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一
一

一
、六
頁

フ

ォ
ー

ク

ナ

ー

の
新

訳

の
試

み

1

時
代
小
説
の
言
葉
を
用
い
て

1

翻
訳
の

「経
年
対
応
」

の
観
点
か
ら

ー

池

内

正

直

翻
訳
の
経
年
対
応

に
つ
い
て

時

は
去

り
星

が
移

る

に

つ
れ
、

言
葉

の
意
味

や
用
法
、

そ
し

て
そ

の
香
り

や
味

わ

い
も
変

っ
て

い
く
。

そ

の
た

め
、

翻
訳

も
過
去

の
名
訳

の
有

無

に
か
か

わ

ら
ず
、
時
代

の
変
遷

と
と

も

に
新

し

い
試

み
が
求

め
ら
れ

る

の
も
、

ま

こ
と

に
自

然

の
こ
と

で
あ

る
。

例

え
ば
、

野
崎

孝

訳

の

フ
ィ

ッ
ツ
ジ

ェ
ラ

ル
ド

、

『
ラ
イ
麦

畑

で

つ
か

ま

え

て
」

(
一
九

五

一
、

白
水
社

一
九

六

四
刊
)

は
、
通

算

で
二
五

〇
万
部

を

突
破

し

(
二
〇

〇

二
年

)
、

今

日

で
も
年

聞

一
〇

万
部
も
売

れ

て
い
る
名

訳

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、

二
〇
〇

三
年

に
村

上
春
樹

は
、

こ
の
版

の
存

在

を
百

も
承
知
、

千
も
合

点

の
う
え
、

「
翻

訳

の
経
年
劣

化
」

(『
讃
賓
新

聞
』
、

二
〇
〇
六

)
現
象

を
踏

ま

え

て
、

同
じ
白

水
社

か

ら
新

訳

の

　
ハ
　

『
キ

ャ

ッ
チ

ャ
ー

・
イ

ン

・
ザ

・
ラ
イ
』

を

刊
行
し

た
。

右

の
新

聞
記

事

で
村
上
春

樹

は
次

の
三
点

を

あ
げ

て
、
新

訳

を
試

み

る
理

由
と

そ

の
意

義

を
論

じ

て

い
る
。

す
な

わ
ち
、

(
1
y

単
純

な

ミ

ス
、

(
2
)
村

上
自
身

の
翻

訳

に
対

す

る
姿
勢

の
変
化
、

(
3
)

日
本

語

の
文
体

の
変
化
、

と
。

そ

の
結

果
新
訳

の
主
人
公

の
語

り

口
は
、

'
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二

か

つ
て
の
野
崎
訳

の
い
さ
さ
か
粗

っ
ぽ

い
言
葉
遣

い
を
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
大
人

の
世
界

や
社

会
全
体

に
反
抗
的

な
姿
勢

を
示
し

て
い
る

少

年

の

口
調

か
ら
、

か
な
り
穏
や
か

で
内
向

的
、
思
索
的

な
人
物

の
口
ぶ
り

に
な

っ
て
い
る
。

こ

の
こ
と

は
、
双
方

の
作
品

の
冒
頭

の

一
部

を
見
た
だ

け
で
も
分

か
る
だ
ろ
う
。

(
野
崎

訳
)

も

し
君

が
、

ほ
ん
と

に
こ
の
話
を
聞
き
た

い
ん
な
ら
だ
な
、

僕
が
ど

こ
で
う
ま
れ
た
と
か
、

チ

ャ
チ
な
幼
年
時
代

は
ど

ん
な
だ

っ
た
の
か
と
か

…

く
だ
ん
な

い
こ
と
か
ら
聞
き
た
が
る
か
も
し
れ

な
い
け
ど
さ
、
実

を

い
う
と
僕
は
、

そ
ん
な

こ
と

は
し

ゃ

べ
り
た
く
な

い
ん
だ
な
。

(傍
線

引
用
者
)

(村
上

訳
)

こ
う
し

て
話

を
始

め
る
と
な
る
と
、
君

は
ま
ず
最
初

に
、
僕

が
ど

こ
で
生

ま
れ
た
と
か
、

ど
ん

な
み

っ
と
も
な

い
子
供

時
代

を
送

っ
た
と

か

…

し

ょ
う
も
な

い
あ
れ

こ
れ
を
知
り

た
が
る
か
も

し
れ
な

い
。

で
も

は

っ
き
り
言

っ
て
ね
、

そ

の
手

の
話
を

す
る
気

に
な
れ
な

い
ん
だ
よ
。

(傍
線

引
用
者
)

確

か

に
村

上
春
樹

訳

の
方

が
、
今

日

の
青
年

た
ち

に
と

っ
て
馴
染

み
や
す

い
言
葉

が
使

わ
れ
、
全
体

を
通
し

て
は
る
か
に
読

み
や
す

い
も

　
を
　

の
に
な

っ
て
い
る
。

今

日

の

「
ク
ー
ル

・
ジ

ャ
パ

ン
現
象

」

に
、

一
層

ふ
さ

わ
し

い
文
体

に
な

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

近
年

ア
メ
リ
カ
文

学

の
分

野

で
も
う

一
つ
の
話

題

の
新
訳

は
、

若
島
正

訳

の

『
ロ
リ
ー
タ
』

(
一
九

五
五
、
新
潮
社

二
〇
〇

五
刊
)

で
あ

る
。

こ
の
作
品
も
、

横
ざ

ま

の
点

で
評
判

の
高

い
大
久

保
康

雄
訳

(新
潮
社

一
九
五
九
刊
、
及

び

一
九

八
〇
改

訳
)
を
大
き
く
越

え

て
、
豊

か
な
語
彙
を
存
分

に
用

い
た
名

訳

で
あ

る
。

ま
た
先

の
村
上
春
樹

の
翻
訳

の

「
経
年
劣
化
」

論

の
第

3
点

、

〈現
代

の
日
本
語

の

「
空
気
」

に
合

っ
た
訳
語
を
〉

と

い
う
点

で
も
若
島

訳
は
秀
逸

で
、

そ
の
典
型
的

な
例

は
、

一
二
歳

の
少
女

ロ
リ

ー
タ

に
、
様
ざ
ま

の
箇
所

で
次

の
よ

う
な
現
代
的

な
発
話
を
さ

せ

て
い
る

こ
と

に
見

ら
れ
る
。



「
チ

ョ
ー

い
け

て

る

キ

ャ

ン
プ

地

で
…
」
、

「
す

っ
ご

く

プ
リ

ョ
ー
」
、

「
ち

が

う

に

き

ま

っ
て

る

じ

ゃ
ん
」
、

「
ム

カ

つ
く

ん

だ

よ

」
、

「
ピ

チ

ピ

チ

の
女

の
子

」
、

「
も

う

こ
の
お

ス
ケ
ベ

お

や
じ

」

(右

掲
書

、

一
九

一
一

八

よ

り

)

そ
れ

で
は
、

フ

ォ
ー

ク

ナ

ー

の
翻

訳

で

は
ど

の
よ

う

な

こ
と

が

問

題

に

な
り

得

る

の
だ

ろ

う

か

。

が

求

め

ら
れ

る

よ

う

な
状

況

に
あ

る

の
だ

ろ

う

か

。

そ
し

て
、

果

た
し

て
そ

の
新
し

い
翻
訳

ニ

フ

ォ
ー

ク

ナ

ー

の
従

来

の
翻

訳

ー

L

新

訳
」

を
試
み
さ
せ
る

一
要
因

日
本

で
フ
ォ
ー
ク

ナ
ー
の
紹
介

や
翻

訳
が
盛
ん

に
な

っ
た

の
は
、

一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代

で
、
代
表
的
な
長
編

や
短
編

の
作
品
が
、

各

種

の
文
庫
版

や
世
界
文

学
全
集

に
組

み
込
ま
れ

た
。

一
九
六
七
年
秋

に
は
、

冨
山
房

か
ら

こ
の
国
唯

一
の

『
フ
ォ
ー
ク

ナ
ー
全
集
』

の
、

最
初

の

一
巻

(阪

田
勝

三
訳

『
尼
僧

へ
の
鎮
魂
歌
』
)

が
配
本

さ
れ
た
。

そ

の
後

三
〇
年
余

り
か
か

っ
て
へ

こ
の
作
家

の
長
編

と
短
編

の
主

要
な
も

の
は

こ
こ
に
翻

訳
さ
れ
収

め
ら
れ
る

こ
と

に
な

っ
た
。

た
だ
、

こ
の
全
集

以
後

に
は
、
新

し

い
翻
訳
は
ど

の
よ
う
な
形

で
あ
れ
、
殆

ど
出

版
さ
れ

て

い
な

い
。

む
し
ろ
今

日

で
は
、

に
の
全

集
も
絶

版

に
な

っ
た
巻
が
少
な
く
な

い
し
、
文
庫
版

の
作
品

も
簡
単

に
は
手

に
入
ら

な
く
な

つ
て
い
る

(離

日
直
太
郎
訳

の
新
潮
文
庫
版

の

『
フ
ォ
ー
ク

ナ
ー
短
編

集
』

〔
一
九
五
五
年
初

版
以
来

改
訳
、

改
版
を
重
ね

て
き
た
〕

の
よ
う
な
、
も

っ
と
も
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
な
本

で
す

ら
、
大

型
書
店

で
な

い
と
買
え
な

い
の
が
現
状

で
あ
疏
)
・

そ
こ
で
、

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
を
読
も

う
と
す

る
新

し

い
読
者
も
、

こ
れ

ら

の
や

や
年

代
を
経

た
翻
訳

に
頼

ら
ざ

る
を
得
な

い
。

そ
し

て
、
今

日

こ
れ
ら

の
翻
訳
を
読

み
な
が

ら
、

(
誤
訳
と
か
解

釈

の
違

い
と

い

っ
た
問
題

は
ひ
と
ま
ず
さ
し
措
く

と
し

て
、
)
訳
出
さ
れ
た
言
葉

や
語
調

に
限

っ
て
考

え
た
と
き
、

幾

つ
か
気
が
か
り
な

こ
と

に
出
会

う

の
で
あ

る
。
特

に
、
託

り

の
強

い
黒
人

や
南
部

の
田
舎

の
村

や
町

の
人

々
の

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
新
訳
の
試
み

・

三
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言
葉

の
訳
語
な

ど
は
、

そ

の
典

型
的
な
例

で
あ

る
。
以
下

そ
れ
ら

の
具
体
例
を
少

し
あ
げ

て
み
た

い
。

一
一
、

黒
人
や

田
舎

者

の
言
葉

(
1
)

四

従
来

の
翻
訳

の
語
調

を
示
す
も

の
と
し

て
、
『
響
き
と
怒
り
』

(
一
九

二
九
)

か
ら
、

黒
人
召
使

い
の
老
女
デ

ィ
ル

シ
ー
と
そ

の
孫

の
ラ

ス

タ
ー
の
言
葉

の
な
か
か
ら

二
、
三

の
例
を
、
原
文

と
と
も

に
引

い
て
み
よ

う

(
な
お
傍
線

は
引
用
者

に
よ

る

1

特

に
訳
語

の
箇
所

で
は
、

日
本
語
と

し

て
い
さ
さ
か
気

に
な

る
と

こ
ろ

に
付

し

て
み
た

〔以
下
同
様
〕
)
。

三

一

一
)

ぱ

円
⑦
o
§

亀

§

⇔

き
ふ
き

ぱ

の
原

文

(脇
N
竺

○
富

江
o
昏

司
甘
口
口
切
版
、
お
已
)

の
例

(
1

)

、H
.<
Φ

ω
8

匹

口
Φ
口
吟
留

Φ
5

臼
Φ

訂

留

・.
U
口
陥力
Φ
町

c力
巴

臼

(
ト。
q⊃
べ
)

(
2
)

.厚

司
げ
雪

国

け
は

9

目

ぽ

司
o
に

9

口
o
ぽ

㊤
、
O
昔

Φ
司

ω
毘
ρ

ビ
知
留

冥
Φ
笥

肖
Φ
①
叶
.ω
α
四
苦

≦
9

ロ
、
匡

亀
、
.⌒
庄

o
已
・q
耳

一
信

ぽ

δ
o
圧
出

司
法
HΦ
ω
忌

司
巴
⑱
碧

㌦
い
5

⌒
2

ω
巴
亀
・
(凶

N
)

(
3
)

い
Φ
汁
、ω
…

⌒
日

●

日

日

ρ
口
巽

宮

門

:
・
.ω
冒
耳

=
O

庄

昌

昌

o
①
江

口
σq
・.
い
5

8

『

8

邑

・
.目
8

5
≡

日

価
犀
Φ

庄

Φ
日

8

日

Φ

宗

法

Φ
対

陣
芦

.吟
o
o
日

日

oq
O
碧

.こ

ご

市
司
o
口

音

類
.{
古
5

古

田
P

目

四
目

目

司
陰

・q
o
宮

oq
吟
o
古
田
<
Φ
芦
o
ぴ
洋
葺

合

望

〔
o
『
嘱
o
F

.:

.
(
N
)

(
一
一

二
)

『
響

き

と

怒

り

』

(一⑩
毬

‥
尾
上
政
次
訳
、
冨
山
房

『
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
全
集
一
五
』
、
拾
$
)

の
翻

訳

(
1
)

「
お

ら
、

始

ま

り

を

見

た

だ

し
、

今

お

し

ま

い
を

見

と

る
だ

よ
」

(
ω
忠

)

(
2
)

「
で
、

い

つ
そ

れ

し

ろ

っ
て
旦

那

、

言

っ
た
ち

ゅ
う

だ

ね

?

」

と

デ

ィ
ル

シ

ー

は
言

っ
た

。

こ

の
正

月

の

こ
と

だ

っ
た

で
ね

え

だ

か

?

」

「
お

ら

み

ん

な

寝

と

る

間

に
、

ち

ょ
い
と

見

と

く

べ
い
思

っ
た

だ

が

」

と

ラ

ス
タ

ー

は
言

っ
た
。

(賠

⑩
)

(
3
)

「
あ

の
二
十

五

セ

ン
ト
玉

さ

が

す

べ
い
よ
、

…

そ

ん

な

に
ブ

ー
ブ

ー

や

る

の
よ

さ

ね

え

か

っ
て
言

っ
と

る

だ

に
」

と

ラ

ス
タ

ー



が
言

っ
た
。

「
あ

い

つ
ら
来

(
こ
)

ん
け

り

ゃ
、

こ
さ

せ

る

わ

け

に
行

き

ゃ
し

ね

え
だ

ろ

う

が

よ
。

お

め

え

、

黙

っ
ち

ま

わ

ね

え

と
、

ば

あ

ち

ゃ
ん
…

」

(昏
)

(
一
一

三
)

同

作

品

(高
橋
正
雄
訳
、
三
笠
書
房
、
冨
m
⑩)

の
翻

訳

(1
)

「
お

ら
あ

、

最

初

と

そ
し

て
最

後

を

見

た

だ
」

(ω
一
α
)

(
2
)

「
そ

う

す

る

よ

う

に
い

っ
た

の

は
、

い

つ
だ

と
思

う

だ

?
」

と

デ

ィ
ル

シ

ー
は

い

っ
た
。

「
そ
り

ゃ
あ
、

こ

の
正

月

の

こ
と

じ

ゃ

あ

ね

え

だ

か

?
」

「
だ

け
ん

ど
、

お

ら
、

み

ん

な
が

寝

て
る
間

に
し

ら

べ
と

こ
う

と
思

っ
て
よ
」

と

ラ

ス
タ

ー
は

い

っ
た
。

(N
鵠

)

(
3
)

「
お

ら

の
二
十

五

セ

ン
ト

玉

を

さ

が

す

べ
え
。

…

そ

ん
な

に
わ

め

く

じ

ゃ
あ

ね

え

だ

っ
て
ば

」

と

ラ

ス
タ

ー
が

い

っ
た
。

「副

い

つ
ら

の
方

で
き

て
く

れ
な

き

ゃ
あ

、

お

ら

に
来

さ

せ

る

こ
と
な

ん
か

で
き

や
し

ね

え

だ

も

ん
」

(
ぱ

)

二
、

二

田
舎

の
人

々

の
言
葉

(
n
)
一
一
他
の
作
家

の
場
合

ち

な

み

に
、

フ

ォ
ー

ク

ナ

ー

の
作

品

の
場
合

に
限

ら
ず

、

黒

人

や

田
舎

の
農

夫

や
行
商

人

の
言

葉

が
、

右

の
訳

と

同

様

に
、

日
本

の
ど

こ

か

の
田

舎

の
言

葉

の
よ

う

な
調

子

で
訳

さ

れ

た
例

は
、

ト

ウ

ェ
イ

ン

の

『
ハ

ッ
ク
』

(
の
新

潮

文

庫

版

)

を

始

め

か

な

り

多

い
。

ス
タ

イ

ン

ベ

ッ
ク

の
短

編

小

説

「
菊

(̂
.バ「
財
Φ
O
]ρ
『
司
Φ
①
目
⌒江
Φ
b
已
」
b
品ω
..」

の
な

か

の
、

道

具

の
修

理

屋

(
鋳
掛

け

屋

)

の
例

を

引
く

と

、

(
二

一

一
)

.、冒
ρ

呂

喝

Φ
o
Ｌm
・・
o
房

ぼ

Φ

巴

㌫

冨

『
篁

＼
..≧

=

[oq
耳

目

g

・
..弓
爵

Φ

①
召

ご
.
出
Φ
8

日

日

器

ユ

窪

目

Φ
m
古
q

り
、.画

9

巳

0
9

b

叶

餌

喝
9

弍

詳
ゴ

①

ゴ
o
}p

H
o
知
『

日

四
民
Φ
』
三

民

〇

四

5
Φ
弍

ω
o

ぺ
o
口

口
0
5
.吟
げ
但
く
Φ
8

σ
¢
対

日
o

昌
Φ
弍

0
5
Φ
p

・
.
㌧
.＼
、.Z
P
..
警

Φ
m
巴

口

ω
古
隅

廿
蔓

・
.、H
吟
Φ
=

町
o
已

一
げ
白
く
Φ

昌
o
日

日

oq

H完

O

法

口
付
ま

「
司
O
=

8

ユ
ρ

..

(
二

一

二

)

…

「
そ

れ

じ

ゃ

、

よ

う

が

す

。

鍋

は

ど

う

だ

ね

?

…

へ

こ

ん

だ

鍋

や

穴

の

あ

い

た

鍋

で

も

、

新

品

み

た

い

に

し

て

あ

げ

る

フ

ォ

ー

ク

ナ

ー

の
新

訳

の
試

み

'

.

・

五
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だ

。

…

」
＼
「
だ

め

よ
」

彼

女

は

そ

っ
け

な

く

言

っ
た

。

ら
」

(
「菊

」

大

久

保

康

雄

訳

、

新

潮

文

庫

、

や

宗
)

碁
ま
え

さ

ん

に

し

て

も

ら
つ
よ

う
な

仕

事
は
ほ
ん
と

に
な
い
ん 六

だ
か

こ
れ
ら

の
翻
訳
は

い
ず
れ
も
、

ア
メ
リ
カ

の
南
部

の
黒
人

の
託

り

の
強

い
発
話

や
、
南

部

や
西
部

の
余
り
教
養
を
も

た
な

い
庶

民

の
言
葉

に
対

し

て
、
そ
れ
ぞ
れ

に
工
夫
を
凝

ら
し

た
訳
語

が
捻
出

さ
れ

て
い
る
。

田
舎

の
町

や
村

の
人

々
の

言
葉

の
雰
囲
気

を
出

す
た
め

に
、

あ
え

て
日
本

の
ど

こ
か

の
田
舎

の
方
言
を
思

わ
せ
る
よ
う
な
表

現
が
工
夫

さ
れ

て
い
る

(
フ
ォ
ー
ク

ナ
ー

の
南
部

の
方
言

は
、

む
し
ろ
九

州
方
面

の
言
葉

の
方

が
相
応

し

い
の
で
は
な

い
か

と

い

っ
た
、
地
域
性

に
こ
だ
わ

っ
た
意
見
も
あ

る
よ
う
だ

が
)
。

だ
が
、

こ
れ

ら

の
言
葉
を
今

日

の
青

年

た
ち

が
読

む
と
、
相
当

に
違

和
感

を
覚

え
る

よ
う

で
あ
る
。

た

と
え
ば
、

(
二
〇
〇
六
年
度

に
筆

者

が
担

当
し

て
い
る
ゼ

ミ
の
三
、
四
年
生

の
諸
君

の
言

を
借
り
れ
ば
)
、

(
一
)

「
言
葉

の
意
味

が
よ
く
分
ら
な

い
」
、

(
二
)
「
馴
染

み
が
な

い

言
葉

で
、
読
む

の
に
苦
労
す

る
」
、

(三
)

「
黒
人

を
見
下

げ
た
感

じ

の
訳
語
、
語
調

に
思
わ

れ
る
」

と

い
う
よ

う
な
感
想

が
多

か

っ
た
。

な

か

に
は
、

(
四
)
「
う
ち

の
バ

ア
ち

ゃ
ん
と
同
じ
喋

り
方

を
し

て
い
る
」

と

い

っ
た
発
言
も
あ

っ
た

が
、
最

も
的

を
射

た
感
想

と
思
わ
れ
る
も

ハる
　

 の
は
、

(五
)
「
無

理
し

て
日
本
語

に
し

た
感
じ

で
あ
り
、

面
白

み
が
欠

け
る
」

と

い
う
意
見

で
あ

っ
た
。

た
し
か

に
、
今

日
の
若

い
人

々
に

と

っ
て
は
、
関
西
弁

な

ど
メ
デ

ィ
ア

で
も

お
馴
染

み

の
幾

つ
か

の
地
域

語
、
地

域

口
調
を
除

い
て
、

ど

こ
か
特
定

の
地

域

の
方

言

は
理
解
し

難

い
も

の
に
な

っ
て

い
る
。

ま
た
先

の
訳
語
も
、
実
際

に
あ

る

一
定

の
地
域

で
生

き
て
使
わ
れ

て
い
る

(
い
た
)
表
現

で
あ
る
か
ど
う
か
も
、

に
わ
か

に
は
判
定
し
が

た

い
。

二
、

三

上
流
階
級

の
人

々

の
言
葉

黒
人

や
田
舎

の
人

々
の
言
葉

の
ほ
か

に
も
、
翻

訳
を
読

ん

で
、

も
う
少

し

ど
う
に
か
な
ら
な

い
も

の
か
と
気

が
か
り

に
な

る
も

の
の

一
つ



に
、

南

部

貴

族

の
老

人

や

若

い
婦

人

の
言

葉

が

あ

る
。

た

と

え

ば

、

「
女

王

あ

り

き

、

一
九

三

三

(.《弓
]ジ
Φ
叶
Φ
ぐ
く
①
ω
①
()仁

.Φ
Φ
]P
－、)
」

の

な

か

で
、

自

分
宛

の

ラ
ブ

レ
タ

ー

を

他

人

の
目

に

晒

し

た

く

な

か

っ
た

、

未

亡

人

ナ

ー

シ
サ

の
言

葉

を

引

い

て
み

よ

う
。

彼

女

は

メ

ン

フ

ィ

ス

に

行

き

、

手

紙

を

所

有

す

る

男

に
身

体

を

委

ね

て

そ
れ

を

取

り
戻

し

て
き

た

。

そ

の

こ
と

を

、

大

叔

母

に
弁

明

す

る
場

面

の

一
コ

マ
で
あ

る
。

(
三
一

一
)

..弓
げ
Φ
『
Φ
武

器

9
0
C
Φ
Φ
算
..
の
原

文

(網

づ
釦
巳
蚕

Φ
『w
口
。
§

§

乱
切
『ミ
§

)

(
1
)

】
武
器

o
田

畠

∂
「
旬
≦
ゴ
自
Φ
.
一
書

8

0q
江

忠

霊

o
巳
P

ヨ
Φ
口
w
苫

註

甘
σq
夢

Φ
目
w
器

Φ
首

σq
白
o
[
8

百

日
噸

9

日
Φ
8

書

Φ
β

O
日

日

Φ
∋
陪

臣

鳥

目
喝

Φ
司
Φ
。り
零
廿
隅

Φ
目
け
白
O
器
Φ
口
任

Φ
日

四
σq
知
日

恥
昌
口

恥
oq
自
首
・
(謡

q⊃
)

(
2
)

H
貯
9

司

H
8

乱
言

バ
百
日
対
日

Φ
目

障
o
目

注

目

葺

書

目
8

Φ
噸
三

8

㊤
Φ
P

↓
冨

げ
,ω
堀
江
町

H
9

ユ
8

σq
o
件ρ

…

ζ

日

曽

Φ
巴
}

四
ぴ
o
昇

任

m
留

日
ρ

…

局
o
o
－む力
…

【
げ
四
臼
言

σq
9

日

Φ
目

げ
g

丙
・
弓
ロ
巴

弍
留

書

Φ
o
巳
望
弍
旬
司
書

ロ
[
8

邑
口
口
o
苦

初
巳

H
≦
o
昆

α

庁
①
く
Φ
口
O
問
Φ
目
O
叶
9

:
(口
合

)

(三

一

二
)

「
女

王

あ

り

き
」

(戸㊤
。。
。。
‥
滝
川
元
男
訳
、
冨
山
房

『
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
全
集
-

一
〇
』
、
品
品
)

の
翻

訳

(
1
)

「
し

ば

ら

く

の
間

は

、

気

が
狂

い

そ

う

で
し

た
。

あ

の
手

紙

を

読

ん

で

い

る
人

の

こ

と

を
、

男

の
人

の

こ
と

を

思

い

ま

し

た
。

手

紙

に
出

て

い
る

わ

た

し

の
名

前

や

…

読

み

返

し

た

わ

た

し

の
目

の
跡

ま

で
見

ら

れ

て
い

る

の
だ

と
。

(
品
O
)

(
2
)

お

金

で
は
買

い
取

れ

な

い
ぐ

ら

い
、

わ

か

っ
て

い
ま

し

た

も

の
。

そ

れ

で
…

に
行

か

ね
ば

な

ら

な

か

っ
た

の

で
す

。

…

男

な

ん

て
み

ん

な

お

ん

な

じ

で
す

わ

ね

…

み

ん

な

馬
鹿

で
す

わ
。

…
手

紙

は

取

り

戻

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ
た

の

で
す

。

で
も

こ
と

と

次

第

に
よ

っ
て
は
、

も

っ
と

ひ

ど

い

こ
と

で
も

し

た

で
し

ょ
う

ね
。

〔一
曽

〕

こ
れ

ら

の
訳
語

も
、
先

の
学
生

の
感

想

の
な
か

の

(
五
)

で
示
さ
れ

た

コ
メ

ン
ト
が
当

て
は
ま
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

訳

フ

ォ
ー

ク
ナ

ー
の
新

訳

の
試

み

七
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八

語

に
も
う
少
し

の
香
り

や
味
わ

い
を
付
け
加

え

る
こ
と
が

で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。
読
者

に
作

品
を
先

へ
先

へ
と
読

ま
せ

る
た
め

の
、
さ

ら
な

る
リ
ズ

ム
や

エ
ネ

ル
ギ

ー
を
、
添
え
さ
せ
る

こ
と
は

で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、

従
来

の
翻
訳

の
日
本

語
表
現

の
気

に
な
る
端
的
な
例
と
し

て
、
黒
人
と
名
家

の
婦
人

の
発
話

の
訳
語
を
あ
げ

て
み
た
。

以
下

で
は
、

そ
れ

に
対
す

る

一
つ
の
回
答
を
試
み

て
み
た

い
。
な
お
右

に
例
と
し

て
挙
げ
た

『
響
き
と
怒

り
』

と

「
女

王
あ
り
き
」

の
該
当
箇
所

に
対
す

る
新
訳

の
試

み
も
、

そ

の
論
述

の
末
尾

に
示
す

こ
と

に
し
た

い
。

三

新

訳

の

試

み

に

向

け

て

ー

「熊

狩

り

(、.戸

oo
8

「
工
仁
ヨ

.、
お
ω
ω
)
」

の
人

物

た

ち

の
言

葉

を

起

点

に

し

て

　
ら

　

こ
の
作
品

の
言
語
的
観
点

か
ら
見

た
面
白
さ

の

一
つ
は
、
別

の
機
会

に
触

れ
た
と
お
り
、

こ
の
短

い
作
品

の
な
か

に
様

々

の
言
語
が
行
き

交

い
、

そ
れ

ら
が
混

じ
り
あ

い
ぶ

つ
か
り
あ
う
有

様
を
認
め

る

こ
と
が

で
き
る

こ
と

で
あ
る
。

〈
マ
ル
チ
言
語
世
界
〉
が
展
開

す
る

の
で
あ

る
。

す

な
わ

ち
、

(
一
)

作
品

の

「
口
上
」

の
部

分

を
語

る
教
養

の
あ

る
白

人
青

年

の
言
葉

、

(
二
)

物

語

の
中

心

的
話

者

ラ
ト

リ

フ

(男
巴
「は
袖)

の
庶

民
的

な
南
部

地
方

言
葉
、
彼

の
発
話

の
な
か

に
織
り
込
ま
れ

る

(三
)

ヤ
ク
ザ
崩
れ

の
ル
シ
ウ

ス

(い
仁
o
嘗
む力
)

や

(四
)

老

黒
人

ア

ッ
シ

ュ

(》
ω
ゴ
)

の
発
す

る

一
層
強

い
託
り
を
も

っ
た
言
葉

で
あ

る
。

(五
)

そ

の
ほ
か

に
、
比
重

は
少
な

い
が
、
狩

り

に
参
加

し
た
古

老
た
ち
や
、
傷

だ
ら
け

に
な

っ
た

ラ
ト
リ

フ
に
そ

の
原

因
を
尋

ね
る
町

の
人

々
の
言
葉

が
、
様
ざ

ま

に
混

じ
り
込

ん

で
い
る
。

さ
ら

に
こ
の
作
品

の
言

語
面

の
も
う

一
つ
の
特
色

と
し

て
、

そ
れ
ぞ
れ

の
語
り
手

が

〈同

一
の
話
題
〉

に

つ
い
て
、

す
な
わ
ち

(
一
)

イ

ン
デ

ィ
ア
ン
に
対

す

る
恐
怖
と
か
、

(
二
)
過
去

の
受

難

の
体
験

に

つ
い
て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
独
自

の
言
葉

や

口
調

で
語

る
場
面

が
あ
る
、

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

そ
れ

に
よ

っ
て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
人
物

の
語
彙
、

口
調
な
ど

の
、
表

現

の
違

い
や

コ
ン
ト
ラ

ス
ト
が
、

な
お

一
層
明
確

に

示
さ
れ

る

こ
と

に
な

る
の

で
あ

る
。

以
下

で
は
そ

の
実

際

の
場
面
を
引
き
、
従
来

の
翻

訳

の
例

を
掲

げ

て
み
た

い
。

そ

の
う
え

で
、
新

し

い



翻

訳

の
た
め

の
言
語

や
方
法

に

つ
い
て
、
考

え

て
い
き
た

い
。

三

、

「イ

ン
デ

ィ
ア

ン
に
対

す
る
恐
怖
」

を
語
る
発
話

(
一
)

教
養

の
あ
る
白

人

の
青

年

の
言
葉

二
〇
代

の
白
人

の
青
年

が
、

か

つ
て
少
年
時
代

に
友
人

と

二
人

で
イ

ン
デ

ィ
ア

ン
の
築
山

で
の
キ

ャ

ン
プ

に
挑
ん
だ

が
、
結
局

一
睡

も

で

き
ず

に
帰

っ
て
き
た

こ
と
を
語

る

一
節

で
あ
る
。

吋
ゴ
巽

o
笥
器

甘

巳

帥
5

]≦
o
¢
ロ
ユ
・
》
ぴ
o
ユ
σq
目

鼻

詳

ユ
。・
白
切
b
『
0
8

己
口
合

町
Φ
邑

σq
自

賠

{ρ

…

～
弓
ゴ
碧

H
武
器

窪

吟
8

昌
b

8

日

U
①
目

o
口

恥
巳

H三

;

9

『p

§

類
三
§

吟箒

目
。
自

ユ
。
9

合

ご

曇

日

切
目

切
魯

司

二

巴

。
p
暑

甘
的
B

昆
§

Φ
暮

忌

日

5

・
亘
巨

毒

自

註

Φ
g

窪

φ

司

Φ
言

ω
ご

巴

む。
戸9

身

ω
巳

o
…

↓
冨

け
.ω
司
書

↓
弍
白
日

8

0q
げ
■
三

巴

・
①
9

巳

…

(
Φ
軌
よ

)

〔従

来

の
訳
〕

イ

ン
デ

ィ
ア

ン

の
小
山

が

あ

る
。

土

着

民

の

つ
く

っ
た

こ
の
小

山

は
意

味

深
長

な

、

そ

れ

で

い

て
な

ん

と
も

え

た

い

の
わ

か

ら

ぬ
様

子

で

そ

び

え
立

つ
。

ぼ
く

が
十

五
歳

の
と

き

友

達

と

ぼ

く

と
、

挑

戦

に
乗

っ
て
、

あ

る

日
、

ち

ょ
う

ど

日
没

と

い
う

と

き

に
…
。

野
宿

の

一
式

は
も

っ
て
き

た

の
だ

け

れ

ど
も

、

焚

火

は
し

な

か

っ
た
。

寝

具

を

の

べ
る

こ
と

も

し

な

か

っ
た
。

・:
ぽ
く

た
ち

、

そ

の
小

山

に

つ
い

て
、

そ

う

い
う

思

い
、

そ

う

い
う

感

じ

だ

っ
た
。

(Φ
⑩
上

O
)

(
「
熊

狩

り

」
、

志

村

正
雄

訳
、

冨

山

房

版

『
フ

ォ
ー
ク

ナ

ー
全

集

-

二

四
』
、

一
九

七

一
)

こ
こ
に
は
、
文
法

的
な
破
綻
も
感
情
的
な
混
乱

も

一
切

な

い
、

標
準
的

で
美
し

い
英
語
が
語

ら
れ

て
い
る
。
語

り
手

に
と

っ
て
は
恐
怖

の

一
夜

で
あ

っ
た

に
も
か
か
わ

ら
ず
、
形
容
詞

の
濫

用
も
な
く
、

殆
ど

ヘ
ミ
ン
グ
ウ

ェ
イ

の
文
体
を
見

る
よ
う
な
思

い
す
ら
さ
せ
ら
れ

る
。
原

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
新
訳
の
試
み

九
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一
〇

文

が
教

養
を
具

え
た
青
年

の
正
統
的

な
英

語

で
あ

る
だ
け

に
、
翻

訳

の
方

も
気

に
な
る
余

地

な
ど

い

っ
さ

い
な

い
適
切

な

日
本
語

と
考

え

て

よ

い
だ

ろ
う
。

(
二
)

白
人
庶

民
と

ヤ
ク
ザ
く
ず

れ

の
男

の
言
葉

こ

こ
で
は

ラ
ト

リ

フ
の
語
り

の
な
か

で
、

ル
シ
ウ

ス
の
イ

ン
デ

ィ

ア
ン
観

が
表

わ
れ

て
い
る
箇
所

を
あ

げ
た

い
。
町

の
金
持
ち
衆

の
熊
狩

り

に
同
行

し
た

ル
シ
ウ

ス
は
、
食

い
す
ぎ
、
飲

み
す
ぎ

で
し

ゃ

っ
く
り
が
止

ま
ら
な
く

な
る
。
人

の
勧

め

る
怪

し
げ
な
処
方

を
様
ざ

ま
講

じ

た
が
効

果

が
現

れ
な

い
。

そ

こ

で
、

ラ
ト

リ

フ
は
、
彼

に
イ

ン
デ

ィ
ア

ン
の
ジ

ョ
ン

・
バ

ス
ケ

ッ
ト

の
も
と

に
行

っ
て
、
彼

ら

の
療

法

に
救

い
を
求

め

る
よ

う
示
唆
し

た
場

面

で
あ
る
。

尾

羽
打

ち
枯

ら
し
た
と

は
言

え
、
白
人

ル
シ
ウ

ス
に
と

っ
て
イ

ン
デ

ィ
ア
ン
は
魑
魅
魍

魎
、

た

だ
た
だ
不

可
解

な
人

種
、
と

う

て
い
助
力

な
ど
求

め
ら
れ
る
相

手

で
は
な

い
と

い
う
思

い
が
、
彼

の
口
か

ら
出

る
場
面

で
あ

る
。

..∨
o
げ
5

切
富

村
Φ
庁
..
(
い
已
o
一己
Φ
)
c・
白
峰
・⑲
‥
..爵

Φ
日

]白
象

四
目

曽、、
冨
⑦

。。
四
竃

・
巨

8

仁
唱
豆

口
的

ω
ざ

箋

四
目
ユ

ρ
巳

9

0
江
口

堅

畠

口
『
・

吋
げ
Φ
5

げ
Φ

・n
①
喝
ω

「
』
oq
買

・り
=
口
口
Φ
目
㌔
.】
ぴ
白

ユ
o

σq

は

H
弍

法

で

↓
け
⑩
ロ

]
ぴ
Φ

臼
o
σq

は

ゴ
告

口
江

口
.⌒
ω
o
已
口
口

寓
言
Φ

げ
Φ

笥

p
切

o
叶
ぺ
甘

口

..出

ぱ

日
日
.吟
p

目

口
ロ

げ
町
Φ
『
け
四
ω
ぴq
。
叶
四
白
同

日

Φ
『
自

o
白

日

P

司

法

甘

o
叶
げ
冨

ロ
ド

国

コ

ニ

ロ
o
口
Φ
切
ξ

S
角

巳

:

:

H
。。
塁

9

・.呂

け
①
巨

、件
目

白
書

彗

.。・
σq
9

書

Φ
ヨ

・

ご

仁
ω
け
日

o
已
璃
暮

・
切
Φ
①
一
口
⑳

①
ω
ゴ
。
弍

鴫
o
ロ

ゴ
置

合
自

Φ
器

Φ
目

9

9

σq
o
叶
8

註

Φ
b
訂

o
Φ
弍

9

器

8

巳

口
出
.叶
昌
o
ω
巨

甘

目

§

冨

首

唱
o
F

。d
暮

g

巴
ロ
、ご

。
§

§

苔

・q
嘱
8

。q
:

三

古
Φ
ξ

昆

。q
自
誓

g

。
苔

Φ
艮

≦

↑富

田

司
p
巳
汀

Φ
言

書

。
[g

切
§

Φ
。・
・
邑

〔従

来

の
訳

〕

「
ジ

ョ
ン

.
バ

ス
ケ

ッ
ト
」

と

や

つ
が

言

う
。

「
あ

い

つ
ら

イ

ン
デ

ィ

ア

ン
め

」

っ
て
、

ゆ

っ
く

り

、

し

ず

か

に
、

規

則

正

し

く

し

ゃ

っ
く

り

し

な

が

ら
、

や

つ
が

言

う

。

そ
れ

か

ら
、

ま

る

で
急

に

「
行

く

も

ん

か

ー
・」

っ
て
言

う

ん

だ
。

そ
れ

か

ら
劃

で
泣

い

て

い
る

よ

う

な
声

に
な

る

ん

だ

よ
、

ほ

ん

と

う

だ

。

や

つ
、

と

び

あ

が

っ
て
、

そ

こ

に
立

っ
た
ま

ま

、

の
の

し

っ
て
る

ん

だ
・



泣

い

て
る

よ

う

な

声

で
き

。

「
こ

こ

に

い
る

や

つ
は
白

人

だ

ろ
う

と

黒

人

だ

ろ

う

と

、

お

れ

を

か

わ

い

そ

う

だ

と

思

っ
て
も

い

ね
え

ん

だ
。

…

お
れ

は
言

っ
た

ね
ー

「
し

ゃ

っ
く

り

を

し

て

い
る

の
は

お

れ

じ

ゃ
な

い
ん

だ

ぜ
。

お

れ

は

そ

う
思

っ
た
だ

け

さ
、

も

う
白

人

じ

ゃ

ど

う

に
も

力

が

お

よ

ば

な

い
と

こ

ろ
ま

で
来

ち

ゃ

っ
て

い
る

ら

し

ん

で
ね

。

だ

け

ど

お

め

え

を

山

に
行

か

し

て

そ
れ

を

止

め

て
も

ら

わ

せ

る
法

律

あ

る

っ
て
訳

じ

ゃ
な

い
」

(
コ
ー
o◎
)

二

人

の
男

の

言

葉

遣

い

は

、

「
数

」

の

一
致

(
古ゴ
Φ
口

]ロ
ユ
{知
口
切
田
]
ω
①
司
ω
)

や

、

「
格

」

(
H
と

す

べ
き

箇

所

の

日

Φ
)

や

品

詞

の

違

い

(
切
口
●
ー

ユ
Φ
白
)

は

お

構

い
な

し

。

ま

た

田

舎

に

住

む

人

々

の
庶

民

的

な

慣

用

句

(]
げ
Φ
臼
o
oq
」⌒)
、

発

音

(出
苦

白
首
.吉

富

隅
)
、

奔

放

な

語

順

(
≦
】P
Φ
『m
O
O
自
一●
b
'.峠
口
O
≦
ぱ
{叶Φ
目
口
叶F)

な

ど
を

頻

繁

に
発

し

て

い
る

。

標

準

的

な

語

法

か

ら
大

き

く

外

れ

る

表

現

そ

の
も

の

が
、

滑

稽

味

を
帯

び

て

い
る

。

先

の
白

人

の
青

年

の
言

葉

と

は

大

違

い
で
あ

る
。

ま

た
、

そ

れ

に
対

す

る

翻

訳

の
言

葉

も
、

そ

の
語

調

も

、

語

彙

も

、

語

句

の
配

列

も

異

な

っ
た

も

の

に
な

ら

ざ

る
を

得

な

い
だ

ろ

う
。

そ

の
点

で
、

従

来

の
翻

訳

に
も

、

苦

心

の
跡

は
十

分

に
見

ら

れ

る
。

た

だ
、

ラ
ト

リ

フ

の
語

調

は
少

し

穏

や
か

過

ぎ

る
よ

う

に
思

わ

れ

る

の
だ

が
。

ま

た

ル

シ

ウ

ス

の
語

り

口
も
、

も

っ
と

粗

っ
ぽ

く

て
も

よ

い
か

も

し

れ

な

い
。

三
、

一
一

「ル
シ
ウ

ス
に
よ
る
黒
人
暴
行
事
件
」

を
語
る
発

話

「
熊

狩

り
」

と

い
う

作

品

は
、

(
一
)

ル

シ
ウ

ス

の
止

ま

ら

な
く

な

っ
た

し

ゃ

っ
く

り

の
物

語

と

い
う

、

ト

ー

ル

.
テ

ー

ル

じ

み

た

「
ア

メ

リ

カ

ン

・
ユ
ー

モ

ア
」

に
溢

れ

た

物

語

で
あ

る

が
、

話

は

そ

こ
だ

け

で

は
終

わ

ら

な

い
。

こ
れ

は

、

(
二
)

ラ

ト

リ

フ
の
好

意

が

お

互

い

に

と

っ
て
裏

目

に
出

る

「
ど

ん

で
ん
返

し

と

ア

イ

ロ

ニ
ー
」

の
物
語

で
あ

る
。

し
か

し

こ
れ

に

は
さ

ら

に
ウ

ラ
が

あ

っ
て
、

(三
)

黒

人

の

ア

ッ

シ

ュ
が

過
去

に
受

け

た

傷

を

、

今

復

讐

す

る

と

い
う

「
人

種

問

題

に
か

ら

む

怨

恨

」

の
物

語

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

こ

の
作

品

は

く
一
度

で
三

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
新
訳
の
試

み

一
一
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一
二

回

面

白

い
〉

物

語

で
あ

る
。

(
そ

し

て
さ

ら

に
も

う

一
つ
の
面
白

さ

が
、

(
四
)

「
マ
ル
チ
言

語
世

界

の
言

語

そ
れ

ぞ
れ

の
衝

突

」

の
物

語

な

の

で
あ

る
)

こ
こ

で
は
、

右

の

(
三

)

に
相

当

す

る
内

容

で
、

黒

人

の

ア

ッ
シ

ュ
が

二
〇

年

前

に
ル

シ
ウ

ス
に
暴

行

を
受

け
た

と

い
う

同

一
の
事

柄

に

つ
い
て
、

「
口
上
」

の
語
り

手

と

ア

ッ
シ

ュ
の
二
人

が
語

っ
て
い

る
と

こ
ろ
を

検

討

し

て
み
た

い
。

(
一
)

白
人
青
年

の
言
葉

白

人

の
青
年
が

「
口
上
」

の
箇
所

で
、
若

い
こ
ろ
の
ヤ
ク
ザ
な
ル
シ
ウ

ス
が
仲
間
と
黒
人

の
教
会

に
暴
れ

こ
ん

で
、

物

で
あ

っ
た
シ

ャ
ツ
の
カ
ラ
ー
に
、
タ
バ

コ
の
火
を
押

し
付

け

て
台
無
し

に
し
た
浪
籍
事
件
を
語

る
場
面

で
あ
る
。

黒
人
青
年
た
ち
の
宝

吋
冨

(
2
①
σq
『
o
-)
巳

o
巳

o
司
器

釦
吟
四

三
Φ
oq
『
0

9

日

号

四
hΦ
綱

目
=
Φ
切
埣
o
§

8

≦
ロ

H
口

許

Φ
日

江

ω
叶
o
〔
拝

庄

o
行
司
o
犀

o
註

ロ
Φ
凹

①
づ
口

冒

自
民

切
o
p
ユ
ω
:
≒
o
ユ
Φ
β
唱

≦
詳
げ

口
口

弍
白

豆
ω
9

院

知
づ
口

守
Φ
ω
巨

司

法

n
{oq
旬
日

三

コ
口

富

匠
5
σq
爵

o
家
Φ
σq
8

0
昌
Φ
O
司

O
白
Φ
.
け
Φ
δ

夢

o
ぴ
自

三

目
σq
巳
σq
隅

Φ
ロ
ユ
切
吟
o
日

Φ
O
o
勺
巳

四
『
8

=
巨

o
江

o
o
=
隅

切
o
h
芽

Φ
口
恥
喝
二

$

<
巨

σq

$

昌

く
」9

■日
。口
口
o
書

名

#
『

.

.(
忠

-
白
)
.

〔
従

来

の
訳

〕

ピ

ク

ニ

ッ
ク

は

町

か

ら

数

マ
イ

ル

は

な

れ

た

黒

人

教

会

で

行

わ

れ

た

。

そ

の

最

中

に

…

が

ピ

ス
ト

ル

を

抜

き

、

新

し

い
葉

巻

タ

バ

コ

に
火

を

つ
け

て
馬

で
乗

り

つ
け

た

。

黒

人

の
男

を

ひ

と

り

ず

つ

つ
か

ま

え

て

、

燃

え

て

い

る

葉

巻

の
先

を

当

時

流

行

の

セ

ル

ロ
イ

ド

の

カ

ラ

ー

に

お

し

つ
け

、

そ

の

犠

牲

者

の
首

に

ふ

い

に

ヒ

微

か

な

、

痛

み

の
な

い
、

炭

素

の
輪

の

刻

印

を

…

。

青
年

の
言
葉
は
先

の
イ

ン
デ
ィ

ア
ン

・
マ
ウ
ン
ド

の
体
験

の
語
り
と
同
様

に
、
的
確

で
ク
ー
ル
な
表
現

で
あ

る
。
仮

に
教
科
書

の
英

語
と

し

て
採
用
し

て
も
、
文

部
科
学

省

の
検
定

は
何

の
問
題

も
な
く
パ

ス
す

る
よ
う
な
英

語

で
あ
る
。

声

に
出

し

て
読

み
た

い
英
語

で
あ

る
。



(
た
だ
、
青
年

の
言
葉

の
ク

ー
ル
さ

は
、

黒
人

の
悲

し
み

へ
の
無
感
覚
と

い
う

こ
と
も
表

し

て
い
る
か
も
し
れ
な

い
が
)
。
翻

訳

の
表
現
も
、

前
述
と
同
様

に
適
切
な
も

の
と
思

わ
れ
る
。

(
二
)

黒

人

(当

の
被

害

者

)

の
語

り

ー

こ
れ
は
も
う
、
も
う

一
つ
の
外
国
語
ー
.

「
口
上
」

を
語

る
教
養

の
あ
る
青
年

の
語
り
と
同
じ
内

容

の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
、
黒
人

で
し
か
も
年
老

い
た
人
物

が
語

る
と
、

ど
ん
な
言
葉

で
・
ど
ん
な
語
調

で
語
る

こ
と

に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
以
下

に
見

る
よ
う

に
、
同

じ

ス
ト
ー
リ
ー
が
、
殆
ど
別

の
語
彙

で
別
様

に
語

ら
れ

て

い
る

こ
と

は
、

こ
の
作
品

の
も
う

一
つ
の
見
処
、
読

み
処
な

の

で
あ

る
。

O
目
白

台
目

Φ
ぽ

妻

認

知

宮

o
巳

ρ

田

吟
≦
窃

巴

8

0q

菖
ヨ

①
言

書

曽
陰

↓
弍
Φ
昌
昌

町
Φ
肖

ω
ロ
oq
ρ

出
o

武
器

知

鴫
ε

昌
oq

白
き

9

員

…

自

p
仁
ぽ

2

妻
ロ
詳
Φ
日
§

ー

】
罎

ぽ

g

目
Φ
一

昔

『
ぽ

已
℃
匡

口
Φ
峠
聴
む・
8
}o
o
巳

旧

o
。
仲合

5

巳
oq
oq
Φ
房

8

Φ
巴

恥
昌
昌
Φ
白
田
亘
已
『
白
①
口
…

国
津

弍
g

宮
目

口
知
庁
げ
β
『
昌
[
日
日
Φ

(品

)

〔従

来

の
訳
〕

む

か

し

ピ

ク

ニ

ッ
ク

が

あ

っ
た

で
す
。

ず

っ
と

昔

の

こ
と

だ

っ
た

で
す
。

二
十

年

も

前

の

こ
と

に
な

る

で
す
。

そ

の

こ
ろ
・

あ

の
ひ

と

は
若

か

っ
た

で
す

が

、

ピ

ク

ニ

ッ
ク

の

の
さ

い
ち

ゅ
う

に
、

あ

の

ひ
と

と

…

も

う

一
人

の
白

人

一

名

は
忘

れ

ち

も

う

た

で
す

ー

三

人

が

ピ

ス
ト

ル

も

っ
て
馬

で
乗

り

つ
け

て
、

一
人

ず

つ
わ

し

ら

黒

人

を

つ
か

ま

え

て
、

(わ

し

ら

の
カ

ラ

ー

を
)

焼

い

て

し
も

う

た
、

あ

の
人

だ

っ
た

で
す
、

わ

し

の
を

焼

い
た

の
は
。

(o◎
凱
)

ア

ッ
シ

ュ
の
発

話

が
標

準

の
語

法

と

ど

れ

ほ
ど

異

な

っ
て

い
る
か

は
、

い
ち

い
ち
指

摘

す

る

ま

で
も

な

い
だ

ろ

う

(ま

た
、

白
人

の
庶

民

の
ラ

ト

リ

フ

の

口
調

と

も

相

当

に
違

っ
て

い

る

こ
と

も

、

言

う

ま

で
も

な

い
)
。

む

し

ろ
、

こ

の
事

件

を

語

っ
た

先

の
青

年

の
言

葉

が
、

こ

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
新
訳

の
試
み

一
三
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一
四

こ
で
外
国
語
と
言

っ
て
も

い
い
ほ
ど
の
も

の
に

〈
翻
訳
〉

さ
れ

て
、
見
事
な

コ
ン
ト
ラ

ス
ト
を
み
せ
て
い
る

こ
と

に
瞠
目
し
た

い
。

一
方

そ

の
翻
訳

の
方

を
見

る
と
、
『
響
き
と
怒
り
』

で
翻
訳
さ
れ
た
黒
人

の
人
物

た
ち

の
言
葉
ほ
ど

の
強

い
論

り
は
表
さ
れ

て
い
な

い
。

だ
が
、
従

来

の
黒
人

た
ち

の
ロ
に
乗

せ
ら
れ

て
い
た
方
言

め

い
た

口
調
が
避
け
ら
れ
た
分
だ
け
、

む
し
ろ
言
葉

の
リ
ズ

ム
感

が
少
な
く
な

っ
て
い
る
よ

う
に
思

え
な

い
だ
ろ
う
か

(も

っ
と
も
訳
者

は
、
老
黒
人
が

〈
ル

シ
ウ

ス
に
対
し

て
行
き
過
ぎ
た

こ
と
を
し
た
〉

と
い
う
自
省

め

い
た
意
識

を
も

っ
て
い
る

こ
と
を
表

そ
う
と
し

て
、

こ
の
言

い
澱

ん
だ
よ
う
な
表
現
を
意
図

し
た

の
か
も
し
れ
な

い
が
)
。

四

新
し
い
翻
訳
の
試
み

四

、

「熊
狩
り
」
を
時
代
小
説

の
語
調

で

〈
マ
ル
チ
言
語
世
界
〉

の
物
語

「
熊
狩

り
」

の
従
来

の
翻
訳
を

一
瞥

し

て
も
、

や
は
り

そ
の

「
経
年
対
応
」

が
求

め
ら
れ

て
い
る
ら
し

い

こ
と
は
、
確

か
な
よ
う

で
あ

る
。
な
お
筆
者
が

こ
の
よ
う
な

こ
と
を
考

え
る
以
前

の
あ
る

一
時
期
、
勤

務
校

の
文
学
部

で
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の

「
講
読

」
を
担
当

し
、
本
作
品
を
読

ん
だ

こ
と
が
あ
る
。

そ

の
折

の
ク
ラ

ス
で
、

ラ
ト
リ

フ
の
発

す
る

一
人
称

の

「
1
」

を
ど

の
よ
う

に
翻

訳
す
る
か
と
質
問

し
た

こ
と
が
あ

っ
た
。

回
答

に
は
、
「
お
れ
」

や

「
わ
し
」

と

い

っ
た
も

の
が
多

か

っ
た
が
、

一
人

の
学

生
が

〈
江
戸

の

町
人

の
よ
う
に
き

っ
ぷ

の
よ
さ
が
感
じ

ら
れ
る

の
で
、
「
わ
た
し

ゃ
」

が
よ

い
と
思

う
〉
と
書

い
て
あ

っ
た

(
K

.
長
津
、

一
九
九

三
年
)
。

以
来

こ
の
こ
と
が
、
筆
者

の
念
頭
を
絶
え
ず
よ
ぎ
る

こ
と
に
な

っ
た
。

だ
が
、

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

の
翻
訳
を
、
「
時
代
小
説
」

の
言
語

で
試

み

た
ら
と

い
う
主
題

に

つ
い
て
は
、
今

日
ま
で
考

え
及
ば
ず

に
き

て
い
た
。

だ
が
今
回

「
熊
狩
り
」

の
多
様
な
人

種
、
階
級
や
、

そ
れ

に
伴

う
様
ざ
ま

の
文
体
を
改

め

て
考

え
て
み
る
と
、
わ
が
国

の
時
代

小
説

の
多

様

な
階
級
や
職
業
を
も

っ
た
人

々
の
言
葉

は
、
南
部

の
社
会

の
人
た
ち

の
言
葉

を
写
し
取
る

の
に
、

よ
く
適

し
て
い
る
よ
う
に
思

え

て
く

る



の
で
あ
る
。

な
お
名

翻
訳
者

に
関

す

る
伝
説

の
な
か

に
は
、
翻

訳

の
文
体
を
磨

く
た

め

に
古

典

や
名
文
家

の
文
章

に
学

ん
だ
と

い
う
話

に
こ

と
欠

か
な

い
。
生
島

遼

一
は
、
『
三
銃

士
」
を
翻
訳

し
た
と
き

は
吉

川
英
治

の

『
新

平
家

物
語
』

に
、

『
ク

レ
ー
プ

の
奥
方

』

の
翻
訳

に
は
与

謝

野
晶
子

の

『
新

訳
源
氏
物

語
』

に
学
ん

だ
と

い

っ
た
よ

う
な

(河

野

一
郎

『
翻
訳
上

達
法
』
、

一
五
六
ー

七
。

ま
た
文
体

を
磨

く

た
め

に

名

文
家

の
文
章

に
学

ぶ

こ
と

は
、

普
通

に
よ
く

あ
る

こ
と

で
、
名

エ

ッ
セ
イ

ス
ト

の
林

望

は
森

鴎
外

と
北
杜
夫

に
学

ん
だ
と

の
こ
と

(
『
芸

術

力

の
磨

き
方
』
、

二

一
四
)
。

つ
ま

り
、
文

体

の
課

題

に
直

面

し
た
と
き
、
古
典

や
時

代
小
説
的

の
文
章

の
有
効
性

は
、

や
は
り
検

討

に
値

す

る

こ
と

の
よ
う

で
あ

る
。

四
、

二

な
ぜ
時
代

小
説
な

の
か

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

の
翻

訳
を

「
時
代
小
説
」

の
言
葉

を

用

い
て
試

み
た

ら
ど
う

か
、
と

い
う
課
題
を
改

め

て
考

え

て
み
た
と
き
、

そ

の
有
効

性

の
第

一
の
根
拠

は
、

フ
ォ
ー
ク

ナ
ー

の
作

品

の
背
景

に
な

っ
て
い
る
時
代

が
、

日
本

の
時
代
小
説

の
年
代

や
空
気

に
重
な

る
と

こ
ろ
が
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
作
品

の
背

景
は
主
と

し

て
、

一
八
三

〇
年
頃

か

ら
、
南
北
戦

争
後

の
時
代

を
経

て
、

一
九

三
〇
年

ご

ろ

に
及

ぶ
も

の
で
、

江
戸
時
代
末
期

か

ら
明
治
、
大

正
を
経

て
、

昭
和

の
始

め

の
頃

に
当

る
。

そ
れ

は
、

こ
の
国

の
時
代
小
説

が
好

ん

で

背
景

に
設
定
す

る
時
期

の

一
つ
で
あ

る
か

ら
。
第

二
に
は
、
前

述

の
と
お

り
、

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

の
世
界

に
は
、

様
ざ
ま

の
人

種
が
混
在

し

て

い
る
。
さ

ら

に
南

部

の
裕
福

な

(
或

い
は
落

ち
目

の
)
貴
族

階
級

の
人

々
か

ら
、
極
貧

の
農
夫

や
召
使

い
ま

で
多
様

な
階
級

が
存
在

す
る
。

そ
れ

は
時

代
小
説

の
城
主
、
家

老
、
武
士
、
浪

人

か
ら
、

様
ざ
ま

の
商
人

や
職
人
、
農
民

、
さ

ら
に
は
芸

人

や
渡
世
人

ま

で
、

あ

る

い
は
奥

方

か
ら
姫

君
、
妻
女
、
新
造

、
女
中
、

子
供
と

い
う
ふ
う
な
、
様
ざ

ま

の
タ

イ
プ

の
人
物

た
ち
が

い
て
、

そ
れ

ぞ
れ

に
別

の
言
語

を
用

い
て

い
る
と

い
う

こ
と

に
通
じ

る
も

の
が
あ
る
。
ち

な
み

に
、

そ

の
語
法

の
多
様

さ
を

よ
く
示

す

一
例

と
し

て
、
時
代

小
説

の
な
か
か
ら
階
級
別

の

一
人
称
と

二
人

称

の
呼
称

の
趣

く

一
端

を

あ
げ

て
み
よ

う
。

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
新
訳
の
試
み

一
五
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ノ 、

 

一
、

二
人

称

の

い
ろ

い

ろ

身

分

殿
様

(奥
方
)、
僧

御
家
人
、
侍

(お
方
)

商
人
、
町
人
(お
内
儀
、
新
造
)

下
男
、
下
女

無
頼
者
、
渡
世
人

田
舎
者

芸
人

子
供

(時

代

小

説

か

ら

)

一

人

称

わ

し
、
お

れ
、

わ
た
く

し
、
拙
僧

そ
れ
が
し
、

手
前

、
身

共
、
手

前

わ
た
く
し
、

拙
者

、

お
り

ゃ

わ
た
し
、
手

前
、

わ

っ
し
、

あ
た
し
、

お

い
ら
、

あ

っ
し
、
俺

、
あ

た
く

し

お
れ
、
あ

た
し

オ

レ
、

お

い
ら
、

わ

っ
し
、

あ

っ
し

お
ら

あ
た

(
く
)
し
、

お

い
ら
、

わ

っ
ち

あ
た

い
、

お

い
ら

二

人

称

お
身
、

貴
公

、
お
許

、
お
主

、
貴

様
、

そ
ち
、

そ

の
方

、
御
坊

お
手
前

(
様
)
、

そ

こ
も
と
、

そ
な

た
、
貴

公
、

そ

の
方
、

御
仁

貴
方
、

お
前

(さ

ん
)
、

お

の
れ
、

う

ぬ
、

貴
様

あ
な

た
様
、

お
前

さ
ま
、

こ
の
御

仁
、

旦
那
、

あ

に
さ

ん
、

わ

れ
、
お

か
し

ら
、

お

ま
は

ん
、

お

め
え
、

お

の
れ
、

う

ぬ
、
お
前

さ

ん
、

あ

ん
た

O
O

さ

ん
、

O
O

ち

ゃ
ん

て
め
え
、

あ

に
い
、

お
め
え
、
親

分
、

野
郎

、
奴
、
姐

さ
ん
、
お
阿
兄

い
さ
ん

お

め
え

兄

さ
ん
、

兄
さ

ま
、

お
ま

は
ん
＼

ぬ
し
さ

ん

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

の
世
界
を
時
代
小
説

の
言
葉
を
使

っ
て
翻
訳
す
る

に
あ
た

っ
て
、
第

三

の
有
効
性

は
、

そ
の
言
葉

が
今

日
で
も
お
馴
染
み

で
親

し
み
易

い
表
現

で
あ
る
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。
実
際
そ

の
用
語
は
右

の
表

に
見

る
と
お
り
旧

い
も

の
で
は
あ
る
が
、
今

日
の
時
代
小
説

の
な
か
ば
か
り

で
な
く
、

テ
レ
ビ
や
映
画

の
時
代
劇
と
か
、
落
語

や
芝
居
な
ど
で
も

い

つ
で
も
聞

い
た
り
耳

に
し

て
い
る
も

の
だ
か
ら
。

そ

し

て
最
後

に
第
四
番
目

に

(
で
は
あ
る
が
、
意
味

は
小
さ
く
な
く
)
、

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

の
小
さ
な

田
舎
町

に
住
む
人

々
と
、
時
代
小
説

の
な

か

に
生
き

る
人

々
の

一
途

に
生
き
る
姿

の
共
通
性

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
時
代
小
説

の
根
本

に
あ

る
も

の
は
、
小
さ
な
藩

に
生
き

る
平
凡

な

侍
や
市
井

の
人

々
の
懸
命

に
生
き
る

モ
ラ
ル
が
描

か
れ

て
い
る

(関
川
夏
央
、
『
お
じ
さ
ん
は
な
ぜ
時
代
小
説
が
好
き
か
』
)
。
貧

し

い
著

た

ち

の

「
お
互

い
が
頼
り
、
自
分

の
我
を
張

っ
て
は
生
き
ら
れ
な
い
」
と

い
う
知
恵
が
あ
る
。

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
世
界

で
も
、

こ
の
こ
と
が
人

々



の
日
常

の
根
本

に
あ

る
。

そ
し

て
、
時

と
し

て
こ
の
よ
う
な
倫

理
や
知
恵

を
も
た
な

い
人
物
た
ち

の
、
余
り

に
も
切

な

い
孤
独

や
壮
絶
な
崩

　
り
　

壊

の
有
様
が
描
き
出
さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
な
観
点

の
も
と

に
、

実
際

に
ど

の
よ
う
な
翻
訳

に
な

る
の
か
、
幾

つ
か
試

み

て
み
る

こ
と

に
し
よ
う
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
先

に

「
熊
狩

り
」

で

「
従
来

の
翻
訳
」
と
し

て
引
用
し

た
も

の
に
別
訳
を
試

み

て
み
た

い
。

た
だ
し
、
青
年

の

「
口
上
」

の
箇

所

の
言
葉

は
、

原

典

の
言
葉

と
同
様

に
翻
訳

も
、

「
経
年

対
応
」
を
必
要

と
し
な

い
正
統
的

な
表
現
な

の
で
割

愛
す

る
。

そ
し

て
さ

ら

に
そ

の
あ
と
引
き
続

き
、

前
述

の

『
響
き
と
怒
り
』

と

「
女
王
あ

り
き
」

の

〈気

が
か
り
な
〉

と
記
し
た
箇
所

に

つ
い
て
同
様

の
試

み
を
し

て
み
よ

う
。

四
、

三

「熊

狩

り

」

の
試

訳

(
一
)

イ

ン
デ

ィ
ア

ン

に
対

す

る

恐
怖

ー

ラ
ト
リ

フ
と
ル
シ
ウ

ス
の
発
話

ラ
ト
リ

フ
は
田
舎
町
を
巡
り
歩
く
人

の
好

い
巡
回
商
人

で
、

こ
の
辺

り

の
農
夫

や
町
民

と
同
様

の
、
奔
放

な
語
り

口
を
も

っ
て
い
る
。
先

に
引

い
た
、

〈
江
戸

の
町
人

の
よ
う
な
き

っ
ぷ
の
よ
さ
〉

を
感

じ
取

っ
た
学
生

の

コ
メ

ン
ト
は
当

っ
て

い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
彼

の
語
り

の
な

か
に
出

て
く

る
ル
シ
ウ

ス
は
、
粗
雑

で
感
情
的

な
物
言

い
を
す
る
人
物

の
よ
う

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
時

代
小
説

の
な
か

で
も

や
や
粗

っ
ぽ

い

言
葉
遣

い
を

す
る
町
人

や
職
人
、

あ
る

い
は
無
頼
者

の
言
葉

を
用

い
て
み

て
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。

☆

ラ

ト

リ

フ
と

ル

シ
ウ

ス

の
言

葉

〔前

述

三
、

一

(
二
)

の
試

訳

〕

「
ジ

ョ
ン

・
バ

ス
ケ

ッ
ト

の
畜

生

が

何

で

え
!
」

ル

シ
ウ

ス
は
申

し

ま

し

た

ぜ
。

「
イ

ン
デ

ィ

ア

ン

の

べ
ら

坊

め

が
」

と

ね
。

し

ゃ

っ
く

り

は

い
く

ら
抑

せ

え
た

っ
て
ゆ

っ
く

り

と
何

度

も
出

て
ま

し

た

ぜ
。

奴

っ
こ
さ

ん
出

し

ぬ

け

に
言

い
や

が

り

ま

し

た
。

「
お

り

ゃ

あ
死

ん

だ

っ
て
行

き

ゃ

あ
し
ね

え

や

な

!
」

と

さ
。

奴

っ
こ
さ

ん

の
声

と

き

ち

ゃ
あ
泣

き
声

っ
た

っ
て

い

い
く

れ

え
の
も

ん

で
さ

。

お

つ
立

っ
て

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
新
訳

の
試
み

一
七
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一
八

泣

い

て
る

み

て

え
に
わ

め

き

や

が

っ
て
さ

。

「
こ

こ

に
居

や

が

る

野
郎

共

(
ど

ま

あ
)

白

人

も

黒

人

も

あ

っ
た

け

え

血

の

一
滴

も

ね

え

奴

ら

だ

ぜ
」

…
。

わ

た

し

ゃ
言

っ
て
や

り

や

し

た

ね
、

「
し

ゃ

っ
く

り

し

て

る
奴

っ
て

え
の
は

わ

た

し

じ

ゃ
ね

え
ん
だ

。

な

あ

に
、

白

人

じ

ゃ

手

が
出

ね

え
と
思

っ
た

か

ら

ち

ょ
い
と

別

の
計

ら

い
を

教

(
お

せ
)

え
て
や

っ
た
だ

け

じ

ゃ
あ

ね

え
の
か
。

も

っ
と
も

お

前

(め
え
)
を

・.・

す

る

っ
て
え

定

(き
)
め

が

あ

る
わ

け

じ

ゃ
ね

.凡
が

ナ
」

(
二
)

ル
シ
ウ

ス

に
よ
る
黒
人

暴
行
事
件

ー

-
老
黒
人
ア
ッ
シ
ュ
の
発
話

こ
れ
も

ラ
ト

リ

フ
の
語
り

の
な
か

で
引
用
さ
れ

る
言
葉

で
あ

る
が
、

ア

ッ
シ

ュ
の
発
し
た
言
葉

そ
の
も

の
の

〈生

(
な
ま
)
の
〉
引
用
と

考
え

て
よ

い
。
黒
人
特
有

の
説

り

の
強

い
言
葉

な

の
で
、
時
代
小
説

の
な
か

で
あ
れ
ば
、
職
人
、
下
男

・
下
女
、

下

っ
ぱ

の
渡
世
人
、
芸
人

と

い

っ
た
人

々
の
言
葉

を
用

い
て
み
た
い

(時
代
小
説

の
な
か

に
も
地
方

の
田
舎

に
住

み
託

り

の
強

い
言
葉

を
発
す
る
人

々
も
登
場
す

る
。

だ
が
、

そ

の
言
葉

は
今

日
の
青

年

た
ち
に
は
馴
染

み
が
薄

い
の
で
、
あ
え

て
現
代

で
も
分
り
易

く
思
わ
れ
る
語
彙
を
用

い
た

い
)
。

☆

ア

ッ
シ

ュ
の
言

葉

〔前

述

三
、

二

(
二
)

の
新

訳
〕

い

つ
だ

っ
た

か
、

ピ

ク

ニ

ッ
ク

っ
て

の
が

ご
ざ

ん

し

た
。

へ
い
、

二
〇

年

も

前

(め
え
)

の

こ
と

で
ご

ざ

ん

す
。

あ

の

こ
ろ

の
奴

さ

ん

は

ま

だ

お

若

け

え

お

人

で
ご

ざ

ん

し

た
。

そ
れ

に
も

う

一
人

の
お
若

け

え

お
人

が

一

一
名

前

(な
め
え
)
な

ん
ざ

あ
覚

え

ち

ゃ

い
ね

え

で

ご
ざ
ん
す

が

ー

ピ

ス
ト
ル
を
ぷ
ん
回

(め

え
)
し

な
が
ら
馬

に
乗

っ
て
お

い
で
な
す

っ
て
、

あ
た
し

ら
黒
人

を
と

っ
摘
め

え

て
シ
ャ
ツ

の
カ

ラ

ー

に
火

を

つ
け

た

ん

で
ご

ざ

ん

す

。

…
あ

の
お

人

が

わ

し

の
大

事

(
で
え
じ
)
な

宝

を

台

(
で
え
)
な

し

に
し

た

ん

で
ご

ざ

ん

す

。

以
上
が

「
熊
狩

り
」

か
ら

の
該
当
箇
所

の
試
訳

だ
が
、
従
来

の
翻
訳

に
比

べ
る
と
、
町
人

口
調
、
江
戸

っ
子

口
調
と

で
も
言
う

べ
き

か
、



か
な
り
元
気

(気

っ
ぷ
)

の
い
い
喋
り
方

に
な

っ
て

い
る

(
こ
れ
が
果

た
し

て
ア
メ
リ
カ

の
南
部

人

の
語

り

口
に
あ

っ
て
い
る
か
ど

う
か
と

な

る
と
、

い
さ
さ
か
不
安

で
は
あ
る

が
…
)
。
続

い
て
、
前
述

の

「
二

従
来

の
翻

訳

に

つ
い

て

ー

「
新

訳
を
試

み
さ

せ
る

一
要
因
」

の
項

で
、
『
響

き

と
怒

り
』

の
従
来

の
訳

を
と
り
あ
げ

て
、

「
気

に
な

る
と

こ
ろ
」

と
述

べ
た
箇
所

に

つ
い

て
も
、
試

訳
を
示

し
た

い
。

四
、

四

「響

き
と
怒

り
』

の
試

訳

黒
人

の
言

葉

の
訳

語

に

つ
い
て
は
、

そ
れ

が
婦

人

や
少
年

の
場
合

で
あ

っ
て
も
、

「
熊

狩
り
」

の
ア

ッ
シ

ュ
の
場
合

と
同

様

に
町
人

や
職

人

、
下
男
、

下
女
た
ち

の
使

う
言
葉

を

用

い
て
み
た

い
。

☆

デ

ィ
ル

シ

ー
と

ラ

ス
タ

ー

の
言

葉

〔前

述

二
、

(
一
一

二
)

の
新

訳

〕

(
1
)

(
2
)

「
わ
た
し

ゃ
始

め
と
終

(
し
ま
)

い
を
見

た

の
さ
」

「
お
前

に
そ
ん
な

こ
と

お
や
り
な

っ
て
若

旦
那
は

い

つ
申

し
な
す

っ
た

の
さ
。

そ
り

ゃ
正
月

の
時

の
話
じ

ゃ
な
か

っ
た

の
か

い
」
、

デ

ィ

ル

シ

ー

は
言

っ
た

。

「
み

な

の
衆

の
起

き

て

く

る
前

(
め

)

た
。

え
に
ち

ょ

っ
く

ら
下

見

し

た

か

っ
た

ん

で
さ

」

ラ

ス
タ

ー
が

言

っ

(
3
)

「
「
う

め

く

の

や
め

な

よ
」
、

ラ

ス
タ

ー

は
言

っ
た
。

「
奴

ら

が
来

ね

え

か

ら

っ
て
、

オ

レ

に

ゃ
来

さ

せ

る

な

ん

て

こ
た

あ

で
き

ね

え

目

。

お
前

(
め
)

え
さ
ん
が
黙

ら
ね

え
と
お
ば
あ

ち

ゃ
ん
…
」

四
、

五

「女

王
あ
り
き
」

の
試

訳

こ
の
場
面

で
語

っ
て
い
る
ナ

ー
シ
サ

は
、

南
部

の
名
門

の
旧
家

の
息

子

の
未
亡
人

で
あ

る
。

そ

の
彼
女

が
夫

の
大
叔

母

に
向

か

っ
て
、

ラ

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
新
訳
の
試
み

一
九
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二
〇

ブ

レ
タ
ー
を
奪

回
し
た

い
き
さ

つ
を
弁
明

口
調

で
、

語
る

シ
ー
ン
で
あ

る
。
文
脈

の
う
え

で
は
、
彼
女

は
畏
ま

っ
た

口
調

で
語

っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

そ

の
意
味

で
も
、
今

日

の
普
通

の
婦

人

の
使

う
言
葉

よ
り
も
、

も
う
少

し
上
品

で
気
取

っ
た

口
調

の
方

が
相
応

し

い
の
で
は

な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
時
代
小
説

の
な
か

で
も
、
旗
本

の
奥
方

や
姫
君

の
言
葉

や
彼
女

た
ち

に
仕

え

て
い
る
お
女
中

の
言
葉

は

い
か
が

だ
ろ
う
か
。

☆

ナ
ー
シ
サ

の
言
葉

〔前
述

二
、

二

(
三
一

二
)

の
新
訳
〕

(
1
)

わ
た
く
し
は
惰
分
長

い
あ

い
だ
気

が
狂

い
そ
う

で
ご
ざ

い
ま
し
た
。
世
間

の
方

々
が
、
と
く

に
殿
方

が

そ
れ
を
お
読

み
遊
ば

し
て
、

わ
た
く
し

の
名
前

や
…
何
度

も
繰

り
返

し
拝
見

し

て
い
た
わ
た
く
し

の
視
線

の
動
き
ま

で
お
見
通

し

に
な

っ
て
…
。

(
2
)

お
金

で
買

い
戻
さ

せ

て
頂

く
わ
け

に
は
参

ら
な

い
こ
と
は
よ
く
承
知
致
し

て
お
り
ま

し
た
。

で
す
か
ら

メ

ン
フ
ィ
ス
ま

で
参

っ
た

の

で
ご
ざ

い
ま
す
。

(殿
方

は
ど
ち

ら
も
同
じ
、

お
バ
カ
さ

ん

で
す
わ
)

わ
た
く
し

は
ど
う
し

て
も
手

紙
を
お
返

し
頂

き
た

い

一
心

で
ご

ざ

い
ま

し

た
。

で
す

か

ら

あ

の
よ

う

に
致

す

し

か
手

立

て
が

ご

ざ

い

ま

せ

ん

で
し

た
。

こ
と

に
よ

っ
て
…
。

以
上

の
数
例

の
試
み
か
ら
判
断

で
き
る

こ
と
は
、
時
代
小
説

の
多
様
な
語
彙

や
語
法

を
用

い
る
と
、
語

っ
て
い
る
人
物

の
身

分
や
感
情

を
、

従
来

の
翻
訳

の
訳
語

よ
り
も
、

一
層
豊

か

に
伸

び
や
か

に
表
現

で
き

る
と

い
う

こ
と
だ
ろ
う

(
も

っ
と
も
、
時
代
小
説

の
言
葉

の
語
法

に
正

確

に
沿

っ
て
い
る
と

い
う
前
提

の
も
と

の
こ
と
だ
が
。

た
だ
同
じ
語
り
手
が
、
相
手

の
身
分

の
上
下

や
男
女
差
あ

る

い
は

そ
の
と
き

の
感

情

に
よ

っ
て
、

語

り

口
が

ど

の
よ
う

に
変
化

す
る
か
と

い

っ
た

こ
と

に

つ
い
て
、
筆
者

は
ま

っ
た
く
確
信

が
も

て
な

い
の
だ

が
)
。

ま
た
、

時

代
小
説

の
語
法

や
用
語
を
用

い
れ
ば
、
黒
人

や
無
教
養

な
人

々
の
言
葉
も
、
偏
見

を
持

た
れ

て
い
る
地
域

の
方
言

め

い
た
言
葉

に
、
依
存

し

な
く

て
も
よ

い
。

そ
し
て
、
人
物

そ
れ
ぞ
れ

の
言
葉

に
、
従
来

の
訳
語
以
上

の
リ
ズ
ム
感
を
添

え
る
こ
と
が

で
き

る
し
、
生
き

て
肉

体
を
も

っ



た
人
間

の
言
葉

の
も

つ
味
わ

い
や
面
白

さ
を
、
幾

分
な
り
か
加
味
す

る

こ
と
が

で
き
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
原
文
を

「
勝
手

に
判
断

し

て
、

訳
文

に
妙
な
匙
を
入

れ
る
と
、

…
そ

こ
だ
け
む
し

ろ
安

っ
ぽ

く
高
級

な

こ
と
を
し
た

つ
も
り
が
、

も

っ
さ
り

と
野
暮

な
味
付

け

に
な

っ
て
い
る
」

こ
と
が
あ

る

の
で
、

「
い
ら

ぬ
手
出
し

を
し
な

い
こ
と
」

が
肝
要

だ
と

い
う
名

翻
訳
家

の

一

節

が
あ

る

こ
と

は
、
銘

記
し

て
お

か
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

(鴻

巣
友
季
子
、

二
六

)
。

と

は
言

え
、

原
典

に
よ

っ
て
は
、
翻

訳
も
面
白

み

の

な

い
も

の
に
終

わ
る
こ
と
も
案

じ
ら
れ
る
。
翻
訳
を
す
る
人

の
迷

い
や
悩

み
は
、
尽
き
る

こ
と
が
な

い
。
実
際
、
右

の
翻
訳
家
自
身
も
、

シ

ェ

イ

ク

ス
ピ

ア
の
名

訳
者

小

田
島
雄
志

の
こ
ん
な
言
葉

も
載

せ

て
い
る
。

内

容

を

そ

の
ま

ま

翻

訳

し
た

の

で
は
、

コ

コ

ロ
が

震

え

な

い
。

内

臓

に

こ
な

い
と

思

っ
た

と

き

に
は
、

内

容

よ

り
言

葉

遊

び

の

ほ
う

が

大

事

だ
と

、

あ

え

て
誤

訳

を

し

て

で
も
、

ダ

ジ

ャ
レ
を

い
か

し

た

ん

で
す
。

そ
れ

で
、

ア
カ
デ

ミ

ッ
ク

な
人

た

ち

か

ら

は
ず

い
ぶ
ん

叩

か

れ

た

…
。

、

(
同
、

六

四

)

五

言
語
の
地
域
性

に
つ
い
て
1

谷
崎
潤

一
郎

「卍
』
を
め
ぐ

っ
て

た
と
え
ば
大

阪
言
葉

を
使

う
人
物
を
表

現
す

る
た
め

に
、

〈
そ

の
人

が
大

阪
弁
を
喋

る
だ
け

で
は
不

十
分

で
あ

る
〉

と

い
う
問
題

は
、

河

野
多
恵

子

の

『
卍
』
論

に
詳

し
く
述

べ
ら
れ

て

い
る

(『
谷
崎
文
学

と
肯
定

の
欲
望
』
)
。

『
卍
』

は
谷
崎

が
関

西

に
移
住
後
、
関
西

の
女
性

を

語
り
手

に
し

て
書

い
た
最
初

の
作
品

で
あ

る
。

し
か
も
、

そ
れ
を
先
ず
雑
誌

『
改
造
』

に
連
載

し
た
第

一
回
目

は
、
標
準
語

で
書

か
れ

て
い

る
。
河
野
多
恵
子

は
、

そ

の
オ
リ
ジ
ナ
ル

の

『
卍
』

(第

一
回
目
)

の
文
体

を
、
「
語
り
手

に
通

わ
し

い
見
事

な
も

の
」

で
あ
り
、

」
方
大

阪

言
葉

に
移
し
変
え

た
現
行
版

『
卍
』

の
語
り
手

の
女
性

は
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
判

と
は

「
年
齢

も
、
過
去
も
、
環
境

も
、
さ

ら

に
聞

き
手

の

く
先

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
新
訳
の
試
み

一
二



明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻
四

一
〇
号

(
二
〇
〇
六

・
九
)

生
〉

と

の
間
柄

ま

で
相
違

の
あ

る
夫

々
別

の
女

性
が
想
像

さ

れ
そ
う

で
あ

る

の
冒
頭

の

一
〇
行
余

り

の
う
ち

の

一
部

を
写

し

て
み
よ
う
。

(
一
六

)
」

と

述

べ

て

い

る
。

二
二

そ

こ
に
引

用
さ
れ
た

双
方

の
版

〔オ
リ
ジ
ナ

ル

『
卍
』
〕

先
生
、
わ
た
く
し
今

日
は
す

っ
か
り
聞

い
て
頂
く

つ
も
り

で
伺

ひ
ま
し
た
ん

で
す
け
れ
ど
、

で
も
あ

の
、

…
…

折
角

お
仕
事

中

の
と

こ
ろ
を
お
宜
し

い
ん

で
ご
ざ

い
ま
す

の
?
そ
れ

は
そ
れ
は
詳

し
く
申
し
上
げ

ま
す
と
實

に
長

い
ん

で
ご
ざ

い
ま
す

聞

。

ほ
ん
た

う

に
わ
た
く
し
、

せ
め

て
も
う
少
し
自
由

に
筆

が
動

き
ま

し
た
ら
、
自

分

で

こ
の
事

を
…
。

(
傍
線
引

用
者

)

〔現
行

版

『
卍

』
〕

先

生
、

わ
た
し
今

日

は
す

っ
か
り
聞

い
て
も

ら
ふ

つ
も

り

で
伺

ひ
ま
し
た

の
ん

で
す
け

ど
、

折
角

お
仕
事
中

の

と

こ
か
ま

ひ
ま
せ
ん

で
す

や
ろ
か
?

そ
れ

は
そ
れ

は
委

し

い
に
申

し
あ
げ

ま
す
と
實

に
長

い
の
ん

で
、

ほ
ん
ま

に
わ
た
し

せ
め

て
も
う

少

し
自
由

に
筆
動

き
ま

し
た
ら
、
自

分

で
こ
の
事

…
。

(傍
線

引
用
者
)

確

か
に
、

河
野

の
指
摘

を
念

頭

に
二

つ
の
テ
キ

ス
ト
を
読

み
比

べ
る
と
、

オ
リ

ジ
ナ

ル
版

の
語
り
手

の
女
性

は
良
家

の
若
夫
人

で
、
し
か

も
先
生

に
対

し

て
幾
分

か
甘

え

て
い
て

い
る
よ
う

な
語
り

口

で
あ
る
。

一
方

現
行
版

で
語

っ
て
い
る
女
性

は
、

(京

都

や
大
阪

に
七

、
八
年

し
か
住
ん
だ

こ
と

の
な

い
)
筆
者

に
も
、

か

つ
て
お
世
話

に
な

っ
た

〈
下
宿

の
お
ば
さ

ん
〉

に
似

た
よ
う
な
、
中
流
家
庭

の
婦
人
を
連
想
さ

せ
る

口
調

を
も

っ
て
い
る
。

河
野

は
、

現
行
版

の
婦

人

の

こ
と
を
さ

ら

に
大
胆

に
、
「
先
生

の
嘗

て

の
乳

母

の
よ
う
な
人
物

で
、

そ

の
後

も

永
く
同
家

に
奉
公

を
し
、
数
年

前

に
大

分

の
年
齢

で
職
人

か
何
か

の
後

妻

に
入

っ
た
と

い
う
よ
う

な
女

性

の
話

し
ぶ
り

(
二

四
)
」

と
述

べ

る
。

そ
し

て
そ

の
よ
う
な
語
調

の
原
因

の
多

く
を
、
作

品
を
大
阪
言
葉

に
下
訳
し
た
女
性

の
故

と
し

(
そ

の

一
人

は
岡
山
あ

た
り

の
出
身

で

大
阪

の
女

子
専
門

学
校

を
出

た
人
)
、

ま
た

そ

の
箇
所

に

つ
い
て

の
河

野
自
身

に
よ
る
試
訳

を
示
し

て
い
る
。

ち
な

み

に
、

河
野

訳

の
冒
頭

の

一
文

は
次

の
と

お
り

で
あ
る
。



先
生

(
せ
ん
せ
)
、

わ
た
し
今

日
は
す

っ
か
り
聞

い
て
頂

こ
と
思

い
ま
し

て

(或

い
は

〈
聞

い
て
頂
き

た
う

て
〉
)

伺

ひ
ま
し
た

の
で
す

け
れ
ど
、

で
も
あ

の
、

…
…
折
角

お
仕
事
し

て
な
さ

る
と

こ
ろ
を
か
ま
致
し
ま
せ
ん
か
し

ら
?

(
二
九
)

さ
ら

に
河
野
多
恵
子

は
、
『
改
造
』
版
オ
リ
ジ
ナ
ル

『
卍
』

の
言
葉
遣

い
に

つ
い
て
、

「
用
語
は

一
応
標
準
語

で
あ

っ
て
も
、

そ
の
択
び
方
、

取
り
合

わ
せ
方
、
配
列

の
仕
方

が
独

特

で
、

そ

こ
に
大

阪
言
葉

以
上

に
大
阪
言
葉

の
調
子

(
ト
ー

ン
)
が
漂

う

三

九
)
」

と
述

べ
、

さ

ら

に
井
上
靖

や
佐

田
稲
子

の
標
準
語

に
よ

る
関
西
言
葉

の
例
も
引

い
て

い
る
。

な
お
ま
た
、
例

え
ば
、

「
つ
い
」
、

「
う

っ
か

り
」
、

「
失
礼

し

ま

し
た
」
、

と

い
う
発
話

で
も
、
関
西

風

の
語
調

の
場
合

に
は
、

語
順

が
変

っ
て
く
る
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
も
論
じ

て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

「
地
域
性
」

を
抜
き

に
す

れ
ば
、
標

準
語

で
あ

っ
て
も
、

い
か

よ
う

に
も
そ
れ

ぞ
れ

の
土
地

の
言

語
ら
し
さ
を
生

み
出

す

こ
と
が

で
き

る
、

と

い
う

こ
と
を
論
じ

て
い
る

の
で
あ
る
。

(右

の
言
葉
を
、
関
西

の
婦

人
風

に
言
え
ば
、
「
失
礼

し
ま
し
た
、

つ
い
、

う

っ
か
り
」

と

い
う
語

順

に
な
る
と

い
う
、

一
九

)

こ
の
こ
と
は
、

フ
ォ
ー
ク

ナ
ー

の
南
部

の
言
葉
遣

い
や
、
様
ざ
ま

の
階
級

の
人

々
の
言
葉

の
翻
訳
を
考
え
る
際

の
ヒ

ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
訳
者

は

い
か

に
も

そ
れ

ら
し

い
地
域
語
を
用

い
な
く

て
も
、
翻
訳
が
可
能

で
あ

る
と

い
う

こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

だ

か

ら
南
部

の
地
域
語
だ

か
ら
と
か
、
黒
人

の
言
語
だ
か

ら
と
言

っ
て
、
た
と
え
ば
東
北
地
方
と
か
九

州
地
方
と
か
と

い

っ
た
、
ど

こ
か

一
定

の
地
域

の
方
言

の
よ
う
な
語
法

に
拘

る
必
要

が
な

い
と

い
う

こ
と
な

の
で
あ

る
。

テ
ク

ス
ト
の
な
か

の
地
域
固
有

の
語
り

口
も
、
翻
訳

の
語

句

の
選
択
、

配
列
、
結

び

つ
き

に
よ

っ
て
、
標
準
語

の
語
彙

よ

っ
て
で
あ

れ
、
時
代
小
説

の
語
彙

に
よ

っ
て
で
あ
れ
、
表
現
す
る

こ
と

は
可

能

な

の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、

フ
ォ
ー
ク
ナ

ー
作
品

の
翻
訳

に
あ

た

っ
て
は
、
前
述

と
お
り
他

の
諸
条

件
、
す

な
わ
ち
、

三

)
時

代
背

景

、

(
二
)
多
様
な
語
彙
、

(
三
)

馴
染

み

の
言
葉
、

(
四
)
主
題

の
類
似

と

い

っ
た
、

そ

の
他

の
条

件

で
も
補
な
う

と

こ
ろ

の
あ
る

「
時
代

小
説
」

の
言
葉
を
用

い
る
意
義

は
十

分

に
あ
る
だ
ろ
う
。

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
新
訳
の
試
み

二
三



明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻
四

一
〇
号

(
二
〇
〇
六

.
九
)

二
四

翻

訳
を
美
女

(と
か

そ
う

で
な

い
人
)

に
喩

え
る
言
葉

と
か
、

ス
ポ

ー

ツ
の
競

技
や
音
楽

の
演
奏

に
喩
え

る
例

は
事
欠

か
な

い
。
実
際

翻

訳

に
関
す
る
論
義

は
尽
き

る

こ
と
は
な

い
。

翻
訳
と

は
、

そ
れ
だ

け
大
変

で
困
難
な
仕
事
な

の
で
あ

ろ
う
。
本
稿

で
は
、

そ
う

い

っ
た
議
論

に
屋
上
屋

を
重

ね
る

こ
と
を
避

け

て
、

た
だ

フ
ォ
ー
ク

ナ
ー
の
翻

訳

の

「
経
年
対
応
」
と

い
う
観
点

だ
け
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ

の

〈
新
訳
を
時
代

小
説

の
言
葉

で
試
み

て
み
た
ら
ど
う
か
〉

と

い
う
提
案

に
は
、

そ
れ
な
り

の
根
拠
と
意
味
や
新
し
さ

が
あ

る
と

い
う

こ

と

に

つ
い
て
は
、

い
さ
さ
か
論
を
進

め
る

こ
と
が

で
き
た

の
で
は
な

い
か
と
思

う
。

注(
1
)

本
稿

は
、
「
日
英
言
語
文
化
研
究
会

(A
J
E
Ｌ
C
)
」
第
6
回
研
究
会

(
二
〇
〇
六
年
四
月
二
〇

日
、
明
治
大
学
)

に
於

い
て
発
表
し
た
も

の
に
、

加
筆
修

正
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
。

な
お
、

そ
の
際
、
当
初
筆
者
も

「翻
訳
の
経

年
劣
化
」
と

い
う
用
語
を
用

い
て
い
た
が
、
会
場
か
ら
そ
の
語
法
が

「建
築
物

や
器
物
等

に
よ
り
多
く
用

い
ら
れ
る

〈経
年
劣
化
〉
と
は
、
多
少
意
味
が
異
な
る

の
で
は
な

い
か

(
M

.
森
住
)
」
と

い
う
疑
義
を

い
た
だ
い

た
。

そ
こ
で
本
稿

で
は
、
翻

訳
の

「経
年
対
応
」
と
い

っ
た
表
現
を
用

い
た

い
と
思
う
。

(
2
)

こ
の
語
句
は

「村
上
春
樹
現
象
」
を
論

じ
た

『
日
本
経
済
新
聞
」

(二
〇
〇
六
年
四
月

一
六
日
、
朝
刊
)

の
コ
ラ
ム
か
ら
。
な
お
、
「村
上
春
樹
現
象
」

の
凄
さ

は
、
彼

の
作
品
が
世
界
三
〇
ケ
国
以
上

で
翻
訳
さ
れ
、
中

国
本
土

で
も

『
ノ
ル
ウ

ェ
イ
の
森
』

は
累
計

一
〇
〇
万
部
も
読
ま
れ

て
い
る
と
か
。

(も

っ
と
も
、

二
〇
〇
四
年

の
時
点

で
、

こ
の
数
字
を
示
し

て
い
る
記
事
も
あ

る
が

〔「中
国
的

〈村
上
春
樹
熱
〉
」
『讃
費
新
聞
』
二
〇
〇
四
年

一
一
月

二
〇
日
〕
ま
た
台
北

に
は

こ
の
名
前

の
喫
茶
店
が
三
軒

も
あ
る
そ
う

で
あ
る
。
な
お
、
ク
ー
ル

.
ジ

ャ
パ

ン
現
象

が
巷

で
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
の
は
・
二
〇
〇
六
冬
季
五
輪
の
フ
ィ
ギ

ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
競
技
で
金
メ
ダ
ル
を
と

っ
た
荒
川
静
香
選
手

(と
、
そ
の
イ
ナ
バ
ウ
ア
ー
の

「ク
ー
ル

・
ビ

ュ
ー

テ
ィ
ー
」
)

に
負

う
と

こ
ろ
が
大
き

い
だ
ろ
う
。

(3
)

こ
の
短
編
集
が
新
潮
文
庫
版

で
出
さ
れ
た
同
じ
年

の
八
月

に
、
同
じ
訳
者

に
よ
る
角
川
文
庫
版
短
編
集

(「
エ
ミ
リ
ー
の
薔
薇

〔他
四
篇
〕
』
が
出
さ

れ

て
い
る
。

(4
)

(
一
)
～
(三
)

の
よ
う
な

コ
メ
ン
ト
は
多
数
あ

っ
た
が
、
特

に

(
四
)

は
、

M

・
石
渡

(千
葉
県
出
身
)
、

(五
)

は
、
K

.
黒
木
に
よ
る
。

な
お
、

方
言
と
思

え
る
翻
訳
語

に
よ
る
も

の
の
ほ
か

に
も
、
「
ダ
ジ

ャ
レ
を
漢
字

で
処
理

し
て
い
る
部
分
が
多

い
」
渡
辺

一
夫
訳

の
ラ
ブ

レ
ー
も

「読
め
な

い

と
い
う
世
代
が
増
え

て
い
る
」
と

い

っ
た
現
象

に
も
留
意

し
て
お
き
た

い

(丸
谷
、

二
〇
〇
五
)。



(5
)

拙
稿

「
マ
ル
チ
言
語
社
会

の

「
し

ゃ

っ
く
り
物
語
」
1

司
自

民
目
窪

の

這

b」
8
『
出
口
昌
『

に

つ
い
て
ー

」
(『
明
治
大
学
教
養
論
集
』、
通
巻
四
〇

七
号
、

二
〇
〇
六
年
三
月
)
、
三
三
1
六
五
頁
。

(
6
)

例
え
ば

「
エ
ミ
リ

ー

へ
の
薔
薇
」

の

エ
ミ
リ
ー
は
そ

の
端
的
な
例
だ
ろ
う
。
若

い
読
者

の
な
か

に
は
、
「
彼
女

の
孤
独

は
余
り

に
痛

々
し
く
、

た
だ

可
哀
想
と
言

う
だ
け

で
は
済
ま
さ
れ
な

い
ほ
ど
切
な

い
」
と
言
う
人
も

い
る

(
E

.
矢
澤
)
。
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正
雄
訳

「熊
狩
り
」

(冨
山
房
、

一
九
七

一
)

、

、
籠

目
直
太
郎

『
エ
ミ
リ
ー
の
薔
薇
』

(角
川
文
庫
、

一
九
五
五
)

、
籠

目
直
太
郎

『
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
短
編
集
』

(新
潮
文
庫
、

一
九
五
五
、

一
九
九
九
改
版
)

ナ
ボ

コ
フ

・
U
、
若
島
正

課

『
ロ
リ
ー
タ
』

(新
潮
社
、

二
〇
〇
五
)

ス
タ
イ

ン
ベ

ッ
ク

・
」
、
大
久
保
康
雄
訳

『
ス
タ
イ

ン
ベ

ッ
ク
短
編
集
』

(新
潮
文
庫
、

一
九
九

三

〔改
訂
版
〕
)

河
野
多
恵
子

『
谷
崎
文
学
と
肯
定

の
欲
望
』
(中
公
文
庫
、

一
九
八
〇
)

河
野

一
郎

『
翻
訳
上
達
法
』

(講
談
社
、

一
九
九

二
)

関
川
夏
央

『
お
じ
さ
ん
は
な
ぜ
時
代
小
説

が
好
き
か
」

(岩
波
書
店
、

二
〇
〇
六
)

鴻
巣
友
季
子

『
翻
訳

の
コ
コ
ロ
』
(ポ
プ
ラ
社
、

二
〇
〇
三
)

田
口
孝
夫

「文
化

の
溝

ー
1
異
文
化
を
ど
う
翻
訳
す
る
か
」

(『
日
英
語

の
比
較

-

発
想

・
背
景

・
文
化

〔奥
津
文
夫
教
授
古
希
記
念
論
集
〕
』
H
英
言
語

文

化
研
究
会
編
、
三
修
社
、
二
〇
〇
五
)

フ
ォ
ー

ク

ナ
ー

の
新

訳

の
試

み

二
五



明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻
四

一
〇
号

(二
〇
〇
六

・
九
)

二
六

中
村
保
男

『
名
訳
と
誤
訳
』

(講
談
社
、

一
九
八
九
)

野
崎

歓

『
谷
崎
潤

一
郎
と
異
国

の
言
語
』

(人
文
書
院
、

二
〇
〇
三
)

林

望

『
芸
術
力

の
磨
き
方
』

(文
春
新
書
、
二
〇
〇
三
)

丸
谷
才

一
ほ
か

「
(鼎
談
)
決
定
版
。
世
界
文
学
全
集
を
編
集
す
る
」

(『文
芸
春
秋
』
、
二
〇
〇
五
、

向
井

敏

『
海
坂
藩

の
侍

た
ち
』

(文
春
文
庫
、

一
九
九
八
)

村
上
春
樹

「翻
訳

の
経
年
劣
化

に

つ
い
て
」

(『請
賃
新
聞
』
、
二
〇
〇
六
年

一
月

一
二
日
、
夕
刊
)

米
原
万
理

『不
実
な
美
女
か
、
貞
淑
な
醜
女
か
』

(新
潮
文
庫
、

二
〇
〇

一
)

一
月
増
刊
号
)

そ
の
他
、
時
代
小
説
の
言
葉
遣

い
に

つ
い
て
は
、
次

の
作
家

の
作
品
を
参
考

に
し
た
。

池
波
正
太
郎
、
藤
沢
周
平
、
山
本
周
五
郎
、
岡
本
綺
堂
、
平
岩
弓
枝
、
山
本

一
力
、
諸

田
玲
子
、

三
遊
亭
円
生

の

「人
情

噺
集
」
な
ど
。

柴
田
連
三
郎
、
川
口
松
太
郎
、
久
保
田
万
太
郎
、
そ
し
て

(
い
け
う
ち

・
ま
さ
な
お

政
治
経
済
学
部
教
授
)


