あ
る
が
、W

akam
eda

氏
と
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H
onda

氏
とRodd‒H

enkenius

両
氏
は
﹁w

hen

﹂
と
い
う
言
葉
で
序
詞
の

景
物
と
心
情
と
を
時
間
的
に
結
び
付
け
て
、﹁
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
﹂
を
す
る

と
き
が
五
月
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
訳
出
し
て
い
る
。M

cCullough

氏
は

﹁sw
eet flag

﹂
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
﹁sw

eet

﹂
と
い
う
語
の
形
容
詞
と

し
て
の
意
味
を
活
用
し
て
、
心
情
部
の
混
乱
を
﹁
甘
い
︵
恋
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
こ
と
の
た
め
の
︶﹂
も
の
と
す
る
よ
う
に
直
喩
を
創
作
す
る
。U

len-

brook

氏
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
詠
歌
主
体
の
仲
間
と
し
て
恋
の
悩
み
を
知
っ
て

お
り
、
そ
れ
を
歌
っ
て
︵
さ
え
ず
っ
て
︶
い
る
と
い
う
よ
う
に
改
変
し
て
、
空

間
的
に
序
詞
の
景
物
と
結
び
つ
け
る
。
ま
た
、
二
重
傍
線
部
①
で
示
し
た
よ
う

に
、﹁
灰
色
﹂
と
い
う
意
味
の
﹁grau
﹂
を
ほ
と
と
ぎ
す
の
修
飾
と
明
け
方
と

い
う
意
味
の
﹁M

orgengrauen

﹂
と
い
う
語
に
二
回
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
同
音
反
復
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
序
詞

内
で
の
反
復
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
原
典
の
機
能
の
反
映
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
序
詞
と
心
情
部
の
関
係
は
五
種
の
翻
訳
に
も
、
原
典
の
序

詞
の
性
質
と
機
能
と
異
な
っ
て
お
り
、
創
作
度
が
強
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
興
味
深
い
こ
と
に
、W
akam

eda

氏
の
翻
訳
に
は
原
典
に
見
ら
れ
な
い
、

﹁
暗
闇
﹂
と
い
う
意
味
の
﹁dark gloom

﹂
と
い
う
表
現
が
付
け
加
え
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
ほ
と
と
ぎ
す
が
五
月
︵
夏
︶
の
夜
に
鳴
い
て
い
る
と
い
う
背

景
を
踏
ま
え
て
の
創
作
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。W

akam
eda

訳
が
出
版
さ
れ

た
の
は
一
九
二
九
年
で
あ
る
た
め
、
氏
が
参
照
で
き
た
現
代
の
注
釈
書
は
そ
れ

ほ
ど
多
く
な
い︶

21
︵

が
、
古
注
釈
の
中
で
、
比
較
的
古
い
も
の
と
し
て
、
藤
原
定
家

の
﹃
顕
註
密
勘
﹄
の
次
の
指
摘
が
注
目
さ
れ
る
。

あ
み
の
め
、
こ
の
め
、
き
ぬ
目
、
ぬ
の
め
な
ど
云
よ
り
、
い
ろ
ふ
し
見
え

わ
か
れ
、
く
ら
か
ら
ぬ
時
は
先
文
と
目
と
の
み
わ
か
る
ゝ
を
、
く
ら
き
や

み
に
も
な
り
、
心
の
ほ
れ
〴
〵
し
く
、
い
ふ
か
ひ
な
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
そ

の
物
の
す
が
た
を
み
れ
ど
、
あ
や
目
と
の
わ
か
れ
も
知
れ
ぬ
を
、
あ
や
め

し
ら
ず
と
は
い
ふ
と
ぞ
申
さ
れ
し︶

22
︵

。

　

W
akam

eda

氏
は
こ
れ
を
参
照
し
た
の
か
、
ま
た
は
他
の
ほ
と
と
ぎ
す
や

五
月
の
和
歌
を
参
考
に
し
て
翻
訳
に
入
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、﹁
あ
や

め
も
知
ら
ぬ
﹂
に
対
応
す
る
﹁Blindly in love am

 I

﹂
と
照
応
し
、
第
二
章

に
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
景
物
と
暗
闇
は
関
連
し
て
い
る
と
い
え
る
た
め
、
序

詞
と
心
情
部
と
の
関
連
性
の
表
示
と
し
て
示
唆
的
な
対
処
法
で
あ
る
と
考
え

る
。
も
っ
と
も
、W

akam
eda

氏
とH

onda

氏
は
﹁
五
月
﹂
の
訳
語
と
し
て

﹁M
ay

﹂
を
採
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
太
陽
暦
の
五
月
に
相
当
し
、
陰
暦
五

月
の
訳
と
し
て
は
不
当
で
あ
る
。
ま
た
、W

akam
eda

訳
に
行
末
の
脚
韻
が

施
さ
れ
て
い
る
︵
韻
律
構
成
はabba

︶
が
、
前
述
の
と
お
り
、W

akam
eda

訳
とH

onda

訳
で
は
、
原
典
に
同
音
反
復
式
の
序
詞
な
ど
の
よ
う
な
、
音
声

に
関
わ
る
修
辞
法
が
な
い
和
歌
の
翻
訳
で
も
脚
韻
が
見
ら
れ
る
た
め
、
同
音
反

復
の
反
映
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

三
│
二
│
二
、『
古
今
集
』
四
九
五
番
歌
の
英
訳

思
ひ
い
づ
る
と
き
は
の
山
の
い
は
つ
つ
じ
い
は
ね
ば
こ
そ
あ
れ
こ
ひ
し
き

も
の
を
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T
hough m

ute as the azalea

Blossom
ing on M

t. T
okiw

a,
　

I yearn for thee

So tenderly. ︵W
akam

eda

︶

︹
常
盤
山
に
咲
い
て
る
つ
つ
じ
の
よ
う
に
無
口
で
あ
る
が
、
君
を
恋
い

慕
っ
て
い
る
。︺

Like the azalea on the e’ergreen m
ountain

lonely and uncom
plaining I yearn for m

y love. ︵H
onda K

.

︶

︹
常
盤
山
の
つ
つ
じ
の
よ
う
に
、
私
は
独
り
で
、︵
気
持
ち
を
︶
耐
え
忍

ん
で
恋
人
を
恋
い
慕
っ
て
い
る
。︺

　
　

m
em

ories return

w
hen

① on evergreen m
ountains

　
　

w
ild azaleas bloom

unspoken love burns stronger

②

in the silence I m
ust keep ︵Rodd‒H

enkenius

︶

︹
常
盤
山
に
野
生
の
つ
つ
じ
が
咲
く
と
き
①

思
い
出
が
返
っ
て
く
る
。
言

わ
れ
て
い
な
い
恋
の
心
が
、
私
の
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
沈
黙
の
中

で
も
っ
と
強
く
燃
え
て
い
る
②

と
。︺

　
　

M
y stony silence

recalls the rock azaleas

　
　

at M
ount T

okiw
a:

you cannot know
 of m

y love ‒

but how
 I long to m

eet you! ︵M
cCullough

︶

︹
私
の
石
の
よ
う
に
無
表
情
な
沈
黙
は
常
盤
山
の
岩
つ
つ
じ
を
思
い
出
さ

せ
る
。
君
は
私
の
恋
心
が
知
ら
な
い
が
、
ど
ん
な
に
君
に
会
い
た
い
も
の

だ
！
︺

　

こ
の
歌
の
右
の
英
訳
に
関
し
て
、
二
点
の
大
き
な
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一

つ
は
詠
歌
主
体
の
思
い
の
対
象
で
あ
る
人
の
人
称
で
、
い
ま
一
つ
は
序
詞
と
心

情
部
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
、
二
人
称
︵W

akam
eda

訳
、

M
cCullough

訳
︶
と
三
人
称
︵H

onda

訳
︶
と
相
手
を
特
定
せ
ず
、
恋
心
そ

の
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
形
︵Rodd‒H

enkenius

訳
︶
と
い
う
三
パ
タ
ー
ン

が
あ
る
。
原
典
で
は
、﹁
思
ひ
い
づ
る
﹂
と
い
う
語
に
よ
っ
て
対
象
が
想
定
さ

れ
、﹁
恋
ひ
し
き
﹂
と
い
う
語
も
人
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
、
ま
た
は
人
に
話

し
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
恋
心
で
は
な
く
、
具
体
的
な
相
手
に

対
す
る
気
持
ち
を
述
べ
て
い
る
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
題
知
ら
ず
の
歌
で

あ
り
、
詠
作
状
況
は
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
恋
愛
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
人

に
訴
え
て
い
る
、
ま
た
は
独
り
言
の
よ
う
に
恋
人
へ
の
気
持
ち
を
つ
ぶ
や
い
て

い
る
の
か
は
そ
う
簡
単
に
判
定
で
き
な
い
。
翻
訳
に
揺
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
こ

の
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
。

　

次
に
、
序
詞
と
心
情
部
と
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
は
そ
も

そ
も
、﹁
思
ひ
い
づ
る
時
﹂
と
﹁
常
盤
の
山
﹂
と
い
う
掛
詞
で
連
結
す
る
部
分
と
、
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﹁
岩
躑
躅
﹂
と
﹁
言
は
ね
ば
﹂
と
い
う
同
音
反
復
で
連
結
す
る
部
分
が
あ
る
。

W
akam

eda

氏
とH

onda

氏
は
前
者
を
反
映
さ
せ
ず
、
後
者
の
場
合
は
、
つ

つ
じ
と
詠
歌
主
体
の
境
遇
の
特
徴
と
も
な
れ
る
こ
と
を
付
け
加
え
、
直
喩
を
創

作
す
る
形
で
序
詞
と
心
情
部
を
関
連
付
け
る
。
波
線
部
の
よ
う
に
、W

akam
-

eda

氏
は
﹁m

ute
﹂、H

onda

氏
は
﹁lonely and uncom

plaining

﹂
と
い

う
言
葉
を
付
け
加
え
た
が
、
こ
の
対
処
法
は
、
こ
の
種
の
翻
訳
方
法
の
前
述
の

よ
う
な
問
題
点
の
他
、
特
に
無
口
で
あ
る
こ
と
と
何
か
を
耐
え
忍
ん
で
い
る
こ

と
が
、
つ
つ
じ
の
特
徴
と
し
て
考
え
に
く
い
、
ま
た
は
原
典
に
な
い
擬
人
法
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
。
ち
な
み
に
、
日
本
語
の
現
代
語

訳
の
中
で
も
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

思
い
出
す
時
は
、﹁
常
盤
﹂
山
の
岩
つ
つ
じ
の
よ
う
に
目
立
つ
こ
と
が
な

く
て
、
こ
と
ば
に
出
し
て
言
わ
な
い
か
ら
こ
そ
人
に
は
分
ら
な
い
こ
と
で

は
あ
る
が
、
や
は
り
恋
し
い
の
で
す
よ
。︵
新
大
系
本
︶

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
﹁
目
立
つ
こ
と
が
な
﹂
い
と
い
う
こ
と
は
岩
つ
つ
じ
と
詠

歌
主
体
の
恋
心
の
共
通
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
と
は

異
な
る
、
直
喩
と
な
る
と
い
う
問
題
が
残
る
。
直
喩
と
し
て
の
訳
は
外
国
語
訳

の
み
で
は
な
く
、
日
本
語
の
現
代
語
訳
に
も
多
く
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
問
題

も
和
歌
と
西
洋
詩
と
の
相
違
に
起
因
す
る
問
題
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

Rodd‒H
enkenius

両
氏
の
翻
訳
に
、
掛
詞
の
連
結
部
分
の
二
つ
の
意
味
が
二

つ
の
語
︵﹁w

hen

﹂
と
﹁evergreen ︵m

ountains

︶﹂︶
で
訳
出
さ
れ
て
お
り
、

傍
線
部
①
で
示
し
た
よ
う
に
、
つ
つ
じ
が
咲
い
て
い
る
こ
と
と
詠
歌
主
体
が
言

わ
ず
に
恋
い
慕
っ
て
い
る
こ
と
を
時
間
的
に
結
び
付
け
る
。
ま
た
、
傍
線
部
②

に
見
ら
れ
る
、﹁burns stronger

︵
も
っ
と
強
く
燃
え
て
い
る
︶﹂
と
い
う
表

現
は
原
典
に
な
く
、
翻
訳
者
の
創
作
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
は
っ
き
り
し
な
い

が
、
つ
つ
じ
の
紅
色
か
ら
燃
え
て
い
る
火
︵
の
よ
う
な
恋
心
︶
を
連
想
し
た
こ

と
で
は
な
か
ろ
う
か
。M

cCullough

氏
は
言
葉
遊
び
の
創
作
と
い
う
方
法
を

と
っ
て
お
り
、岩
つ
つ
じ
と
詠
歌
主
体
の
境
遇
を
、﹁
岩
﹂
に
似
て
い
る
﹁stony

︵
石
の
よ
う
に
無
表
情
︶﹂
と
い
う
語
で
詠
歌
主
体
の
沈
黙
を
修
飾
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
の
本
来
の
機
能
が
見
ら
れ
ず
、
岩
つ
つ
じ
の
第

二
章
で
指
摘
し
た
、
紅
の
袖
を
着
て
い
る
人
と
い
う
、
平
安
時
代
の
和
歌
で
の

イ
メ
ー
ジ
も
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

四
、
西
洋
詩
の
修
辞
と
同
音
反
復
式
の
序
詞

　

前
掲
の
表
と
前
章
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
音
反
復
式
の
序
詞

の
英
訳
と
独
訳
の
中
に
、
直
喩
と
し
て
の
翻
訳
と
直
喩
の
創
作
に
よ
る
翻
訳
が

圧
倒
的
に
多
い
。
実
は
、
現
代
日
本
語
訳
に
も
見
い
だ
さ
れ
、
他
に
も
様
々
な

対
処
法
が
見
ら
れ
る
が
、
現
代
の
注
釈
書
な
ど
の
現
代
日
本
語
訳
は
内
容
を
理

解
す
る
た
め
の
説
明
が
第
一
の
目
的
で
あ
り
、
読
者
が
原
文
と
合
わ
せ
て
読

み
、
和
歌
特
有
の
修
辞
法
で
あ
る
同
音
反
復
式
の
序
詞
な
ど
も
同
じ
日
本
語
で

説
明
さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
回
は
詳
細
に
検
討
し
な
い
。
し
か
し
現
代
日
本
語

訳
と
は
異
な
っ
て
、
外
国
語
訳
は
目
標
言
語
の
読
者
が
目
標
言
語
で
読
ん
で
い

る
の
み
で
、
原
典
は
参
照
で
き
な
い
こ
と
が
最
も
多
い
た
め
、
な
る
べ
く
創
作

を
加
え
ず
、
修
辞
法
と
そ
の
特
徴
を
よ
り
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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ま
た
、Rodd‒H

enkenius

訳
﹃
古
今
集
﹄
な
ど
の
よ
う
に
、
原
典
の
修
辞
法

の
説
明
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
前
章
で
検
討
し
て
き
た
翻
訳
の
中
に
、

同
音
ま
た
は
同
語
の
反
復
に
よ
っ
て
原
典
の
同
音
反
復
を
伝
え
る
例
は
あ
る
も

の
の
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
直
喩
な
ど
、
原
典
の
内
容
を
改
変
す
る
よ
う
な
他
の

方
法
と
取
り
合
わ
せ
ら
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
創
作
度
が
強
い
、
多
く
原
典
か

ら
離
脱
し
た
翻
訳
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
音
反
復
式
の
序
詞
の
、
心
情
の

背
景
と
な
る
と
い
う
、
そ
れ
ほ
ど
深
く
な
い
つ
な
が
り
を
翻
訳
で
反
映
さ
せ
る

方
法
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
本
章
で
は
西
洋
詩
で
の
景
物
と
心
情
と
の
関
り
が
見
ら
れ
る
修
辞

に
注
目
し
、
そ
の
在
り
方
を
検
討
し
て
、
和
歌
の
序
詞
と
類
似
す
る
修
辞
法
を

見
出
し
た
い
。
日
本
の
和
歌
と
西
洋
詩
の
表
現
の
展
開
は
全
く
異
な
る
が
、
今

回
は
古
典
和
歌
が
成
立
し
た
時
代
に
最
も
近
接
す
る
中
世
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期

︵
十
四
～
十
六
世
紀
︶
の
詩
を
中
心
に
検
討
し
た
。

四
│
一
、
西
洋
詩
の
直
喩

　

同
音
反
復
式
の
序
詞
の
翻
訳
と
し
て
、
直
喩
と
し
て
の
訳
出
と
直
喩
の
創
作

と
い
う
方
法
が
最
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
西
洋
詩
、
ま
た
は
少
な

く
と
も
英
詩
と
ド
イ
ツ
詩
に
直
喩
が
最
も
よ
く
使
用
さ
れ
、
英
語
圏
と
ド
イ
ツ

語
圏
の
読
者
に
と
っ
て
最
も
馴
染
み
の
あ
る
修
辞
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る

が
、
英
詩
と
ド
イ
ツ
詩
を
検
討
す
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
に
気

づ
く
。
周
知
の
と
お
り
、
直
喩
が
西
洋
詩
に
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
修
辞

と
し
て
の
自
然
描
写
の
他
の
用
法
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
前
章
で
見
て
き

た
序
詞
の
翻
訳
方
法
と
も
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
翻
訳
の
そ
れ
ら
の
よ
う

な
対
処
法
は
明
ら
か
に
そ
れ
ら
の
よ
う
な
西
洋
詩
の
技
法
の
影
響
を
受
け
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
⑧
の
翻
訳
方
法
の
よ
う
な
、
景
物
と
心
情
を
同
じ
時
間
、
空

間
に
設
定
す
る
方
法
、
ま
た
⑨
の
景
物
へ
の
呼
び
か
け
、
さ
ら
に
は
⑬
の
対
立
、

つ
ま
り
描
か
れ
た
自
然
景
物
の
雰
囲
気
と
詠
歌
主
体
の
心
情
が
対
立
し
て
い
る

よ
う
な
方
法
も
よ
く
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
自
然
景
物
に
よ
る
隠
喩
も
少

な
く
な
い
。

　

し
か
し
、
自
然
景
物
を
詠
み
込
ん
だ
詩
に
、
日
本
の
序
歌
と
類
似
す
る
構
成

の
詩
も
見
い
だ
せ
る
。

四
│
二
、
自
然
景
物
で
導
入
さ
れ
る
心
情
表
明

　

西
洋
詩
は
短
い
和
歌
と
異
な
っ
て
長
い
も
の
が
多
く
、
一
つ
の
作
品
の
中
で

自
然
描
写
と
人
事
が
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
る
余
裕
も
あ
る
こ
と
で
、
比
較
で
き

る
の
か
が
疑
問
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
西
洋
詩
の
中
の
自
然
景
物
は
、
詠
歌

主
体
の
心
情
ま
た
は
境
遇
の
比
喩
︵
直
喩
ま
た
は
隠
喩
︶
と
な
っ
て
い
る
、
あ

る
い
は
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
が
常
套
で
あ
る
。
し
か
し
、
描
か
れ
た
景
物

の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
一
つ
一
つ
心
情
と
対
比
す
る
こ
と
な
く
、
心
情
の
背
景

を
作
り
、
そ
れ
を
導
入
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
自
然
描
写
で
始
ま
っ
て
か
ら
心

情
の
表
明
に
移
転
す
る
と
い
う
構
成
の
も
の
も
見
い
だ
せ
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
序
歌
と
は
異
な
る
が
、
そ
の
構
成
と
性
質
に
最
も
近
接
す
る
た
め
、
特
に
注

目
し
た
い
。

　

英
詩
の
例
と
し
て
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
サ
リ
ー
伯
ヘ
ン
リ
ー
・
ハ
ワ
ー
ド
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︵H
enry H

ow
ard Earl of Surrey

︶のD
escription of the R

estless State 

of a Lover

︵﹁
あ
る
恋
す
る
人
の
落
ち
着
か
な
い
様
子
の
描
写
﹂︶
と
い
う
ソ

ン
グ
︵
歌
︶
が
あ
げ
ら
れ
る
。

T
he sun hath tw

ice brought forth his tender green,

T
w
ice clad the earth in lively lustiness;

O
nce have the w

inds the trees despoiled clean,

A
nd once again begins their cruelness;

Since I have hid under m
y breast the harm

T
hat never shall recover healthfulness.

T
he w

inter’s hurt recovers w
ith t he w

arm
;

T
he parched green restored is w

ith shade;

W
hat w

arm
th, alas! m

ay serve for to disarm

T
he frozen heart, that m

ine in flam
e hath m

ade?

W
hat cold again is able to restore

M
y fresh green years, that w

ither thus and fade?

︵
以
下
略︶

23
︵

︶

︹
太
陽
は
二
度
、
新
緑
を
も
た
ら
し
、

二
度
地
球
に
い
き
い
き
と
し
た
勢
力
を
着
せ
た
。

風
は
一
度
木
々
を
枯
れ
木
に
し
て
、

も
う
一
度
そ
の
荒
々
し
さ
が
始
ま
っ
た
。

私
が
心
の
傷
を
胸
の
中
に
隠
し
て
か
ら
、

元
気
が
い
つ
ま
で
も
戻
っ
て
こ
な
い
よ
う
だ
。

冬
の
損
害
︵
し
た
自
然
︶
は
暖
か
さ
で
回
復
す
る
。

な
く
な
っ
た
緑
と
そ
の
影
が
戻
っ
て
き
た
。

あ
あ
、
ど
の
よ
う
な
暖
か
さ
が
、
私
の
凍
っ
た
心
を

解
い
て
燃
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

ど
の
よ
う
な
寒
さ
が
回
復
で
き
る
の
か
、

私
の
枯
れ
て
色
が
移
っ
た
緑
︵
の
よ
う
な
若
さ
︶
を
。

︵
以
下
略
︶︺

　

傍
線
部
の
最
初
の
四
行
は
景
物
で
、
春
と
夏
と
、
そ
の
後
の
秋
と
冬
の
到
来

と
い
う
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
次
に
、
波
線
を
付
し

た
二
行
で
は
詠
歌
主
体
の
恋
の
た
め
の
悲
歎
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
景
物
の
部

分
は
春
と
夏
の
到
来
と
秋
と
冬
の
到
来
と
い
う
二
部
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の

直
後
に
描
か
れ
て
い
る
心
情
と
直
接
関
わ
る
の
は
後
者
の
み
で
あ
る
。
七
行
目

以
降
、
詠
歌
主
体
は
両
方
の
景
物
と
自
身
の
境
遇
を
対
比
さ
せ
る
が
、
心
情
の

表
明
が
最
初
に
純
粋
な
自
然
描
写
で
導
入
さ
れ
、
心
情
と
関
連
︵
連
結
︶
す
る

の
は
こ
の
自
然
描
写
の
後
半
の
み
で
あ
る
と
い
う
形
式
は
、
序
歌
の
構
成
と
類

似
す
る
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
、
省
略
し
た
部
分
︵
四
十
三
行
︶
に
、
右

の
四
季
の
描
写
か
ら
離
れ
て
、
心
情
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
ド
イ
ツ
詩
で
も
、
中
世
の
騎
士
の
詩
人
で
あ
る
ミ
ン
ネ
ゼ
ン
ガ
ー
の

詩
に
、
景
物
描
写
で
心
情
を
導
入
す
る
と
い
う
構
成
が
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
心

情
の
状
態
の
詳
細
な
描
写
と
直
接
対
応
さ
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
言
葉
で
も
対
比

が
表
明
さ
れ
て
い
な
い
例
と
し
て
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
︵U

lrich von Lichtenstein

、
一
二
〇
〇
ご
ろ
～
一
二
七
五
︶
の
次
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の
詩
が
あ
げ
ら
れ
る
。

一
、Som

m
erfarben

überall

Feld

A
nger und W

ald:

hier und da

w
eiß, rot, blau,

gelb, braun, grün,

in schöner Form
.

W
onniglich,

reich an Freuden

ist nun alles, w
as die Erde trägt.

Selig der,

der so

dienen kann, daß seine A
nstrengung

ihm
 Glück bringt.

二
、W

em
 Gott gibt,

daß er m
it Freuden

gebettet ist, der

m
ag w

ohl

　

ohne Leid sein.

Ihm
 ist

zu allen Zeiten

M
aienglanz bereitet.

Ihm
 ist w

ohl,

denn er darf

der Liebe Freu denspiel betreiben.

Ein Freudenleben

kann, w
enn sie w

ill,

die edle M
inne geben.

Sie hat davon genug

︶
24
︵

.

︹
一
、 

夏
の
色
、
ど
こ
に
も
、
畑
に
も
、
野
原
に
も
、
森
に
も
。
こ
こ
に

も
、
あ
そ
こ
に
も
白
、
赤
、
青
、
黄
色
、
茶
色
、
緑
、
奇
麗
な
形

で
。
地
球
の
全
て
が
今
快
楽
的
で
、
幸
せ
に
満
ち
て
い
る
。
彼
ら

︵
地
球
の
全
て
の
も
の
︶
の
幸
せ
の
た
め
に
仕
え
る
者
は
幸
い
だ
。

二
、 

神
に
幸
せ
を
い
た
だ
い
た
人
は
、
悩
む
こ
と
な
く
生
き
る
の
が
好

き
だ
よ
。
彼
に
は
い
つ
で
も
五
月
の
輝
き
が
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
。
彼
は
、
恋
の
幸
せ
の
ゲ
ー
ム
を
し
て
良
い
の
だ
よ
。
幸
せ
な

人
生
︵
の
人
︶
は
、
も
し
そ
う
し
た
い
の
な
ら
、
優
雅
な
告
白
が

で
き
る
。
そ
れ
で
充
分
だ
。︵
以
下
略
︶︺

　

第
一
節
で
は
、
夏
の
風
景
を
描
写
し
て
お
り
、
地
球
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
幸

せ
を
詠
っ
て
い
る
。
そ
の
明
る
く
、
色
と
り
ど
り
の
景
色
は
、
第
二
節
以
降
に

描
写
さ
れ
て
い
る
幸
せ
な
人
生
と
幸
せ
な
恋
の
背
景
と
な
り
、
そ
の
心
情
の
描

写
を
導
入
す
る
。
省
略
し
た
第
三
節
と
第
四
節
で
は
、
第
二
節
の
幸
せ
な
恋
愛
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の
心
情
に
関
す
る
描
写
が
さ
ら
に
展
開
し
、
恋
し
て
い
る
女
性
と
の
満
ち
足
り

た
恋
愛
の
幸
せ
を
描
い
て
い
る
。
こ
こ
の
部
分
に
は
景
物
や
自
然
描
写
は
な
い

た
め
、
第
一
節
の
自
然
描
写
は
次
の
三
節
全
て
を
導
入
し
、
そ
の
イ
ン
ト
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、﹁
そ
の
よ
う
に
﹂

な
ど
と
い
う
対
比
を
表
す
語
も
見
当
た
ら
ず
、
心
情
の
一
つ
一
つ
の
要
素
を
自

然
描
写
の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
、
景
物
は
あ
く
ま
で

も
心
情
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
は
ま
た
、

和
歌
の
序
詞
と
類
似
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
構
成
を
持
っ
て
い
る
詩
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
韻
文
に
も
見
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
で
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
の
韻
文
は
当
初
ラ
テ
ン
語
で
作
ら
れ
、
ハ
ン

ガ
リ
ー
語
で
の
韻
文
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
十
六
世
紀
以
降
で
あ

る
。
こ
の
時
代
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
韻
文
に
も
右
の
よ
う
な
構
成
の
詩
が
散
見
さ

れ
る
が
、
管
見
の
限
り
、
序
歌
に
最
も
似
て
い
る
も
の
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
最

も
知
ら
れ
て
い
る
詩
人
で
あ
る
、
十
八
世
紀
の
ペ
テ
ー
フ
ィ
・
シ
ャ
ー
ン
ド
ル

︵Petőfi Sándor

、
一
八
二
三
～
四
九
︶
のE

zrivel terem
 a fán a m

eggy...

︵﹁
木
に
さ
く
ら
ん
ぼ
が
多
く
実
り
⋮
⋮
﹂︶
と
い
う
民
謡
風
の
詩
で
あ
ろ
う
。

Ezrivel terem
 a fán a

M
eggy...

Feleségem
 van nekem

 csak

Egy;

D
e m

ikor m
ég ez az egy is

Sok!

Előbb-utóbb sírba vinni

Fog

︶
25
︵

.

︵
以
下
略
︶

︹
木
に
さ
く
ら
ん
ぼ
が
多
く
実
り
、

︵
私
は
︶
妻
が
一
人
し
か
な
い
。

だ
が
こ
の
一
人
だ
け
で
も
多
い
よ
、

い
つ
か
︵
私
を
︶
死
な
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

︵
以
下
略
︶︺

　

ペ
テ
ー
フ
ィ
の
民
謡
風
の
詩
は
、
主
に
地
方
の
百
姓
な
ど
の
人
々
の
感
情
や

生
活
を
詠
う
も
の
で
、
こ
の
詩
の
よ
う
な
恋
愛
詩
は
題
詠
で
あ
り
、
右
の
詩
は

諷
刺
的
な
ト
ー
ン
が
著
し
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
注
目
し
た
い
の
は
、
右
に
引

用
し
た
第
一
節
の
最
初
の
二
行
に
景
物
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
次
に
人
事
に

関
わ
る
部
分
に
入
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
詩
全
体
が
四
節
か
ら
な
り
、
省
略

し
た
第
二
節
以
降
で
は
、
詠
歌
主
体
が
年
を
と
っ
て
い
る
厳
し
い
妻
に
つ
い
て

詳
細
に
描
き
、
冒
頭
の
景
物
や
他
の
風
物
描
写
は
一
切
出
て
こ
な
い
。
構
成
の

他
、
景
物
と
人
事
と
の
つ
な
が
り
は
、
脚
韻
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
り
、
同
音
反

復
の
序
詞
と
非
常
に
似
て
い
る
。す
な
わ
ち
、詩
の
韻
律
構
成
は
﹁xaxaxbxb

﹂

と
な
っ
て
お
り
、
二
重
傍
線
を
付
し
た
二
行
目
の
﹁m

eggy

︵
さ
く
ら
ん
ぼ
︶﹂

と
四
行
目
の
﹁egy

︵
一
、
こ
こ
で
は
一
人
︶﹂
と
い
う
、
ほ
ぼ
同
音
の
二
語

が
韻
を
踏
ん
で
い
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
景
物
の
部
分
は
田
舎
の
風
景
を
描
い

て
い
る
こ
と
で
こ
の
詩
の
テ
ー
マ
で
あ
る
田
舎
の
夫
婦
の
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
さ

せ
る
が
、
風
物
と
人
事
の
部
分
と
の
内
容
的
な
関
連
に
つ
い
て
の
判
断
は
読
者
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に
譲
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
同
音
反
復
の
序
詞
の
補
償
と
し
て
脚
韻
も

使
用
で
き
る
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
の
場
合
は
和
歌
全
体

に
お
い
て
二
語
が
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
の
み
で
、
和
歌
の
外
国
語
訳
で
一
行

の
音
節
数
が
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、
序
詞
部
分
と
心
情
部
に
一
つ
ず
つ
韻
を
踏

ん
で
い
る
二
語
を
巧
み
に
配
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な

お
、
右
の
詩
が
諷
刺
的
で
あ
る
こ
と
は
内
容
の
み
で
あ
り
、
似
た
よ
う
な
韻
律

構
成
と
景
物
で
人
事
が
導
入
さ
れ
る
構
成
を
と
っ
て
い
る
詩
は
、
前
掲
の
英
詩

と
ド
イ
ツ
詩
の
よ
う
に
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
な
い
ハ
ン
ガ
リ
ー
詩
に
も
見
い
だ
せ

る
。

四
│
三
、
景
物
と
心
情
の
順
番

　

序
歌
の
翻
訳
に
お
い
て
、
目
標
言
語
の
文
法
的
特
徴
、
ま
た
は
序
詞
の
翻
訳

の
方
法
に
よ
っ
て
、
序
詞
と
心
情
が
逆
転
し
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
こ
と

は
、
前
章
に
と
り
あ
げ
た
諸
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
序
詞
は
︿
序
﹀
で
な
く
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
西

洋
詩
の
構
造
と
も
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
前
節
で
示
し
た
︿
景
物
↓
心
情
﹀
と

い
う
構
成
の
詩
の
他
に
、
英
詩
と
ド
イ
ツ
詩
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
詩
に
お
い
て
も
、

最
初
に
心
情
を
表
明
し
て
、
そ
の
次
に
様
々
な
修
辞
法
を
使
用
し
て
展
開
さ

せ
、深
化
さ
せ
る
例
が
多
い
。こ
の
よ
う
に
、作
者
の
意
図
や
詩
の
長
さ
に
よ
っ

て
︿
人
事
↓
景
物
﹀
ま
た
は
︿
人
事
↓
景
物
↓
人
事
﹀
な
ど
の
よ
う
な
構
成
の

詩
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
心
情
を
導
入
し
、
そ
の
背
景
を
作
る
と

い
う
、
序
詞
の
本
来
の
機
能
を
伝
え
る
た
め
、
序
歌
の
翻
訳
に
お
い
て
な
る
べ

く
順
番
を
守
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
か
ら
、︿
景
物
↓
心
情
﹀
と
い
う
構

成
の
詩
は
西
洋
の
韻
文
に
も
知
ら
れ
て
い
る
た
め
、
目
標
言
語
の
読
者
に
と
っ

て
も
不
自
然
で
な
く
、
当
該
言
語
の
詩
と
し
て
も
鑑
賞
で
き
る
文
章
と
な
り
う

る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
の
試
訳
例

　

最
後
に
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
を
持
つ
歌
の
翻
訳
方
法
の
実
践
例
と
し
て
、

三
首
の
翻
訳
を
試
み
た
い
。
稿
者
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
を
母
語
と
し
て
い
る
た

め
、
試
訳
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
と
な
り
、
他
の
言
語
︵
特
に
構
造
が
大
き
く
異
な

る
英
語
や
ド
イ
ツ
語
な
ど
︶
へ
の
翻
訳
の
際
、
当
該
言
語
の
特
徴
に
多
少
合
わ

せ
る
こ
と
に
な
り
、
同
じ
言
語
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
よ
っ
て
対
処
法
が
異

な
る
場
合
も
あ
る
が
、
以
下
に
提
示
し
て
み
る
翻
訳
案
は
な
る
べ
く
広
い
範
囲

で
方
針
、
な
い
し
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

翻
訳
の
際
重
要
な
点
と
し
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
序
詞
と
心
情
部
の
順
番

を
変
え
な
い
こ
と
、
ま
た
序
詞
の
景
物
と
心
情
部
の
内
容
を
直
接
、
言
葉
で
結

び
付
け
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
同
音
反
復
は
、
同
じ
く
数
音
の
連
続
が
一
致
す
る

二
語
の
使
用
、
あ
る
い
は
同
語
反
復
に
よ
っ
て
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
あ
げ
て
お

き
た
い
。
先
行
翻
訳
の
方
法
で
い
え
ば
、
⑫
と
⑥
ま
た
は
⑦
と
の
取
り
合
わ
せ

と
な
る
。
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
、
創
作
が
大
き
く
な
い
範
囲
内
で
、
序
詞

と
心
情
部
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
、
ヒ
ン
ト
と
な
る
要
素
を
追
加
す
る
こ
と
も

よ
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
歌
語
の
イ
メ
ー
ジ
や
景
物
の
古
典
和
歌
で
の
特
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徴
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
恣
意
的
な
結
び
つ
き
を
避
け
る
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
古
典
和
歌
の
モ
チ
ー
フ
は
西
洋
の
読
者
に
普
段
知
ら

れ
て
い
な
い
た
め
、
注
な
ど
で
当
該
歌
語
の
イ
メ
ー
ジ
や
古
典
和
歌
で
の
詠
ま

れ
方
を
説
明
す
る
こ
と
も
不
可
欠
で
あ
り
、
合
わ
せ
て
景
物
と
心
情
が
同
音
反

復
で
連
結
し
て
い
る
こ
と
も
述
べ
て
お
く
必
要
も
あ
る
と
考
え
る
。

　

以
下
、
三
首
の
試
訳
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
三
首
は
全
種
の
翻
訳
を
検
討
し
た
、

序
詞
の
景
物
と
心
情
の
内
容
的
な
関
連
付
け
が
困
難
な
﹃
古
今
集
﹄
の
四
六
九

番
歌
と
四
九
五
番
と
、
歌
語
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
結
び
つ
き
や
す

い
六
九
九
番
歌
で
あ
る
。

五
│
一
、『
古
今
集
』
四
六
九
番
歌
の
試
訳

　

最
初
に
﹁
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
さ
つ
き
の
﹂
歌
の
翻
訳
を
試
み
る
。

K
akukkm

adár szól

ötödhó éjjelén és

kígyófű zöldell.

K
ínoz csak a szerelem

,

nem
 is látok sem

m
it sem

.

︹
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
い
て
い
る
、
五
月
の
夜
に
、
ま
た
あ
や
め
草
の
緑
が

生
え
て
い
る
。
恋
は
た
だ
︵
私
を
︶
悩
ま
し
て
い
て
、
何
も
見
て
い
な
い

の
だ
。︺

　

一
～
三
行
目
は
序
詞
部
分
で
あ
り
、
次
の
二
首
と
同
じ
く
景
物
描
写
が
一
つ

の
文
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、﹁
五
月
の
夜
﹂
と
い
う
よ
う
に
﹁
夜
﹂

を
追
加
し
て
み
た
こ
と
は
、
心
情
部
の
﹁
あ
や
め
も
知
ら
ず
﹂
と
の
関
連
を
補

助
し
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
夏
の
夜
に
鳴
い
て
い
る
と
い
う
平
安
和
歌
で
の
イ
メ
ー

ジ
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
序
詞
と
心
情
部
を
連
結
さ
せ
る
同
音
反
復
は
、
傍
線

部
の
と
お
り
﹁kígyófű

︵
菖
蒲
︶﹂
と
﹁kínoz

︵
悩
ま
す
︶﹂
と
い
う
語
に
共

通
す
る
﹁kí-

﹂
の
二
音
に
よ
っ
て
復
元
し
た
。
次
の
歌
の
翻
訳
と
同
じ
く
、

こ
の
反
復
さ
れ
て
い
る
音
を
持
つ
二
語
を
隣
接
す
る
行
頭
に
お
く
こ
と
で
、
視

覚
的
に
示
し
て
み
た
。
な
お
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
あ
や
め
草

の
平
安
人
の
生
活
で
の
役
割
と
和
歌
で
の
詠
ま
れ
方
に
つ
い
て
の
注
が
必
要
で

あ
る
。

五
│
二
、『
古
今
集
』
四
九
五
番
歌
の
試
訳

　

次
に
、﹁
思
ひ
い
づ
る
と
き
は
の
山
の
﹂
歌
の
試
訳
で
あ
る
。

Eszem
be jutott

Ö
rökzöld-hegy szikláin

azálea... oh,

az ám
! V

ágyom
 utánad,

épp, m
ert el nem

 m
ondhatom

.

︹
思
い
浮
か
ん
で
き
た
、
常
盤
の
山
の
岩
の
つ
つ
じ
が
⋮
⋮
あ
あ
、
そ
う

だ
よ
。
あ
な
た
を
恋
い
慕
っ
て
い
る
よ
。
言
え
な
い
か
ら
こ
そ
。︺

　

こ
の
歌
の
場
合
も
、︵
岩
︶
つ
つ
じ
の
平
安
和
歌
で
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て

の
注
を
施
す
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ヒ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
紅
の
袖
を
着

た
詠
歌
主
体
の
思
い
人
が
連
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
歌
の
同
音
反
復
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も
、﹁azálea

︵
つ
つ
じ
︶﹂
と
﹁az ám

︵
そ
う
だ
よ
︶﹂
と
い
う
表
現
に
共
通

す
る
﹁a

・z

・á

﹂
三
音
の
反
復
に
よ
っ
て
復
元
し
、
隣
接
す
る
行
頭
に
置
い
た
。

五
│
三
、『
古
今
集
』
六
九
九
番
歌
の
試
訳

　

最
後
に
、﹁
三
吉
野
の
お
ほ
か
は
の
へ
の
﹂
歌
の
試
訳
で
あ
る
。

Josino-folyam

partján lilaakácok

hullám
fodra kel...

K
elne szívem

ben a vágy,

hogyha őt nem
 szeretném

?

︹
吉
野
川
の
岸
に
藤
の
波
が
立
つ
⋮
⋮
私
の
心
に
恋
情
が
涌
く
の
だ
ろ
う

か
。
あ
の
人
が
好
き
で
な
け
れ
ば
。︺

　

こ
の
歌
の
翻
訳
で
は
、
同
音
反
復
は
﹁︵
波
が
︶
立
つ
﹂
と
﹁︵
気
持
ち
な
ど

が
︶
湧
く
﹂
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
る
﹁kel

﹂
と
い
う
語
の
反
復
と
隣
接

に
よ
っ
て
復
元
し
て
み
た
。
ま
た
、
こ
の
歌
の
場
合
も
、
吉
野
川
の
恋
の
激
し

さ
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
、
平
安
和
歌
で
の
詠
ま
れ
方
に
つ
い
て
の
説
明
が
ヒ

ン
ト
に
な
る
た
め
、
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

六
、
ま
と
め

　

以
上
、
同
音
反
復
式
の
序
詞
を
持
つ
和
歌
の
翻
訳
方
法
を
中
心
に
論
を
進
め

て
き
た
。
先
行
す
る
翻
訳
を
検
討
し
た
上
、
今
ま
で
の
対
処
法
に
は
同
音
反
復

と
同
語
反
復
と
い
う
、
原
典
と
類
似
す
る
方
法
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
和
歌
全
体
の
翻
訳
は
原
典
か
ら
離
脱
し
た
内
容
と
な
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
古
典
和
歌
の
序
詞
を
西
洋
詩
の
自
然
景
物
と
心
情
と

を
結
び
つ
け
る
修
辞
法
と
比
較
し
て
、
自
然
描
写
で
心
情
表
明
を
導
入
す
る
構

成
を
持
つ
詩
に
類
似
す
る
方
法
を
見
出
し
た
。
こ
の
類
似
点
を
念
頭
に
お
い

て
、
古
典
和
歌
の
原
典
の
ま
ま
の
構
造
と
特
徴
も
保
持
し
つ
つ
、
目
標
言
語
の

読
者
に
と
っ
て
も
韻
文
と
し
て
鑑
賞
で
き
る
翻
訳
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
、
翻
訳
案
を
提
示
し
て
み
た
。

注︵
１

︶　

特
に
断
わ
り
の
な
い
限
り
、和
歌
の
本
文
の
引
用
と
歌
番
号
は
日
本
文
学
Ｗｅ
ｂ

図
書
館
所
収
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
る
。
な
お
、
傍
線
な
ど
は
全
て
稿
者
に
よ

る
。

︵
２

︶　
﹃
和
歌
文
学
大
辞
典
﹄
編
集
委
員
会
編
、
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
四
年
︶。

ま
た
、
白
井
氏
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
﹃
古
代
和
歌
に
お
け
る
修
辞
﹄︵
塙
書
房
、

二
〇
〇
五
︶
後
編
﹁
序
詞
の
表
現
形
式
﹂
に
お
い
て
詳
細
な
検
討
を
行
う
。

︵
３

︶　
﹁
古
今
集
の
序
詞
﹂︵﹃
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
﹄
第
四
集
、
一
九
八
七
︶

︵
４

︶　
﹁
序
詞
﹂︵
渡
辺
泰
明
編
﹃
和
歌
の
ル
ー
ル
﹄
第
二
章
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
︶

︵
５

︶　

長
谷
川
哲
夫
﹃
百
人
一
首
私
注
﹄︵
風
間
書
房
、
二
〇
一
五
︶
所
引
の
本
文
に

よ
る
。

︵
６

︶　

吉
海
直
人
編
﹃
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
﹄
２

︵
和
泉
書
院
、
一
九
九
五
︶
所
収

の
本
文
に
よ
る
。

︵
７

︶　
﹃
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
﹄
３
︵
和
泉
書
院
、
一
九
九
一
︶
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

︵
８

︶　

桑
田
明
﹃
小
倉
百
人
一
首
釈
賞
﹄︵
風
間
書
房
、
一
九
七
九
︶、
有
吉
保
﹃
百
人
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一
首
全
訳
注
﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
三
︶、
長
谷
川
哲
夫
﹃
百
人
一
首
私

注
﹄、な
ど
。特
に
長
谷
川
氏
が
、﹁
恋
心
を
川
の
激
流
に
比
す
こ
と
は
、﹃
万
葉
集
﹄

以
来
﹁
た
ぎ
つ
心
﹂
な
ど
と
詠
ま
れ
る
の
で
こ
こ
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
よ
い
か

と
思
わ
れ
る
﹂
と
指
摘
す
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

︵
９

︶　

長
谷
川
氏
の
注︵
５

︶前
掲
書
所
引
の
本
文
に
よ
る
。

︵
10
︶　

石
田
吉
貞
﹃
百
人
一
首
評
解
﹄︵
有
精
堂
出
版
、
一
九
五
六
︶、
島
津
忠
夫
﹃
百

人
一
首
﹄︵
角
川
文
庫
、
一
九
七
三
︶、
吉
海
直
人
﹃
百
人
一
首
の
新
考
察
﹄︵
世

界
思
想
社
、
一
九
九
三
︶、
長
谷
川
哲
夫
注︵
５

︶前
掲
書
、
な
ど
。

︵
11
︶　

注︵
５

︶前
掲
注
釈
書
。

︵
12
︶　

小
沢
正
夫
﹁
古
今
集
・
新
古
今
集
の
表
現
形
態
﹂︵﹃
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研

究
﹄
九
・
九
︶

︵
13
︶　
﹃
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
﹄
増
訂
版
︵
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
︶﹁
吉
野
川
﹂
項

︵
14
︶　

竹
岡
正
夫
氏
は
藤
波
に
つ
い
て
、﹁
右
に
掲
げ
た
万
葉
集
の
類
歌
︵
稿
者
注
│

﹁
若
鮎
釣
る
松
浦
の
河
の
河
波
の
な
み
に
し
思
は
ば
わ
れ
恋
ひ
め
や
も
﹂︿
八
五

八
﹀︶
と
比
べ
て
み
る
と
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
今
集
の
こ
の
歌
で
は
﹁
藤
﹂

の
花
の
イ
メ
ー
ジ
が
美
し
く
鮮
や
か
で
、
恋
人
の
面
影
と
も
な
っ
て
い
る
﹂
と
述

べ
て
い
る
︵﹃
古
今
和
歌
集
全
評
釈
﹄
下　

補
訂
版
︿
右
文
書
院
、
一
九
九
六
﹀︶

が
、
藤
︵
波
︶
の
恋
人
の
面
影
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
詠
ま
れ
方
が
確
認
さ
れ
な

い
た
め
、
従
い
に
く
い
。

︵
15
︶　

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

や
ま
水
に
き
み
は
お
ひ
ね
ど
ね
ぬ
な
は
の
く
る
ま
に
ま
に
も
思
ひ
ま
す
か
な

 

︵﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
六
・
三
八
三
一
︶

恋
を
の
み
ま
す
だ
の
い
け
の
ね
ぬ
な
は
の
く
れ
ば
ぞ
も
の
の
み
だ
れ
と
も
な
る

 

︵﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
第
六
・
三
八
三
二
︶

︵
16
︶　

序
詞
の
翻
訳
方
法
に
つ
い
て
す
で
に
マ
イ
エ
ル
・
イ
ン
グ
リ
ッ
ド
・
ヘ
ル
ガ
氏

の
検
討
︵
博
士
論
文
﹁﹃
百
人
一
首
﹄
の
英
独
語
版
を
通
し
て
見
る
和
歌
の
翻
訳
﹂

北
海
道
大
学
、
二
〇
一
六
年
三
月
、https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/

dspace/handle/2115/61579

︶
が
あ
る
が
、
氏
は
﹃
百
人
一
首
﹄
の
英
訳
と

独
訳
に
の
み
注
目
し
、
全
て
の
英
訳
と
独
訳
を
調
査
し
て
い
る
も
の
の
、
同
音
反

復
式
の
序
詞
を
持
つ
﹃
百
人
一
首
﹄
歌
が
少
数
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
序
詞
の
省

略
︵﹁
内
容
の
省
略
﹂︶、
関
係
性
の
省
略
︵﹁
表
現
の
省
略
﹂︶、
序
詞
と
の
接
続
の

補
償
︵﹁
補
償
﹂︶、
言
葉
遊
び
︵﹁pun

↓pun

﹂︶
の
四
種
の
翻
訳
方
法
を
指
摘
し
、

﹁
補
償
﹂
を
さ
ら
に
時
間
的
な
、ま
た
は
空
間
的
な
結
び
付
き
、逆
接
ま
た
は
対
比
、

構
文
の
工
夫
と
い
う
三
種
類
に
分
け
る
の
み
で
あ
る
。

︵
17
︶　

外
国
語
訳
と
西
洋
詩
の
日
本
語
逐
語
訳
は
全
て
稿
者
に
よ
る
。

︵
18
︶　
﹁﹁
浅
茅
生
の
小
野
の
篠
原
﹂
の
英
訳
の
問
題
点
と
新
し
い
翻
訳
の
試
み
│
百
人

一
首
翻
訳
論　

そ
の
一
│
﹂︵﹃
古
代
文
学
研
究
﹄
第
二
十
五
号
、
二
〇
一
六
年
十

月
︶

︵
19
︶　
﹁
英
訳
百
人
一
首
の
世
界
﹂︵
白
幡
洋
三
郎
編
﹃
百
人
一
首
万
華
鏡
﹄、
思
文
閣

出
版
、
二
〇
〇
五
︶

︵
20
︶　

た
と
え
ば
こ
の
歌
の
現
代
語
訳
に
も
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

陸
奥
国
の
安
積
の
沼
の
﹁
花
か
つ
み
﹂
よ
、
そ
の
﹁
か
つ
見
﹂
と
い
う
名
の

よ
う
に
、
一
方
で
は
逢
っ
て
い
な
が
ら
も
、
遥
か
に
遠
い
あ
の
陸
奥
国
か
ら

都
を
恋
い
慕
う
よ
う
に
わ
た
く
し
は
あ
の
人
を
恋
い
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系
５
﹃
古
今
和
歌
集
﹄︿
岩
波
書
店
、

一
九
八
九
﹀
脚
注
︶

︵
21
︶　

藤
井
高
尚
著
﹃
古
今
和
歌
集
新
釋
﹄︵
歌
書
刊
行
會
、
一
九
一
〇
～
一
一
︶、
佐

佐
木
信
綱
著
﹃
古
今
和
歌
集
新
釈
﹄︵
廣
文
堂
書
店
、
一
九
二
三
︶、
金
子
元
臣
著

﹃
古
今
和
歌
集
評
釋
﹄︵
明
治
書
院
、
一
九
二
七
︶
く
ら
い
で
あ
る
。

︵
22
︶　

竹
岡
正
夫
﹃
古
今
和
歌
集
全
評
釈
﹄
補
訂
版
︵
右
文
書
院
、
一
九
九
六
︶
所
収

の
本
文
に
よ
り
、
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
22
﹃
顕
註
密
勘　

三
巻
﹄︵
日
本
古

典
文
学
会
、
一
九
八
七
︶
の
影
印
も
参
照
し
た
。
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︵
23
︶　T

he A
ldine E

dition of the British Poets T
he Poem

s of H
enry 

H
ow

ard E
arl of Surrey. Bell and D

aldy, 18?? 

所
収
の
本
文
に
よ
る
。

︵
24
︶　M

innesang. M
ittelhochdeutsche T

exte m
it Ü

bertragungen und 
A
nm

erkungen. H
erausgegeben, übersetzt und m

it einem
 A

nhang 
versehen von H

elm
ut Brackert. Fischer T

aschenbuch V
erlag, 1983 

所
収
の
現
代
ド
イ
ツ
語
訳
に
よ
り
、
中
世
ド
イ
ツ
語
の
原
文
も
参
照
し
た
。

︵
25
︶　

ペ
テ
ー
フ
ィ
の
詩
の
本
文
は
、Petőfi Sándor összes költem

ényei

︵
ハ
ン

ガ
リ
ー
国
立
国
会
図
書
館
︿O

rszágos Széchényi K
önyvtár

﹀
の
電
子
版

︿http://m
ek.oszk.hu/01000/01006/htm

l/vs184403.htm
#77

﹀、
二
〇
一

七
年
九
月
十
三
日
十
八
時
四
十
二
分
閲
覧
︶
に
よ
る
。

参
照
し
た
外
国
語
訳
（
※
〔　

〕
に
本
文
中
の
省
略
、〈　

〉
に
表
で
の
省
略
を
示
し
た
）

﹃
古
今
集
﹄

●
E
arly japanese poets ‒ com

plete translation of the K
okinshiu by T

. 
W

akam
eda; introduction by I. K

obayashi 

︵T
okyo, T

he Y
uhodo, 1929

︶

︹W
akam

eda

︺・︿W
ak

﹀

●
T
he K

okin W
aka-shu‒T

he 10th-Century A
nthology E

dited by Im
perial 

E
dict. T

ranslated by H
. H

. H
onda ︵T

he H
okuseido Press; T

he Eirinsha 
Press, 1970

︶︹H
onda K

.

︺・︿H
onda

﹀

●
Laurel Rasplica Rodd‒M

ary Catherine H
enkenius 

訳
：K

okinshū. A
 

Collection of Poem
s A

ncient and M
odern 

︵Princeton U
niversity Press, 

1984

︶︹Rodd‒H
enkenius

︺・︿R.-H
.

﹀

●
H
elen Craig M

cCullough 

訳
注 K

okin w
akashū : the first im

perial 
anthology of Japanese poetry: w

ith T
osa nikki and Shinsen w

aka 

︵Stan-
ford U

niv. Press, 1985

︶︹M
cCullough

︺・︿M
cC

﹀

●
T
anka. Japanische Fünfzeiler. A

usgew
ählt und aus dem

 U
rtext des 

M
anyōshū, K

okinw
akashū und Shinkokinw

akashū übersetzt von Jan 
U
lenbrook ︵Philipp Reclam

, Stuttgart, 1996

︶︵﹃
万
葉
集
﹄、﹃
古
今
集
﹄、﹃
新

古
今
集
﹄
の
歌
か
ら
の
撰
・
翻
訳
︶︹U

lenbrook

︺・︿U
l

﹀

﹃
新
古
今
集
﹄

●
T
he Shinkokinshu‒T

he 13th-century A
nthology E

dited by Im
perial 

E
dict. T

ranslated by H
. H

. H
onda. 

︵T
he H

okuseido Press; T
he Eirin-

sha Press, 1970

︶︹H
onda  Sh.

︺・︿H
onda

﹀

●
Shinkokinw

akashū ‒ Japanische G
edichte. A

usgew
ählt und heraus-

gegeben von H
orst H

am
m
itzsch und Lydia Brüll 

︵Philipp Reclam
 Jun. 

Stuttgart, 1964

︶︵
抄
訳
︶︹
ナ
シ
︺・︿H

. B.

﹀

﹃
百
人
一
首
﹄
英
訳

●
Frederick V

ictor D
ickins 1866 

︵Peter F. K
ornicki: Collected W

orks of 
Frederick V

ictor D
ickins. V

olum
e 2, 

︿Ganesha Publishing, 1999

﹀
所
収

の
本
文
に
よ
る
︶︹D

ickins, 1866

︺・︿D
ickins

﹀

●
W

illiam
 N

. Porter: A
 H

undred V
erses from

 O
ld Japan ‒ being a transla-

tion of the H
yaku-nin-isshiu. 

︵T
he Clarendox Press, London, 1909

︶

︵Charles E. T
uttle Com

pany, Rutland; V
erm

ont; T
okyo, Japan, 1993 

所

収
の
本
文
に
よ
る
︶︹Porter

︺・︿Porter

﹀

●
O
ne H

undred Poem
s from

 O
ne H

undred Poets: Being a T
ranslation of 

the O
gura H

yaku-nin-Isshiu by H
. H

. H
onda. T

he H
okuseido Press, 

1956

︹
ナ
シ
︺・︿H

onda

﹀

●
O
ne H

undred Poem
s from

 the Japanese by K
enneth Rexroth. 

︵N
ew

 
D
irections, 1955; 1964

︶︹Rexroth

︺・︿Rexroth

﹀

●
宮
田
明
夫
﹃
英
訳
小
倉
百
人
一
首
﹄︵
大
阪
教
育
図
書
、
一
九
八
一
︶︹M

iyata

︺・

●

︿M
iyata

﹀
●

T
he Little T

reasury of O
ne H

undred People, O
ne Poem

 E
ach. T

rans-
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lated by T
om

 Galt 

︵Princeton U
niversity Press, Princeton, N

ew
 

Jersey, 1982

︶︹Galt

︺・︿Galt

﹀

●
T
raditional Japanese Poetry. A

n A
nthology. T

ranslated w
ith an Intro-

duction, by Steven D
. Carter 

︵Stanford U
niversity Press, Stanford, 

California, 1991

︶︹Carter

︺・︿Carter

﹀

●
Joshua S. M

ostow
: Pictures of the H

eart. T
he H

yakunin Isshu in W
ord 

and Im
age. 

︵U
niversity of H

aw
ai’i Press, H

onolulu, 1996

︶︹M
ostow

︺・

︿M
ostow

﹀

●
O
ne hundred poets, one poem

 each: a translation of the O
gura H

yakunin 
Isshu. Peter M

cM
illan; forew

ord by D
onald K

eene, Colum
bia U

niver-
sity Press 2008

︵
マ
ッ
ク
ミ
ラ
ン
・
ピ
ー
タ
ー
著；

佐
々
田
雅
子
訳
﹃
英
詩
訳
・

百
人
一
首
：
香
り
立
つ
や
ま
と
ご
こ
ろ
﹄︿
集
英
社
、
二
〇
〇
九
﹀
所
収
の
本
文
に

よ
る
︶︹M

cM
illan

︺・︿M
cM

﹀

﹃
百
人
一
首
﹄
独
訳

●
P. Ehm

ann 

訳
・
佐
々
木
稔
編
中
﹃
独
訳
百
人
一
首. D

ie Lieder der hundert 
D
ichter.

﹄︵
東
洋
出
版
、一
九
八
七
︶︵
初
版
は
一
八
九
八
～
九
九
年
︶︹Ehm

ann

︺・

︿Ehm
ann

﹀

●
Y
oshiko N

am
bara: D

ie H
undert G

edichte ‒ H
yakunin Isshu ‒ E

ine 
Sam

m
lung japanischer G

edichte zusam
m

engestellt um
 1235 von Fuji-

w
ara no Sada-ie. 

︵Siebenberg-V
erlag, Frankenau 

︵1958

︶ 2. A
uflage 

1963

︶︹N
am

bara

︺・︿N
am

bara

﹀

●
A
ls w

är’s des M
ondes letztes Licht am

 frühen M
orgen: H

undert 
G
edichte von hundert D

ichtern aus Japan. herausgegeben und übertra-
gen von Jürgen Berndt. 

︵Frankfurt am
 M

ain: Insel, 1986

︶

●
H
orst A

rnold-K
anam

ori: O
gura H

yakunin Isshu: die Sam
m
lung “Ein-

hundert Gedichte”. K
lassisches Japanisch I. 

︵K
ovač, 2000

︶︹
ナ
シ
︺。

︿A
.-K

.

﹀

EN
G

LISH
 SU

M
M

A
R

Y
T

ranslation M
ethods of W

aka Poetry  
Prefaces Containing Sound R

epetition
—

Focusing on the Poem
s of K

okin W
akashū,  

Shin-K
okin W

akashū and H
yakunin Isshu—

　In this treatise, w
e consider translations of w

aka prefaces (a rheto-
ric of w

aka poetry) that are connected to the m
eaning of the w

hole 
poem

 and feature sound repetition, from
 47 selected w

aka poem
s. 

T
hese exam

ples have been pooled from
 K

okin W
akashū, Shin-K

okin 
W

akashū and H
yakunin Isshu. A

t first, w
e seek to determ

ine the 
essence and function of the w

aka preface and point out that, though 
the landscape depicted in these prefaces connects w

ith the m
eaning 

im
plied by the sound repetition, it also helps to establish the back-

ground for the m
eaning of the poem

. T
o dem

onstrate this, w
e exam

ine 
the expressions in other contem

poraneous poem
s to grasp the im

ag-
ery that w

as com
m

only relied upon. N
ext, w

e analyze English and 
Germ

an translations of the 47 poem
s and divide the m

ethods of their 
translation into 14 groups; w

e introduce the 14 m
ethods and point out 

their issues. Subsequently, w
e seek som

e rhetorical devices in W
est-

ern poetry w
hich can be considered sim

ilar to the prefaces in w
aka 

poetry, and pay attention to the poem
s w

hich have an introduction 
featuring a landscape or other natural features to create a back-
ground to express the poet’s intention. A

t last, w
e suggest a possible 

m
ethod of translation and provide som

e exam
ples (translation into 

H
ungarian). W

e propose, as a translation m
ethod of the w

aka poem
s 

w
ith preface connecting to the m

eaning of the poem
 w

ith sound repe-
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tition, to keep the w
ord order of the preface in an attem

pt to m
atch 

the m
eaning in the poem

, and w
e argue against introducing conjunc-

tions. Likew
ise, the sound repetition could be reproduced by selecting 

sim
ilarly sounding w

ords or by w
ord repetition in close proxim

ity.

　K
ey W

ords:   w
aka poetry, preface (jokotoba), sound repetition, 

translation, w
estern poetry


