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は
じ
め
に

　
日
本
の
古
典
文
学
が
本
格
的
に
海
外
に
翻
訳
・
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
十
九
世
紀
後
半
で
あ
る
が
︑
そ
の
過
程
や
書
誌
︑
海
外
で
の
受
容
や
評
価
に

つ
い
て
は
埋
も
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
︒
例
え
ば
﹃
竹
取
物
語
﹄
は
一
八
八
八

年
の
デ
ィ
キ
ン
ズ
に
よ
る
翻
訳
が
最
古
と
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
だ
が
︑
抄
訳

と
は
い
え
そ
れ
以
前
に
ラ
ン
ゲ
に
よ
る
翻
訳
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る（

1
）

︒﹃
源
氏
物

語
﹄
の
よ
う
に
存
在
感
の
大
き
な
作
品
で
さ
え
︑
一
九
二
五
年
に
刊
行
が
開
始

さ
れ
た
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
に
よ
る
著
名
な
翻
訳
に
ば
か
り
注
目
が
集
ま

り
︑
そ
の
四
十
年
以
上
も
前
の
一
八
八
二
年
に
試
み
ら
れ
た
末
松
謙
澄
に
よ
る

翻
訳
は
さ
ほ
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た（

2
）

︒
古
典
研
究
全
体
の
国
際
化
が
求
め

ら
れ
て
い
る
昨
今
︑
そ
の
一
つ
の
基
盤
と
も
な
り
う
る
古
典
の
翻
訳
を
め
ぐ
る

研
究
に
つ
い
て
は
︑
大
い
に
進
展
が
俟
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒

　
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
︑
初
め
て
﹃
土
佐
日
記
﹄
を
英
訳
し

た
フ
ロ
ー
ラ
・
ベ
ス
ト
・
ハ
リ
ス
（Flora Best H

arris

︑
一
八
五
〇
︱
一
九
〇
九
）

に
つ
い
て
︑
そ
の
評
伝
と
訳
業
の
成
立
事
情
を
中
心
に
検
討
す
る
︒
抄
訳
も
含

め
る
と
﹃
土
佐
日
記
﹄
は
そ
の
後
も
W
・
G
・
ア
ス
ト
ン
（
一
八
九
九
）︑
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
N
・
ポ
ー
タ
ー
（
一
九
一
二
）︑
G
・
W
・
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
一
九
五
五
）︑

ア
ー
ル
・
マ
イ
ナ
ー
（
一
九
六
九
）︑
ヘ
レ
ン
・
C
・
マ
ッ
カ
ラ
（
一
九
八
五
）

な
ど
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が（

3
）

︑
ハ
リ
ス
に
よ
る
も
の
は
最
も
古

く
︑
な
お
か
つ
完
訳
で
あ
る
︒
し
か
も
ハ
リ
ス
は
︑
一
八
八
二
年
︑
一
八
九
一

﹃
土
佐
日
記
﹄
英
訳
こ
と
は
じ
め

︱
︱
フ
ロ
ー
ラ
・
ベ
ス
ト
・
ハ
リ
ス
の
業
績

大
野
ロ
ベ
ル
ト
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年
︑
そ
し
て
死
の
翌
年
で
あ
る
一
九
一
〇
年
と
︑
三
度
も
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
英

訳
を
世
に
問
う
た
︑
史
上
唯
一
の
翻
訳
者
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
興
味
深

い
事
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
本
稿
で
も
後
述
す
る
よ
う
に
︑
ハ
リ
ス
に
つ
い
て

正
面
か
ら
扱
う
研
究
は
皆
無
に
ひ
と
し
い
︒

　
原
文
と
対
照
さ
せ
た
場
合
︑
ハ
リ
ス
の
訳
文
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る

の
か
︒
そ
の
特
徴
か
ら
は
︑
何
が
読
み
取
れ
る
の
か
︒
そ
し
て
何
よ
り
︑
訳
文

は
三
度
の
試
み
を
通
じ
て
︑
ど
の
よ
う
に
彫
琢
を
施
さ
れ
た
の
か
︒
こ
れ
ら
の

問
い
は
︑
い
ず
れ
も
掘
り
下
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま

で
未
知
で
あ
っ
た
人
物
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
足
跡
と
業
績
を
整
理
す
る
だ
け
で

も
︑
相
当
の
紙
幅
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
訳
文

の
質
的
問
題
に
本
格
的
に
踏
み
込
む
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
︑
本
稿
は
そ
の

た
め
の
助
走
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
最
初
に
明
言
し
て
お
き
た
い
︒
む
し
ろ
本
稿

で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
周
縁
化
さ
れ
て
い
た
ハ
リ
ス
を
︑
ジ
ャ

パ
ノ
ロ
ジ
ー
黎
明
期
に
正
し
く
位
置
づ
け
る
こ
と
に
注
力
し
よ
う
︒
と
く
に
後

段
で
詳
述
す
る
よ
う
に
︑
一
八
八
二
年
と
い
う
早
い
時
期
に
﹃
土
佐
日
記
﹄
が

翻
訳
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
行
研
究
で
は
特
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
で
あ

り
︑
こ
れ
に
よ
り
﹃
土
佐
日
記
﹄
英
訳
の
﹁
こ
と
は
じ
め
﹂
は
︑
従
前
の
理
解

よ
り
も
九
年
ほ
ど
早
ま
る
こ
と
に
な
る
︒

一
　
ハ
リ
ス
の
生
涯

　
ハ
リ
ス
の
伝
記
資
料
は
乏
し
い
︒
一
書
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
は
︑
管

見
の
か
ぎ
り
山
鹿
旗
之
進
（
一
八
六
〇
︱
一
九
五
四
）
に
よ
る
﹃
は
り
す
夫
人
﹄

（
教
文
館
︑
一
九
一
一
）
の
み
で
あ
る
︒
他
に
新
谷
武
四
郎
が
刊
行
し
た
私
家
版

の
資
料
が
二
点
あ
る
が
︑﹃
ハ
リ
ス
夫
人
訳
　
土
佐
日
記
﹄（
一
九
七
三
）
は
ハ

リ
ス
に
よ
る
英
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄（
一
八
九
一
年
版
）
の
複
写
に
︑
新
谷
自
身
に

よ
る
日
本
語
へ
の
﹁
重
訳
﹂
と
︑
簡
単
な
解
説
を
添
え
た
も
の
で
あ
り
︑
ま
た

﹃
ハ
リ
ス
夫
人
詩
集
﹄（
一
九
七
一
）
も
ハ
リ
ス
の
死
後
に
出
版
さ
れ
た
詩
集

Poem
s

の
和
訳
で
あ
る
こ
と
か
ら（

4
）

︑
伝
記
資
料
と
し
て
の
価
値
は
低
い
︒
た
だ

し
ハ
リ
ス
の
夫
で
︑
知
名
度
で
は
遥
か
に
優
る
ハ
リ
ス
監
督
に
つ
い
て
は
︑
主

に
宣
教
団
の
歴
史
を
取
り
上
げ
る
資
料
な
ど
に
そ
の
活
動
の
一
端
が
記
録
さ
れ

て
お
り
︑
こ
れ
ら
を
補
助
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
以
下
︑
基
本
的
に

は
﹃
は
り
す
夫
人
﹄
に
拠
る
形
で
論
を
運
ぼ
う
︒
な
お
本
稿
で
は
︑
あ
く
ま
で

研
究
対
象
で
あ
る
ハ
リ
ス
を
そ
の
姓
で
呼
び
︑
夫
の
こ
と
は
フ
ァ
ー
ス
ト
・

ネ
ー
ム
で
メ
リ
マ
ン
と
記
す
︒

　
ハ
リ
ス
は
一
八
五
〇
年
三
月
十
四
日
︑
米
国
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
の
ミ
ー
ド

ヴ
ィ
ル
に
生
ま
れ
た
︒
出
生
時
の
フ
ル
ネ
ー
ム
は
フ
ロ
ー
ラ
・
リ
デ
ィ
ア
・
ベ

ス
ト
で
あ
る
︒
父
は
信
心
深
い
医
師
で
あ
っ
た
︒
幼
時
か
ら
病
弱
で
あ
っ
た
た

め
︑
一
八
六
二
年
に
は
よ
り
よ
い
環
境
を
求
め
て
州
内
の
祖
母
の
家
に
移
っ
て
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い
る
︒
当
然
の
ご
と
く
信
仰
の
篤
い
少
女
と
な
っ
た
ハ
リ
ス
だ
っ
た
が
︑
文
学

に
も
愛
着
が
深
く
︑
ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
な
ど
を
愛
読
し
た
︒
一
八
七
一
年
に
は

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
女
子
大
学
か
ら
学
士
号
を
受
け（

5
）

︑
そ
の
後
ア
レ
ガ
ニ
ー
大
学
か

ら
も
文
学
士
の
学
位
を
得
た
と
い
う
︒
こ
の
頃
に
は
す
で
に
外
国
で
の
伝
道
に

憧
れ
︑
と
く
に
中
国
を
訪
れ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
た
︒
す
る
と
折
よ
く
幼
馴

染
み
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
の
宣
教
師
︑
メ
リ
マ
ン
・
コ
ル
バ
ー
ト
・
ハ
リ

ス
（
一
八
四
六
︱
一
九
二
一
）
に
︑
日
本
へ
の
伝
道
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

二
人
は
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
一
八
七
三
年
十
月
に
結
婚
︑
す
ぐ
に
日
本
へ
と
向

か
っ
た
︒

　
同
年
十
二
月
十
四
日
に
横
浜
港
へ
着
い
た
夫
妻
は
︑
翌
年
に
な
っ
て
か
ら
最

初
の
伝
道
地
で
あ
る
函
館
へ
赴
任
し
て
い
る
︒
当
時
︑
外
国
人
は
ま
だ
き
わ
め

て
め
ず
ら
し
く
︑
奇
異
の
視
線
を
向
け
ら
れ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
︑
ハ
リ

ス
は
む
し
ろ
現
地
人
に
対
す
る
西
洋
人
の
粗
暴
な
態
度
に
衝
撃
を
受
け
︑
早
く

も
生
涯
を
貫
く
日
本
人
へ
の
愛
情
を
育
み
始
め
た
と
い
う
︒

　
一
八
七
六
年
に
な
る
と
︑
ク
ラ
ー
ク
博
士
と
し
て
知
ら
れ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ス
ミ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
（
一
八
二
六
︱
一
八
八
六
）
が
札
幌
農
学
校
の
教
頭
と
し

て
赴
任
し
︑
そ
の
感
化
を
受
け
て
多
く
の
若
者
が
受
洗
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
︒

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
﹁
札
幌
バ
ン
ド
﹂
の
形
成
期
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
ク
ラ
ー
ク

に
依
頼
さ
れ
生
徒
た
ち
の
信
仰
を
導
い
た
の
が
︑
他
な
ら
ぬ
メ
リ
マ
ン
で
あ
っ

た（
6
）

︒
有
名
な
例
と
し
て
は
一
八
七
八
年
六
月
二
日
︑
新
渡
戸
稲
造
（
一
八
六
二

︱
一
九
三
三
）
と
内
村
鑑
三
（
一
八
六
一
︱
一
九
三
〇
）
が
メ
リ
マ
ン
に
よ
っ
て

受
洗
し
て
い
る
︒

　
一
方
の
ハ
リ
ス
も
︑
メ
リ
マ
ン
を
妻
と
し
て
支
え
た
だ
け
で
は
な
く
︑
自
ら

女
子
教
育
に
注
力
し
た
︒
夫
婦
で
設
立
し
た
日
々
学
校
（D

ay School

）
に
︑
地

域
の
牧
師
や
実
業
家
︑
政
治
家
な
ど
の
家
庭
か
ら
︑
婦
女
を
生
徒
に
迎
え
た
の

で
あ
る
︒
さ
ら
に
ハ
リ
ス
は
日
本
の
教
育
制
度
の
不
備
を
訴
え
る
記
事
﹁
如
何

に
し
て
婦
人
を
救
う
べ
き
か
﹂H

ow
 are W

e to Reach the W
om

en?

を
︑
米
国

メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
女
性
海
外
伝
道
協
会
の
機
関
紙
﹃
ヒ
ー
ザ
ン
・
ウ
ー
マ

ン
ズ
・
フ
レ
ン
ド
﹄
に
投
稿
し
て
い
る
が（

7
）

︑
こ
れ
が
呼
び
水
と
な
っ
て
教
師
が

派
遣
さ
れ
る
な
ど
し
た
結
果
︑
今
日
も
函
館
に
あ
る
遺
愛
学
院
の
基
礎
が
確
立

さ
れ
た（

8
）

︒

　
と
こ
ろ
が
一
八
七
七
年
秋
︑
生
来
病
弱
で
あ
っ
た
ハ
リ
ス
は
健
康
を
害
し
て

し
ま
う
︒
妊
娠
中
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
思
い
切
っ
て
帰
国
し
︑
十
二
月

二
十
一
日
︑
地
元
ミ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
で
無
事
に
女
児
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
を
出
産
し
た
︒

そ
し
て
翌
年
十
月
︑
は
る
ば
る
迎
え
に
来
た
夫
と
共
に
汽
船
ペ
キ
ン
号
に
乗
り

込
み
︑
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
再
び
日
本
を
目
指
し
た
︒
し
か
し
こ
の
旅
の

途
中
︑
夫
婦
を
悲
劇
が
襲
う
︒
十
月
十
七
日
︑
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
が
船
中
で
急
死

す
る
の
で
あ
る
︒

　
や
や
先
走
り
に
な
る
が
︑
こ
の
よ
う
に
船
旅
に
臨
ん
で
娘
を
喪
っ
た
経
験
は
︑

や
は
り
滞
在
先
で
亡
く
な
っ
た
幼
い
女
児
の
死
を
嘆
く
︑﹁
亡
児
哀
悼
﹂
と
い

う
主
題
を
持
つ
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
触
れ
た
と
き
に
︑
ハ
リ
ス
に
こ
と
さ
ら
深
い

感
慨
を
与
え
た
も
の
だ
ろ
う
︒
ハ
リ
ス
が
生
涯
を
通
じ
て
︑
そ
れ
も
他
の
テ
ク
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ス
ト
に
ほ
と
ん
ど
目
移
り
す
る
こ
と
な
く
︑
ひ
た
す
ら
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
向
き

合
っ
た
背
景
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
個
人
的
事
情
が
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

蛇
足
な
が
ら
︑
同
じ
く
幼
い
男
児
を
喪
っ
た
近
世
の
国
学
者
︑
富
士
谷
御
杖

（
一
七
六
八
︱
一
八
二
四
）
が
や
は
り
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
研
究
に
向
か
っ
た
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
こ
の
日
記
文
学
の
受
容
の
一
つ
の
あ
り
方
が
見
え
て
く

る（
9
）

︒
　
さ
て
悲
し
み
を
抱
え
な
が
ら
も
︑
夫
妻
の
使
命
は
続
く
︒
函
館
か
ら
東
京
へ

と
居
を
移
し
た
ハ
リ
ス
と
メ
リ
マ
ン
は
︑
一
八
八
〇
年
に
は
国
内
伝
道
旅
行
へ

出
か
け
て
い
る
︒
と
く
に
京
都
滞
在
は
︑
す
で
に
日
本
文
学
へ
の
関
心
を
強
め

て
い
た
ハ
リ
ス
を
喜
ば
せ
た
︒
同
地
で
は
同
志
社
大
学
を
設
立
し
た
新
島
襄

（
一
八
四
三
︱
一
八
九
〇
）
や
︑
こ
れ
に
協
力
し
︑
後
に
第
二
代
の
学
長
と
な
る

宣
教
師
ラ
ー
ネ
ッ
ド
（
一
八
四
八
︱
一
九
四
三
）
な
ど
と
も
交
流
し
た
︒

　
伝
道
旅
行
か
ら
戻
る
と
︑
ハ
リ
ス
は
築
地
明
石
町
に
創
設
さ
れ
た
青
山
女
学

院
の
前
身
︑
海
岸
女
学
校
の
教
師
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
女
子
は
手
に
職
を
つ

け
る
こ
と
で
自
立
が
可
能
に
な
る
と
い
う
考
え
か
ら
︑
再
び
女
性
海
外
伝
道
協

会
に
対
し
て
寄
付
を
訴
え（

10
）

︑
女
学
院
の
手
芸
部
を
青
山
手
芸
学
校
と
し
て
独
立

さ
せ
る
資
金
を
集
め
て
い
る（

11
）

︒
因
み
に
現
在
の
青
山
学
院
は
︑
一
八
七
四
年
に

や
は
り
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
伝
道
師
で
あ
っ
た
ド
ー
ラ
・
ス
ク
ー
ン
メ
ー
カ
ー

（
一
八
五
一
︱
一
九
三
四
）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
女
子
小
学
校
に
端
を
発
す
る
︒

ハ
リ
ス
夫
妻
も
一
九
〇
五
年
以
降
︑
青
山
学
院
内
の
監
督
住
宅
で
生
活
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
︑
同
学
院
と
の
ゆ
か
り
に
は
深
い
も
の
が
あ
る
︒

　
海
岸
女
学
校
に
着
任
し
た
頃
に
は
︑
ハ
リ
ス
は
す
で
に
訓
話
を
行
え
る
ほ
ど

日
本
語
に
習
熟
し
て
い
た
と
い
う
︒﹃
は
り
す
夫
人
﹄
に
は
︑﹁
夫
人
の
最
初
の

和
学
の
教
師
は
神
某
と
い
ふ
人
で
あ
つ
た
が
︑
後
ち
に
は
何
人
の
推
薦
に
や
里

見
某
と
い
へ
る
老
人
に
つ
き
て
修
め
ら
れ
﹂
と
あ
る（

12
）

︒
こ
の
﹁
里
見
某
﹂
は
︑

元
文
部
省
の
役
人
で
文
法
書
な
ど
の
著
述
が
あ
っ
た
と
い
う
同
書
の
記
述
か
ら

推
せ
ば
︑
作
曲
家
の
里
見
義
（
一
八
二
四
︱
一
八
八
六
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

里
見
は
福
岡
の
育
徳
館
の
和
学
教
授
を
務
め
た
後
に
文
法
書
を
出
版
︑

一
八
八
一
年
か
ら
は
文
部
省
の
音
楽
取
調
掛
（
東
京
藝
術
大
学
の
前
身
）
で
作
詞

の
実
践
や
教
育
に
携
わ
っ
た
︒
ハ
リ
ス
が
東
京
に
来
て
か
ら
の
関
係
と
す
れ
ば
︑

﹁
老
人
﹂
と
い
う
説
明
も
符
合
す
る
︒
ハ
リ
ス
も
音
楽
に
愛
着
が
深
く
︑
日
本

で
は
﹁
こ
よ
な
き
恵
み
の
﹂
の
題
で
知
ら
れ
るTo Th

y C
ross, D

ear C
hrist, 

I ’m
 C

linging

な
ど
多
く
の
賛
美
歌
を
作
詞
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば（

13
）

︑
里
見

は
単
に
教
師
と
し
て
よ
り
も
同
好
の
士
と
し
て
ハ
リ
ス
を
遇
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒

　
だ
が
一
八
八
二
年
︑
ハ
リ
ス
は
再
び
病
が
重
り
︑
単
身
帰
国
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
る
︒
一
八
八
五
年
に
は
夫
も
後
を
追
っ
た
︒
そ
れ
で
も
夫
妻
の
日
本
へ
の

思
い
は
断
ち
難
く
︑
日
露
戦
争
が
勃
発
す
る
と
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
港
で
日
本

行
き
の
船
を
見
送
り
︑
日
章
旗
を
振
っ
て
激
励
し
た
と
い
う
︒

　
そ
し
て
一
九
〇
五
年
秋
︑
ハ
リ
ス
は
三
度
日
本
の
土
を
踏
む
︒
メ
リ
マ
ン
が

日
本
の
宣
教
監
督
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
ハ
リ
ス
は
そ
の
後
︑
決
し
て
日

本
を
出
よ
う
と
し
な
か
っ
た
︒
夫
が
朝
鮮
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
時
期
も
︑
青
山

学
院
構
内
の
監
督
住
宅
で
留
守
を
ま
も
り
︑
一
九
〇
九
年
九
月
七
日
の
夜
に
脳
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脊
髄
膜
炎
で
命
を
落
と
す
ま
で
︑
周
囲
の
人
々
と
の
交
流
と
︑
日
本
文
化
と
文

学
の
研
究
を
怠
ら
な
か
っ
た
︒

　
現
在
ハ
リ
ス
は
娘
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
︑
な
ら
び
に
一
九
二
一
年
に
没
し
た
夫
メ

リ
マ
ン
と
共
に
︑
青
山
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
︒

二
　
ハ
リ
ス
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄（
一
八
八
二
年
版
）

　
駆
け
足
な
が
ら
ハ
リ
ス
の
生
涯
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
で
︑
そ
の
最
初
の
﹃
土

佐
日
記
﹄
英
訳
の
試
み
に
目
を
向
け
て
み
た
い
︒

　
現
在
で
も
手
に
取
る
こ
と
の
で
き
る
一
八
九
一
年
版
︑
一
九
一
〇
年
版
の
単

行
本
と
は
違
い
︑
ハ
リ
ス
の
最
初
の
試
み
に
つ
い
て
は
︑
詳
細
は
こ
れ
ま
で
不

明
で
あ
っ
た
︒
先
行
研
究
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
︑
記
述
は
い
ず
れ
も
断
片
的
で
あ
っ
た
︒

　
例
え
ば
﹃
は
り
す
夫
人
﹄
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

彼
の
土
佐
日
記
の
反
訳
の
如
き
も
明
治
十
四
年
十
月
よ
り
翌
年
の
三
月
病

勢
漸
く
重
も
り
て
い
よ
〳
〵
帰
国
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
り
し
ま
で
筆

を
と
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る（

14
）

︒

　
同
書
は
他
な
ら
ぬ
メ
リ
マ
ン
の
依
頼
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
伝
記
で
あ
る
か

ら（
15
）

︑﹁
そ
う
で
あ
る
﹂
と
は
そ
れ
が
メ
リ
マ
ン
か
ら
の
伝
聞
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
︑
ハ
リ
ス
の
追
悼
に
際
し
て
提
出
さ
れ
た
い

く
つ
か
の
証
言
も
こ
れ
と
呼
応
す
る
︒
ま
ず
一
九
〇
九
年
九
月
十
日
︑
青
山
学

院
大
講
堂
で
執
り
行
わ
れ
た
ハ
リ
ス
の
葬
儀
で
︑
別
所
梅
之
助
（
一
八
七
二
︱

一
九
四
五
）
は
次
の
よ
う
な
弔
辞
を
読
ん
で
い
る
︒

そ
の
土
佐
日
記
の
英
訳
は
︑
明
治
廿
四
年
米
国
の
出
版
に
か
ゝ
る
と
い
へ

ど
も
︑
実
は
明
治
十
四
年
︑
国
学
復
興
以
前
の
稿
に
か
ゝ
る（

16
）

︒

　
さ
ら
に
徳
富
蘇
峰
（
一
八
六
三
︱
一
九
五
七
）
も
︑
ハ
リ
ス
の
死
亡
記
事
を

自
ら
の
創
刊
し
た
﹃
國
民
新
聞
﹄
に
掲
載
し
︑﹁
其
の
英
訳
土
佐
日
記
の
如
き

は
実
に
明
治
十
四
年
の
作
と
す
﹂
と
記
し
た（

17
）

︒
こ
の
こ
と
か
ら
明
治
十
四
年
︑

す
な
わ
ち
一
八
八
一
年
に
︑
ハ
リ
ス
が
す
で
に
﹃
土
佐
日
記
﹄
を
英
訳
し
て
い

た
と
い
う
事
実
が
︑
あ
る
程
度
ま
で
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
だ
が
具
体
的
な
書
誌
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒
古
典
文
学
の
翻
訳
の
歴
史
を
ま
と
め
た
国
文
学
研
究
資
料
館
の

事
典
で
は
︑
ハ
リ
ス
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄
は
一
八
九
一
年
版
と
一
九
一
〇
年
版
の

二
種
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い（

18
）

︒
一
方
︑
様
々
な
国
の
文
学
が
英
訳
さ
れ
た
歴

史
を
ま
と
め
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
の
刊
行
物
に
は
︑
横
浜
で
発

行
さ
れ
て
い
た
﹃
ジ
ャ
パ
ン
・
メ
イ
ル
﹄
紙
に
︑
一
八
九
一
年
版
に
先
ん
じ
て

英
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
ま
で
は
記
載
が
あ
る
が
︑
具
体
的
な

日
付
は
な
い（

19
）

︒
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　﹃
ジ
ャ
パ
ン
・
メ
イ
ル
﹄
と
は
親
日
派
の
週
刊
英
字
新
聞
で
︑
上
海
や
函
館

で
も
暮
し
た
実
業
家
の
H
・
G
・
ハ
ウ
エ
ル
が
︑
す
で
に
あ
っ
た
﹃
ジ
ャ
パ

ン
・
タ
イ
ム
ズ
﹄
紙
を
買
収
し
︑
一
八
七
〇
年
か
ら
H
・
N
・
レ
イ
と
共
に
運

営
し
て
い
た
も
の
で
︑
明
治
期
の
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
の
投
稿

も
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
た（

20
）

︒
紙
名
は
何
度
か
変
更
を
経
て
い
る
が
︑
本
稿
で
取
り

上
げ
る
一
八
八
〇
年
代
前
半
に
関
し
て
は
︑
正
式
名
称
はTh

e Japan W
eekly 

M
ail, A W

eekly Review
 of Japanese C

om
m

erce, Politics, Literature and Art. 

で
あ

り
︑
そ
の
名
の
通
り
︑
日
本
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
の
商
業
︑
政
治
︑
文
芸
や

芸
術
の
動
向
と
共
に
︑
汽
車
や
汽
船
の
時
刻
表
︑
日
本
に
滞
在
す
る
外
国
人
の

結
婚
や
死
亡
な
ど
︑
生
活
上
︑
社
交
上
の
情
報
お
よ
び
話
題
も
提
供
さ
れ
た
︒

　
同
紙
に
つ
い
て
は
横
浜
開
港
資
料
館
所
蔵
の
も
の
が
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
シ
ナ

プ
ス
に
よ
っ
て
復
刻
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り
︑
現
在
で
も
そ
の
内
容
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
る（

21
）

︒
調
査
の
結
果
︑
ハ
リ
ス
に
よ
る
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
最
初

の
英
訳
は
︑Jounral of a Voyage from

 Tosa to the C
apital

す
な
わ
ち
﹁
土
佐
か

ら
都
へ
の
旅
の
日
記
﹂
と
い
う
題
で
︑
七
回
に
渡
っ
て
連
載
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
︒
各
回
の
発
表
年
月
日
と
本
文
の
訳
出
範
囲
は
表
1
の
通
り
で
あ
る
︒

　
掲
載
面
の
数
字
が
累
積
し
て
い
る
の
は
︑
各
号
ご
と
に
振
り
な
お
さ
ず
に
︑

合
本
す
る
前
提
で
通
年
で
振
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
一
八
八
二
年
最
初
の

発
行
で
あ
る
一
月
七
日
号
か
ら
連
載
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑

一
八
八
一
年
に
英
訳
が
完
成
し
て
い
た
と
す
る
前
述
の
証
言
と
も
一
致
す
る
︒

連
載
二
回
目
の
み
散
逸
し
て
い
る
が
︑
他
の
掲
載
号
の
記
事
に
欠
落
は
な
く
︑

十
二
月
二
十
一
日
に
始
ま
り
二
月
十
六
日
に
至
る
﹃
土
佐
日
記
﹄
五
十
五
日
間

の
す
べ
て
が
訳
出
さ
れ
た
完
訳
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒

　
と
こ
ろ
で
注
目
す
べ
き
は
訳
者
の
署
名
で
︑
そ
れ
は
連
載
最
終
回
の
末
尾
に
︑

﹁
F
・
B
・
H
﹂
と
頭
文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒
後
の
訳
業
か
ら

遡
っ
て
調
査
を
行
う
ぶ
ん
に
は
頭
文
字
は
自
然
と
ハ
リ
ス
に
結
び
つ
く
が
︑
さ

も
な
け
れ
ば
訳
者
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
し
た
が
っ
て
史
上
初
の
﹃
土

佐
日
記
﹄
の
英
訳
は
︑
実
質
匿
名
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る（

22
）

︒

　
寄
稿
の
多
く
は
匿
名
で
あ
る
か
ら
︑
ハ
リ
ス
の
場
合
が
例
外
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
︒
た
だ
︑
記
事
は
純
粋
に
訳
文
の
み
で
︑
例
え
ばH

our of the D
og

（
戊
の
時
）
は
午
後
七
時
頃
に
当
た
る
︑
と
い
う
よ
う
な
注
は
全
体
に
い
く
つ

か
つ
い
て
い
る
も
の
の
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
を
解
説
す
る
よ
う
な
記
事
が
前
後
に

別
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
古
典
に
疎
い
読
者
に
は
︑
こ
の

表
１　

ハ
リ
ス
訳
『
土
佐
日
記
』
連
載
各
回
の
内
容

連
載

掲
載
号

掲
載
面

本
文
範
囲
（
日
記
日
付
）

第
一
回

一
八
八
二
・
一
・
七

一
四
︱
一
五

一
二
・
二
一
︱
一
二
・
二
七

第
二
回

一
八
八
二
・
一
・
二
一

七
四
︱
七
五

一
二
・
二
八
︱
一
・
八
　
※

第
三
回

一
八
八
二
・
二
・
四

一
三
九
︱
一
四
〇

一
・
九
︱
一
・
一
四

第
四
回

一
八
八
二
・
二
・
一
一

一
七
〇
︱
一
七
一

一
・
一
五
︱
一
・
二
〇

第
五
回

一
八
八
二
・
二
・
一
八

二
〇
三
︱
二
〇
四

一
・
二
一
︱
一
・
三
〇

第
六
回

一
八
八
二
・
三
・
四

二
六
三
︱
二
六
五

二
・
一
︱
二
・
五

第
七
回

一
八
八
二
・
三
・
一
一

二
八
九
︱
二
九
一

二
・
六
︱
二
・
一
六

※
原
資
料
所
在
不
明
の
た
め
欠
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英
訳
は
唐
突
に
感
じ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
唯
一
示
唆

的
な
の
が
︑
連
載
第
一
回
で
︑
冒
頭
のBy Tsurayuki

と
い
う
著
者
名
に
付
さ

れ
た
注
で
あ
る
︒
内
容
は
以
下
の
通
り
︒

Tsurayuki, one of the “sw
eet singers” of old Japan, flourished in the 10th 

C
entury A

.D
. H

e is fam
ous for delightful prose as w

ell as verse. H
is 

little fiction concerning the fem
inine authorship of this “Journal,” 

furnishes him
 w

ith a graceful pretext for w
riting real Japanese, in a 

charm
ing style.

古
の
日
本
の
﹁
甘
や
か
な
歌
い
手
﹂
の
一
人
で
あ
る
貫
之
は
︑
十
世
紀
に

活
躍
し
た
︒
散
文
の
素
晴
ら
し
さ
だ
け
で
な
く
︑
韻
文
で
も
名
を
馳
せ
た
︒

こ
の
﹁
日
記
﹂
が
女
性
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
と
い
う
小
さ
な
虚
構
は
︑
本

来
の
日
本
語
を
魅
力
的
な
文
体
で
記
す
た
め
の
︑
雅
び
や
か
な
口
実
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

23
）

︒

　
短
い
一
文
で
は
あ
る
が
︑
女
性
に
仮
託
さ
れ
た
日
記
と
い
う
︑﹃
土
佐
日

記
﹄
の
特
徴
に
明
確
に
触
れ
た
う
え
で
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
（
つ
ま
り
平
仮
名

で
）
書
か
れ
た
も
の
が
﹁
本
来
の
日
本
語
﹂
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
点
に
は
︑

ハ
リ
ス
の
相
当
に
深
い
日
本
文
化
へ
の
理
解
が
透
け
て
見
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
難
を
言
え
ば
︑
そ
の
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
価
値
を
重
ん
ず
る
あ
ま
り
︑

﹃
古
今
集
﹄
の
選
者
で
あ
り
︑
当
代
の
和
歌
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
貫
之
に
対

し
︑﹁
韻
文
で
も
名
を
馳
せ
た
﹂
と
い
う
評
価
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
ろ
う
︒
だ
が
確
か
に
貫
之
は
歴
史
を
通
じ
て
︑
和
歌
の
名
人
と
し
て
よ
り
も

﹃
土
佐
日
記
﹄
の
作
者
と
し
て
評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
か
ら（

24
）

︑
ハ
リ
ス
は
国

内
で
定
着
し
て
い
た
評
価
を
な
ぞ
っ
た
だ
け
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
︒

　
と
も
あ
れ
︑
ハ
リ
ス
が
紀
貫
之
と
い
う
歌
人
や
日
本
語
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
た
の
か
を
よ
り
詳
し
く
探
る
に
は
︑
注
の
形
で
は
な
く
︑
ま
と

ま
っ
た
﹁
覚
書
﹂
の
形
で
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
書
籍
版
の
英
訳
﹃
土
佐
日

記
﹄
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

三
　
ハ
リ
ス
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄（
一
八
九
一
年
版
）

　
ハ
リ
ス
に
よ
る
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
英
訳
の
う
ち
︑
最
初
に
書
籍
の
形
で
上
梓

さ
れ
た
の
はLog of a Japanese Journey from

 the Province of Tosa to the C
apital 

す
な
わ
ち
﹃
土
佐
地
方
か
ら
都
へ
の
日
本
の
旅
の
日
誌
﹄
で
あ
る
︒
版
元
は
ハ

リ
ス
の
生
地
ミ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
に
拠
点
を
置
く
フ
ラ
ッ
ド
＆
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
社

Flood &
 V

incent

で
︑
刊
行
は
一
八
九
一
年
で
あ
る
︒
本
書
に
関
し
て
は
国
立

国
会
図
書
館
な
ど
に
も
収
蔵
が
あ
る
が
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
大

学
所
蔵
本
（
以
下
﹁
コ
ロ
ン
ビ
ア
本
﹂
と
記
す
）
や
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
所
蔵
本

（
以
下
﹁
ハ
ー
バ
ー
ド
本
﹂）
は
グ
ー
グ
ル
・
ブ
ッ
ク
ス
へ
の
委
託
に
よ
り
電
子

化
さ
れ
て
お
り
︑
著
作
権
保
護
期
間
が
満
了
し
て
い
る
た
め
︑
誰
で
も
自
由
に

閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
で
あ
る（

25
）

︒
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コ
ロ
ン
ビ
ア
本
と
ハ
ー
バ
ー
ド
本
の
本
文
は
同
一
で
あ
り
︑
標
題
紙
と
献
辞

の
後
に
﹁
翻
訳
者
覚
書
﹂Translator ’s N

ote

が
三
頁
︑
再
び
標
題
紙
を
挟
み
︑

本
編
が
五
十
四
頁
に
わ
た
っ
て
続
く
︒
翻
訳
者
覚
書
と
本
編
は
黒
い
二
重
線
で

縁
取
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
題
字
の
下
や
余
白
に
は
︑
単
体
で
は
意
味
を

な
さ
な
い
﹁
客
﹂﹁
事
﹂﹁
唐
行
古
及
﹂
な
ど
の
字
句
が
︑
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た

漢
字
で
（
い
わ
ば
金
釘
流
で
）
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
標
題
紙
の
前
に

貫
之
の
肖
像
が
一
枚
と
︑
本
編
の
各
所
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
関
連
づ
け
ら
れ

た
十
二
枚
の
︑
都
合
十
三
枚
の
挿
絵
が
入
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
青
木
年
雄
に

よ
る
ペ
ン
画
で
あ
る
が
︑
イ
ン
ク
の
濃
淡
に
よ
っ
て
水
墨
画
風
の
表
現
が
な
さ

れ
て
お
り
︑
時
代
背
景
や
内
容
に
そ
ぐ
わ
な
い
描
写
も
あ
る
も
の
の
︑
古
典
文

学
の
挿
絵
と
し
て
さ
ほ
ど
違
和
感
の
あ
る
も
の
で
は
な
い（

26
）

︒

　
両
本
の
唯
一
の
異
同
は
ハ
ー
バ
ー
ド
本
に
の
み
存
在
す
る
﹁
前
付
け
﹂
で
︑

竹
を
模
し
た
枠
線
の
な
か
に
︑
毛
筆
を
意
識
し
た
︑
東
洋
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た

英
字
フ
ォ
ン
ト
で
標
題
を
示
し
︑
そ
の
下
に
本
編
へ
の
簡
単
な
導
入
と
定
価

（
五
〇
セ
ン
ト
）
が
印
字
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
導
入
に
は
興
味
深
い
点
も
多
い
の

で
︑
以
下
に
掲
げ
︑
訳
出
し
て
お
く
︒

Th
e present w

idespread interest in Japan has induced Th
e C

hautauqua-

C
entury Press to put upon the m

arket a unique volum
e w

hich contains 

a bit of classic Japanese literature (tenth century), illustrated by a native 

artist, and printed and bound in close im
itation of the books issued in 

Yokoham
a. Th

e poet Tsurayuki describes a boat journey from
 a rem

ote 

provincial tow
n to the capital. Th

e incidents of the trip are detailed w
ith 

delicate hum
or. T

here is m
uch im

prom
ptu verse-m

aking by the 

passengers during a delay, and the captain, w
hose verses are atrocious, is 

highly praised by all in order to put him
 in good hum

or and hasten the 

journey. Th
e translation has been very cleverly m

ade by M
rs. H

arris, for 

years a resident in Japan.

昨
今
の
日
本
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
促
さ
れ
て
︑
シ
ョ
ト
ー
カ
・
セ
ン

チ
ュ
リ
ー
出
版
で
も
日
本
古
典
文
学
の
小
品
（
十
世
紀
の
も
の
）
と
︑
現

地
の
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
挿
絵
を
合
わ
せ
た
書
物
を
︑
市
場
に
送
り

出
す
こ
と
と
な
っ
た
︒
印
刷
や
製
本
は
︑
横
浜
で
出
版
さ
れ
る
類
の
書
物

を
真
似
て
あ
る
︒
歌
人
貫
之
は
︑
遠
方
の
地
方
都
市
か
ら
首
都
へ
の
船
旅

に
つ
い
て
語
る
︒
旅
中
の
出
来
事
は
繊
細
な
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
詳
細
に

綴
ら
れ
る
︒
旅
程
が
滞
る
と
船
上
の
ひ
と
た
ち
は
即
興
で
歌
を
詠
む
が
︑

船
長
の
歌
は
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
彼
の
機
嫌
を
損
ね
れ
ば
到
着

が
ま
す
ま
す
遅
れ
る
の
で
︑
誰
し
も
彼
の
歌
を
褒
め
て
や
ま
な
い
︒
精
緻

な
翻
訳
は
永
年
日
本
に
暮
し
て
い
る
ハ
リ
ス
夫
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

　
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
︒
ま
ず
シ
ョ
ト
ー
カ
・
セ
ン

チ
ュ
リ
ーC

hautauqua-C
entury

と
い
う
出
版
社
名
だ
が
︑
こ
れ
は
フ
ラ
ッ
ド

＆
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
の
親
会
社
で
あ
る
︒
当
時
の
ア
メ
リ
カ
で
は
シ
ョ
ト
ー
カ
運



『土佐日記』英訳ことはじめ

77

動
と
呼
ば
れ
る
成
人
教
育
運
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ら（

27
）

︑
そ
の
関
連
書
籍
な
ど

を
積
極
的
に
出
版
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

　
次
に
本
書
が
﹁
横
浜
で
出
版
さ
れ
る
類
の
書
物
﹂
に
似
せ
て
作
ら
れ
て
い
る

と
い
う
点
だ
が
︑
こ
れ
は
外
国
人
居
留
地
で
あ
っ
た
横
浜
に
は
︑
同
種
の
︑
い

わ
ば
﹁
東
洋
風
﹂
の
書
物
が
多
く
出
回
っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い

た
言
葉
で
あ
ろ
う
︒
す
で
に
英
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
書
籍
が
横
浜
で
流
通
し
て

い
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
︒

　
最
後
に
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
の
内
容
に
触
れ
て
い
る
部
分
だ
が
︑
こ
こ
で
い
う

﹁
船
長
﹂
が
原
文
の
﹁
楫
取
﹂
を
指
す
こ
と
は
︑
後
に
続
く
説
明
か
ら
推
測
で

き
る
︒
た
だ
︑
旅
の
一
行
が
楫
取
の
機
嫌
を
と
る
た
め
に
歌
を
褒
め
る
と
い
う

場
面
が
原
文
に
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
不
正
確
な
ま
と
め
で
あ
る
︒

ま
た
原
文
で
は
前
土
佐
守
を
指
し
て
﹁
船
の
を
さ
﹂
や
﹁
船
君
﹂
の
語
が
用
い

ら
れ
る
が
︑
訳
文
で
は
そ
の
よ
う
な
場
合 captain 

で
は
な
くm

aster
が
使
わ

れ
て
い
る
︒
一
方
︑﹁
楫
取
﹂
に
は
よ
り
字
義
に
近
いhelm

sm
an

が
充
て
ら
れ

て
い
る
の
で
︑captain

と
い
う
単
語
は
こ
の
前
付
け
に
し
か
登
場
し
な
い
の

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
か
な
り
大
雑
把
で
あ
る
と
は
い
え
︑
好
意
的
に
見
れ
ば
︑

こ
の
短
文
は
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
魅
力
を
面
白
お
か
し
く
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
︒
な
お
︑
こ
の
前
付
け
が
ハ
ー
バ
ー
ド
本
に
の
み
存
在
し
︑
コ
ロ
ン
ビ

ア
本
に
見
当
た
ら
な
い
の
は
︑
経
年
劣
化
に
よ
る
落
丁
と
考
え
て
問
題
な
い
だ

ろ
う
︒

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
本
稿
に
は
原
文
と
訳
文
を
詳
細
に
比
較
検
討
す
る

紙
幅
の
余
裕
は
な
い
︒
十
九
世
紀
末
の
時
点
で
﹃
土
佐
日
記
﹄
が
ど
の
よ
う
に

翻
訳
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
は
︑
単
純
に
本
文
の
解
釈
の
み
な
ら
ず
︑
当
時
の

英
語
圏
に
お
い
て
日
本
の
言
葉
や
文
化
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か

を
探
求
す
る
う
え
で
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
︑
充
分
に
別
稿
で
論
ず
る
価
値

が
あ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
そ
の
下
準
備
と
し
て
︑
英
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄

の
成
立
事
情
を
検
討
す
る
こ
と
を
旨
と
し
た
い
︒
そ
こ
で
以
下
で
は
前
付
け
と

同
様
︑
本
編
の
直
前
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
翻
訳
者
覚
書
の
内
容
を
︑
左
に
掲
げ

訳
出
し
た
う
え
で
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
︒

Tsurayuki, one of the classical w
riters of old Japan, w

as born near the 

close of the 9th, and died about the close of the10th C
entury. T

he 

fam
ily to w

hich he belonged, claim
ed royal descent, and his personal 

history is rem
arkable for the political honors conferred upon him

 as w
ell 

as for the fam
e w

hich he justly earned by the “divine right” of genius. 

　W
hile no one questions his claim

 to distinction as poet and critic, 

students of Japanese literature ow
e him

 an especial debt of gratitude. In 

an age w
hen scholars w

ere neglecting their ow
n beautiful tongue to 

w
rite in stilted C

hinese, the w
iser poet chose the native language 

treasured by the daughters of his land, as a fitting vehicle for his 

thoughts. 

　H
is hum

orous pretence of veiling his personality in fem
inine 



78

garm
ents, is a conceit not unknow

n in the W
est, but m

y O
riental bias 

leads m
e to fancy that it proves “a better jest” in his hands than am

ong 

our ow
n hum

orists. T
he sim

ple chronicle of his voyage from
 the 

Province of Tosa to the C
apital, penned in w

om
an’s language, becam

e 

one of the classics of ancient literature. 

　Th
e appended translation of the “Tosa N

ikki” is as nearly literal as the 

differences betw
een eastern and w

estern languages perm
it. O

nly a m
aster 

of ancient Japanese could transfer, by paraphrase, to our direct, Anglo-

Saxon speech, the graceful sim
plicity of Tsurayuki’s prose in this 

fragm
ent of another age. In default of a better qualified translator in this 

country, at leisure for such service, it is therefore hoped that the rough 

version of a w
ell-know

n classic m
ay call attention to a literature alm

ost 

ignored in the U
nited States. 

　Perhaps, the fact that Japanese literary w
ork of the olden tim

e is so 

sim
ple in form

 as to disarm
 criticism

, m
ay account for our neglect; the 

w
ould-be critic is beguiled by its constant, delicate charm

, into longing 

for som
e rugged turn of phrase or m

anner, to break its sw
eet m

onotony. 

　If Am
erican students w

ill give thought to it, how
ever, I think they 

w
ill find in it som

ething of the half-elusive fragrance of the snow
y plum

 

blossom
s w

hich Japanese poets delight to celebrate. Indeed, the classical 

literature of old Japan in its fragile loveliness, m
ay be called the w

hite 

“plum
 flow

er” of O
riental letters.

　
古
き
日
本
の
古
典
作
家
の
一
人
で
あ
る
貫
之
は
︑
九
世
紀
の
終
わ
ろ
う

と
す
る
頃
に
生
ま
れ
︑
十
世
紀
の
終
わ
ろ
う
と
す
る
頃
に
没
し
た
︒
皇
族

の
裔
を
自
認
す
る
家
門
に
連
な
る
彼
は
︑
個
人
と
し
て
も
目
覚
ま
し
い
遍

歴
を
重
ね
た
︒
政
治
的
な
栄
誉
を
得
た
の
み
な
ら
ず
︑
天
才
と
い
う
﹁
神

授
の
権
利
﹂
に
よ
っ
て
︑
そ
の
身
に
ふ
さ
わ
し
い
名
声
を
も
手
に
し
た
の

で
あ
る
︒

　
彼
が
歌
人
と
し
て
︑
批
評
家
と
し
て
優
れ
て
い
る
こ
と
を
疑
う
者
は
な

い
が
︑
彼
に
と
く
に
感
謝
す
べ
き
は
日
本
文
学
の
徒
で
あ
ろ
う
︒
学
者
た

ち
が
ま
だ
自
国
の
美
し
い
言
葉
よ
り
も
窮
屈
な
漢
文
で
書
く
こ
と
を
選
ん

で
い
た
時
代
に
︑
こ
の
賢
明
な
歌
人
は
土
地
の
女
性
た
ち
に
倣
い
︑
母
国

語
こ
そ
自
ら
の
思
想
を
伝
え
る
の
に
適
し
た
言
語
で
あ
る
と
考
え
た
の
で

あ
る
︒

　
自
ら
を
女
性
的
な
ヴ
ェ
ー
ル
で
覆
う
と
い
う
彼
の
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
作

為
は
西
洋
に
も
例
の
な
い
も
の
で
は
な
い
が
︑
東
洋
を
贔
屓
し
が
ち
な
私

の
目
か
ら
見
る
と
︑
そ
れ
は
西
洋
の
ユ
ー
モ
ア
作
家
の
場
合
よ
り
も
﹁
う

ま
く
い
っ
て
﹂
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
土
佐
の
国
か
ら
首
都
ま
で
の
︑

こ
の
単
純
な
旅
の
記
録
は
︑
女
性
の
言
葉
で
綴
ら
れ
︑
古
代
文
学
の
な
か

の
古
典
と
な
っ
た
︒

　
以
下
に
続
く
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
翻
訳
は
︑
東
洋
と
西
洋
の
言
語
の
差
異

が
許
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
逐
語
的
で
あ
る
︒
過
ぎ
し
世
に
書
か
れ
た
貫
之
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の
優
雅
で
無
駄
の
な
い
散
文
を
︑
い
か
に
も
自
然
に
私
た
ち
の
ア
ン
グ
ロ

＝

サ
ク
ソ
ン
語
の
言
い
回
し
に
置
き
換
え
ら
れ
る
者
が
い
る
と
す
れ
ば
︑

そ
れ
は
相
当
に
古
代
日
本
語
に
精
通
し
て
い
る
者
だ
け
で
あ
ろ
う
︒
こ
の

国
に
は
そ
の
よ
う
な
人
材
は
い
な
い
し
︑
い
た
と
し
て
も
︑
こ
の
よ
う
な

事
業
に
割
く
だ
け
の
時
間
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
︒
米
国
に
お
い
て
︑
こ

の
著
名
な
古
典
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
︒
こ
の
不
完
全

な
翻
訳
に
よ
っ
て
︑
新
た
に
注
目
が
集
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
︒

　
お
そ
ら
く
︑
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
古
代
の
日
本
文
学
を
軽
視
し
て
き

た
の
は
︑
そ
の
批
評
を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
の
単
純
さ
に
も
よ
る
で
あ
ろ

う
︒
批
評
を
し
よ
う
と
向
き
合
っ
て
み
て
も
︑
淡
々
と
し
た
︑
繊
細
な
魅

力
に
呆
気
に
取
ら
れ
て
し
ま
い
︑
言
葉
遣
い
や
語
り
口
が
ど
こ
か
で
荒
々

し
く
方
向
転
換
を
し
て
︑
甘
美
な
調
子
を
崩
し
て
は
く
れ
ぬ
か
と
期
待
す

る
よ
う
な
羽
目
に
陥
る
の
で
あ
る
︒

　
だ
が
も
し
米
国
の
学
者
が
充
分
な
注
意
を
向
け
た
な
ら
ば
︑
日
本
の
歌

人
た
ち
が
喜
び
と
と
も
に
讃
え
る
︑
あ
の
雪
を
か
ぶ
っ
た
梅
の
花
の
つ
か

み
ど
こ
ろ
の
な
い
香
し
さ
に
︑
何
か
し
ら
の
も
の
を
発
見
で
き
る
で
あ
ろ

う
︒
む
し
ろ
︑
そ
の
脆
い
ほ
ど
に
可
憐
な
古
代
日
本
の
古
典
文
学
こ
そ
︑

ま
さ
に
東
洋
文
学
に
お
け
る
﹁
白
梅
の
花
﹂
と
形
容
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
な
の
だ
︒

　
冒
頭
で
ハ
リ
ス
が
示
す
漢
字
と
仮
名
の
関
係
に
対
す
る
理
解
の
正
確
さ
に
は

賞
賛
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
︒
ま
た
︑
ハ
リ
ス
に
は
自
分
は
決
し
て
文
学
の
専

門
家
で
は
な
い
と
い
う
自
覚
が
あ
る
た
め
︑
翻
訳
の
出
来
に
対
し
て
あ
く
ま
で

謙
虚
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ハ
リ
ス
は
本
書
を
き
っ
か
け
に
︑

よ
り
充
分
な
資
質
を
持
っ
た
翻
訳
者
や
研
究
者
が
登
場
す
る
こ
と
を
期
待
し
た

の
で
あ
る
︒

　
だ
が
残
念
な
こ
と
に
こ
の
覚
書
の
文
言
だ
け
で
は
︑
ハ
リ
ス
が
ど
の
よ
う
に

﹃
土
佐
日
記
﹄
に
関
心
を
持
ち
︑
ど
の
よ
う
に
そ
の
翻
訳
を
進
め
た
の
か
に
つ

い
て
︑
ほ
と
ん
ど
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
も
そ
も
一
八
八
二
年
に
は

一
応
の
完
結
を
見
て
い
た
英
訳
を
︑
単
行
本
に
ま
と
め
る
の
に
九
年
も
の
歳
月

を
要
し
た
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
辺
り
の
事
情
は
︑
覚
書
で
は
一
切

触
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

　
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
三
つ
目
の
英
訳
で
あ
る
一
九
一
〇
年
刊
行
の
﹃
土
佐
日

記
﹄
を
見
れ
ば
︑
い
ま
す
こ
し
明
確
な
情
報
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

四
　
ハ
リ
ス
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄（
一
九
一
〇
年
版
）

　
新
版
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
英
訳
は
表
紙
に
はTosa N

ikki or the Log of a Japanese 

Journey 
す
な
わ
ち
﹃
土
佐
日
記
あ
る
い
は
日
本
の
旅
の
日
誌
﹄
と
記
さ
れ
て
い

る
が
︑
本
文
の
扉
に
は
旧
版
と
同
じLog of a Japanese Journey from

 the Province 

of Tosa to the C
apital

の
題
が
印
字
さ
れ
て
お
り
不
統
一
で
あ
る
︒
版
元
は
銀
座

の
教
文
館
で
あ
り
︑
こ
ち
ら
は
日
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る
︒
奥
付
を
見
る
と
刊
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行
は
﹁
明
治
四
十
三
年
九
月
二
十
八
日
﹂
と
あ
る
︒
装
丁
は
旧
版
よ
り
も
凝
っ

て
お
り
︑
表
紙
に
竹
の
軸
を
通
し
︑
そ
こ
に
固
定
し
た
糸
で
全
体
を
束
ね
る
と

い
う
︑
和
綴
じ
を
意
識
し
た
造
本
に
な
っ
て
い
る
︒
本
書
は
青
山
学
院
大
学
図

書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
言
及
す
る
の
は
︑
メ
リ
マ
ン
か
ら
某

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
夫
人
に
贈
呈
さ
れ
た
も
の
を
︑
現
在
の
所
蔵
先
で
あ
る
ゲ

テ
ィ
研
究
所
が
電
子
化
し
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ー
カ
イ
ブ
に
公
開
し
て
い

る
版
で
あ
る
︒
こ
ち
ら
も
先
に
取
り
上
げ
た
一
八
九
一
年
版
同
様
︑
著
作
権
保

護
期
間
満
了
に
伴
い
自
由
に
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
と
な
っ
て
い
る（

28
）

︒

　
本
書
も
献
辞
︑
翻
訳
者
覚
書
︑
本
文
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
旧
版
と

同
様
だ
が
︑
ハ
ー
バ
ー
ド
本
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
前
付
け
は
な
い
︒
ま
た
︑
冒

頭
に
菊
池
容
斎
画
の
貫
之
像
が
あ
る
他
に
は
︑
挿
絵
は
一
葉
も
な
い
︒
と
こ
ろ

が
扉
を
見
る
と
︑W

ith Illustrations By Toshio Aoki
（
挿
絵
　
青
木
年
雄
）
と

書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
活
字
は
旧
版
と
異
な
る
の
で
新
た
に
組
ん
だ
扉
で

あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
が
︑
旧
版
の
記
載
内
容
を
充
分
に
確
認
し
な
い

ま
ま
︑
あ
り
の
ま
ま
に
再
現
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

　
実
は
こ
の
よ
う
な
粗
雑
さ
は
︑
本
文
で
も
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

一
九
一
〇
年
版
に
は
一
八
九
一
年
版
か
ら
の
改
変
は
少
な
か
ら
ず
あ
り
︑
大
ま

か
な
意
訳
で
あ
っ
た
も
の
が
よ
り
逐
語
訳
に
近
い
文
章
に
置
き
換
わ
る
な
ど
︑

質
の
向
上
が
図
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
で
も
大
部
分
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
引
き

継
が
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
際
に
﹁
l
﹂
と
﹁
t
﹂︑﹁
u
﹂
と
﹁
n
﹂
な

ど
︑
字
形
の
似
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
取
り
違
え
ら
れ
︑
結
果
的
に
書
物
と
し

て
の
程
度
を
下
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
箇
所
が
多
く
あ
る
の
だ
︒
版
元
が

日
本
の
出
版
社
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
︑
植
字
の
際
に
︑
英
文
に
不
慣
れ
な
者

が
作
業
に
当
た
っ
た
が
ゆ
え
の
誤
植
と
考
え
る
の
が
至
当
だ
ろ
う
︒

　
さ
て
翻
訳
者
覚
書
に
目
を
向
け
た
い
︒
そ
の
前
半
と
末
尾
に
は
旧
版
と
の
重

複
も
少
な
く
な
い
が
︑
そ
れ
以
上
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
部
分
も
多
い
の
で
︑

再
び
以
下
に
全
文
を
掲
げ
訳
出
す
る
︒
な
お
︑
和
訳
に
つ
い
て
の
み
︑
異
同
箇

所
に
傍
線
を
引
く
︒

Tsurayuki, one of the classical w
riters of old Japan, w

as born near the 

close of the 9th, and died about the m
iddle of the 10th C

entury. Th
e 

fam
ily to w

hich he belonged, claim
ed royal descent, and his personal 

history is rem
arkable for the political honors conferred upon him

 as w
ell 

as for the fam
e w

hich he justly earned by the “divine right” of genius. 

　W
hile no one questions his claim

 to distinction as poet and critic, 

students of Japanese literature ow
e him

 an especial debt of gratitude. In 

an age w
hen scholars w

ere neglecting their ow
n beautiful tongue to 

w
rite in stilted C

hinese, the w
iser poet chose the native language 

treasured by the daughters of his land, as a fitting vehicle for his 

thoughts. 
　H

is hum
orous pretence of veiling his personality in fem

inine 

garm
ents, is a conceit not unknow

n in the W
est, but m

y O
riental bias 
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leads m
e to fancy that is[sic] proves “a better jest” in his hands than 

am
ong our ow

n hum
orists. Th

e sim
ple chronicle of his voyage from

 the 

Province of Tosa to the C
apital, penned in w

om
an’s language, becam

e 

one of the classics of ancient literature. 

　Th
e appended translation of the “Tosa N

ikki” w
as first printed m

any 

years ago, thorugh the courtesy of the Editor of the “Japan M
ail.” A 

m
aster him

self in the Japanese language, he accepted the w
ork of a m

ere 

novice in “things Japanese,” w
ith all its necessary im

perfections. 

　About the tim
e the last paragraphs w

ere placed in the printer’s hands, 

a ship bore aw
ay the w

riter from
 the land of Tsurayuki. An enforced 

absence from
 Japan of nearly a quarter of a century prevented continued 

w
ork, and the little beginnings m

ade in classical study slipped aw
ay like 

a dream
: otherw

ise the quaint D
iary w

ould long ago have been revised. 

In 1891, the translation w
as published by the firm

 of Flood and 

V
incent, in the U

nited States, to preserve it in m
ore perm

anent form
 

and w
ith a vague hope that in default of a better qualified translator 

there, at leisure for such service, the rough version of a fam
ous classic 

m
ight call attentton[sic] to a literature alm

ost ignored in m
y country. 

　Th
e little volum

e is now
 out of print, and although D

r. Aton[sic] has 

preserved its substance in his fascinating “H
istory of Japanese 

Literature,” I venture to offer the “D
iary” in a form

 w
hich it is hoped 

m
ay prove of som

e service to students. 

　To Prof. Bessho of A
oyam

a G
akuin, I am

 indebted for valuable 

criticism
 and assistance in a partial revision of the book. It is not claim

ed 

that the translation is literal: it is only as nearly so as the difference 

betw
een m

odern English and classical Japanese perm
it: and the w

riter is 

painfully conscious that the atm
osphere of O

ld Japan has som
ehow

 

vanished from
 its pages. 

　O
nly a m

aster of ancient Japanese could transfer by paraphrase to our 

direct Anglo-Saxon speech the graceful sim
plicity of Tsurayuki’s prose in 

this fragm
ent of another age. 

　C
riticism

 of the original is alm
ost as difficult: in fact, all purely 

Japanese literary w
ork of the olden tim

e is so sim
ple in form

 as to 

disarm
 criticism

. Th
e w

ould-be censor is beguiled by its delicate charm
 

into longing for som
e rugged turn of phrase, or m

anner, to break its 

sw
eet m

onotony. 

　If students w
ill give thought to it, how

ever, I think they w
ill find in it 

som
ething of the half-elusive fragrance of the snow

y plum
 blossom

 

w
hich Japanese poets delight to celebrate. Indeed, the classical literature 

of O
ld Japan, in its fragile loveliness, m

ay be called the w
hite “plum

 

flow
er” of O

riental letters.

　
古
き
日
本
の
古
典
作
家
の
一
人
で
あ
る
貫
之
は
︑
九
世
紀
の
終
わ
ろ
う
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と
す
る
頃
に
生
ま
れ
︑
十
世
紀
の
半
ば
頃
に
没
し
た
︒
皇
族
の
裔
を
自
認

す
る
家
門
に
連
な
る
彼
は
︑
個
人
と
し
て
も
目
覚
ま
し
い
遍
歴
を
重
ね
た
︒

政
治
的
な
栄
誉
を
得
た
の
み
な
ら
ず
︑
天
才
と
い
う
﹁
神
授
の
権
利
﹂
に

よ
っ
て
︑
そ
の
身
に
ふ
さ
わ
し
い
名
声
を
も
手
に
し
た
の
で
あ
る
︒

　
彼
が
歌
人
と
し
て
︑
批
評
家
と
し
て
優
れ
て
い
る
こ
と
を
疑
う
者
は
な

い
が
︑
彼
に
と
く
に
感
謝
す
べ
き
は
日
本
文
学
の
徒
で
あ
ろ
う
︒
学
者
た

ち
が
ま
だ
自
国
の
美
し
い
言
葉
よ
り
も
窮
屈
な
漢
文
で
書
く
こ
と
を
選
ん

で
い
た
時
代
に
︑
こ
の
賢
明
な
歌
人
は
土
地
の
女
性
た
ち
に
倣
い
︑
母
国

語
こ
そ
自
ら
の
思
想
を
伝
え
る
の
に
適
し
た
言
語
で
あ
る
と
考
え
た
の
で

あ
る
︒

　
自
ら
を
女
性
的
な
ヴ
ェ
ー
ル
で
覆
う
と
い
う
彼
の
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
作

為
は
西
洋
に
も
例
の
な
い
も
の
で
は
な
い
が
︑
東
洋
を
贔
屓
し
が
ち
な
私

の
目
か
ら
見
る
と
︑
そ
れ
は
西
洋
の
ユ
ー
モ
ア
作
家
の
場
合
よ
り
も
﹁
う

ま
く
い
っ
て
﹂
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
土
佐
の
国
か
ら
首
都
ま
で
の
︑

こ
の
単
純
な
旅
の
記
録
は
︑
女
性
の
言
葉
で
綴
ら
れ
︑
古
代
文
学
の
な
か

の
古
典
と
な
っ
た
︒

　
以
下
に
続
く
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
翻
訳
は
︑﹃
ジ
ャ
パ
ン
・
メ
イ
ル
﹄
編

集
者
の
厚
意
に
よ
っ
て
︑
か
な
り
以
前
に
初
め
て
活
字
に
な
っ
た
も
の
で

あ
る
︒
自
身
も
日
本
語
の
達
人
で
あ
っ
た
彼
は
︑﹁
日
本
的
な
る
も
の
﹂

の
初
心
者
に
過
ぎ
な
い
私
の
未
熟
な
仕
事
を
︑
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ

て
く
れ
た
︒

　
最
後
の
い
く
つ
か
の
段
落
を
印
刷
所
に
手
渡
し
た
と
こ
ろ
で
︑
一
隻
の

船
が
筆
者
を
貫
之
の
国
か
ら
運
び
去
っ
た
︒
ほ
と
ん
ど
四
半
世
紀
に
わ
た

り
日
本
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
仕
事
を
続
け
る
こ
と
は
難
し

か
っ
た
︒
古
典
に
つ
い
て
す
こ
し
は
学
ん
だ
こ
と
も
︑
す
っ
か
り
夢
の
よ

う
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
さ
も
な
け
れ
ば
こ
の
趣
深
い
日
記
に
︑

つ
と
に
推
敲
を
加
え
て
い
た
だ
ろ
う
︒
一
八
九
一
年
に
︑
米
国
の
フ
ラ
ッ

ド
・
ア
ン
ド
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
社
か
ら
翻
訳
を
出
版
し
た
の
は
︑
訳
稿
を

し
っ
か
り
と
保
存
す
る
た
め
で
あ
っ
た
︒
現
地
に
は
そ
の
よ
う
な
事
業
に

時
間
を
割
け
る
有
能
な
翻
訳
者
も
い
な
い
の
で
︑
不
完
全
な
訳
で
は
あ
っ

て
も
︑
私
の
国
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
こ
の
著
名
な
古
典
が
︑

す
こ
し
で
も
注
目
を
浴
び
れ
ば
と
い
う
願
い
も
あ
っ
た
︒

　
そ
の
小
著
も
い
ま
で
は
絶
版
と
な
っ
た
︒
アマ

マ
ト
ン
博
士
が
そ
の
精
髄
を

大
著
﹃
日
本
文
学
史
﹄
に
留
め
て
い
る
と
は
い
え
︑
私
は
日
本
文
学
の
徒

に
何
ら
か
の
形
で
役
立
て
て
も
ら
え
れ
ば
と
︑
こ
の
よ
う
な
形
で
こ
こ
に

﹁
日
記
﹂
を
奉
ず
る
も
の
で
あ
る
︒

　
有
益
な
批
評
を
た
ま
わ
り
︑
ま
た
若
干
の
改
稿
に
際
し
て
お
力
添
え
を

い
た
だ
い
た
青
山
学
院
の
別
所
教
授
に
は
感
謝
し
て
い
る
︒
本
書
の
翻
訳

は
逐
語
訳
で
は
な
い
︒
現
代
の
英
語
と
︑
古
代
の
日
本
語
の
差
異
が
許
す

か
ぎ
り
に
お
い
て
逐
語
的
で
あ
る
︒
だ
が
本
書
の
頁
か
ら
︑
古
き
日
本
の

雰
囲
気
が
あ
る
程
度
ま
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
筆
者
も
痛

い
ほ
ど
承
知
し
て
い
る
︒
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過
ぎ
し
世
に
書
か
れ
た
貫
之
の
優
雅
で
無
駄
の
な
い
散
文
を
︑
い
か
に

も
自
然
に
私
た
ち
の
ア
ン
グ
ロ

＝

サ
ク
ソ
ン
語
の
言
い
回
し
に
置
き
換
え

ら
れ
る
者
が
い
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
相
当
に
古
代
日
本
語
に
精
通
し
て

い
る
者
だ
け
で
あ
ろ
う
︒

　
原
典
を
批
評
す
る
こ
と
も
ま
た
同
様
に
難
し
い
︒
事
実
︑
純
粋
に
日
本

的
な
古
代
の
文
学
は
あ
ま
り
に
単
純
な
形
式
を
持
つ
た
め
︑
批
評
を
す
る

気
が
失
せ
て
し
ま
う
︒
閲
し
て
み
よ
う
と
向
き
合
っ
て
み
て
も
︑
淡
々
と

し
た
︑
繊
細
な
魅
力
に
呆
気
に
取
ら
れ
て
し
ま
い
︑
言
葉
遣
い
や
語
り
口

が
ど
こ
か
で
荒
々
し
く
方
向
転
換
を
し
て
︑
甘
美
な
調
子
を
崩
し
て
は
く

れ
ぬ
か
と
期
待
す
る
よ
う
な
羽
目
に
陥
る
の
で
あ
る
︒

　
だ
が
も
し
学
者
が
充
分
な
注
意
を
向
け
た
な
ら
ば
︑
日
本
の
歌
人
た
ち

が
喜
び
と
と
も
に
讃
え
る
︑
あ
の
雪
を
か
ぶ
っ
た
梅
の
花
の
つ
か
み
ど
こ

ろ
の
な
い
香
し
さ
に
︑
何
か
し
ら
の
も
の
を
発
見
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
む

し
ろ
︑
そ
の
脆
い
ほ
ど
に
可
憐
な
古
代
日
本
の
古
典
文
学
こ
そ
︑
ま
さ
に

東
洋
文
学
に
お
け
る
﹁
白
梅
の
花
﹂
と
形
容
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
な

の
だ
︒

　
一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
︑
新
版
の
覚
書
に
追
加
さ
れ
た
部
分
は
︑
い
ず
れ

も
英
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
成
立
事
情
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
︒

　
ハ
リ
ス
は
一
八
八
二
年
三
月
︑
病
の
た
め
単
身
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
︑

一
九
〇
五
年
ま
で
同
地
に
留
ま
っ
て
い
た
︒﹃
ジ
ャ
パ
ン
・
メ
イ
ル
﹄
で
の
連

載
最
終
回
も
同
月
で
あ
る
か
ら
︑
ま
さ
に
原
稿
を
受
け
渡
し
た
直
後
の
出
国
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
原
稿
を
ま
と
め
な
お
し
︑
旧
版
﹃
土
佐
日
記
﹄
を
出

版
し
た
の
が
一
八
九
一
年
で
あ
っ
た
︒

　
ハ
リ
ス
の
在
米
中
に
︑
日
本
国
外
に
お
け
る
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
存
在
感
は
以

前
よ
り
も
や
や
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
︒﹁
ア
ト
ン
﹂Aton

と
誤
植
さ
れ

て
い
る
が
︑
一
八
九
九
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ス
ト
ン
（
一
八
四
一

︱
一
九
一
一
）
に
よ
る
﹃
日
本
文
学
史
﹄
が
出
版
さ
れ（

29
）

︑
そ
こ
に
﹃
土
佐
日

記
﹄
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
ア
ス
ト
ン
は
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ

（
一
八
四
三
︱
一
九
二
九
）
や
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（
一
八
五
〇

︱
一
九
三
五
）
と
並
ぶ
初
期
の
著
名
な
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
で
あ
り
︑

一
八
六
四
年
に
英
国
公
使
館
の
通
訳
に
就
任
し
て
以
来
︑
日
本
語
お
よ
び
日
本

文
学
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
成
果
を
上
げ
て
い
る（

30
）

︒

　
ア
ス
ト
ン
の
手
に
な
る
﹃
日
本
文
学
史
﹄
は
︑﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
か

ら
語
り
起
こ
し
︑
明
治
時
代
の
﹃
多
情
多
恨
﹄﹃
新
体
詩
抄
﹄
ま
で
を
取
り
上

げ
る
網
羅
的
な
研
究
書
で
あ
る
た
め
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
に
つ
い
て
も
全
訳
で
は

な
く
︑
解
説
に
抄
訳
を
散
り
ば
め
た
要
約
の
形
で
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
と
は
い

え
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
に
十
頁
を
割
い
た
う
え
で
︑
別
の
箇
所
で
は
﹃
古
今
和
歌

集
﹄
を
取
り
上
げ
な
が
ら
︑
貫
之
の
和
歌
へ
の
貢
献
を
正
確
に
論
じ
て
い
る
の

だ
か
ら
︑
ハ
リ
ス
が
同
書
に
か
な
り
の
刺
激
を
受
け
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
︒
ハ
リ
ス
が
自
ら
の
仕
事
を
再
び
世
に
問
う
た
背
景
に
は
︑
古
典
や
言
語
に

関
す
る
知
識
で
は
ア
ス
ト
ン
に
及
ば
ず
と
も
︑
早
く
か
ら
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
向
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き
合
っ
て
き
た
自
ら
の
業
績
を
︑
は
っ
き
り
と
形
に
残
し
た
い
と
い
う
思
惑
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
覚
書
で
最
後
に
注
目
す
べ
き
は
︑﹁
青
山
学
院
の
別
所
教
授
﹂
と
い
う
固
有

名
詞
で
あ
る
︒
別
所
に
は
ハ
リ
ス
の
弔
辞
を
読
ん
だ
人
物
と
し
て
本
稿
で
も
す

で
に
言
及
し
て
い
る
が
︑
ハ
リ
ス
が
協
力
者
と
し
て
個
人
の
名
前
を
挙
げ
る
の

は
︑
後
に
も
先
に
も
こ
の
と
き
だ
け
で
あ
る
︒
新
版
の
覚
書
に
の
み
別
所
の
名

が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
二
人
の
関
係
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ

る
に
せ
よ
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
の
訳
文
に
つ
い
て
ハ
リ
ス
が
意
見
を
乞
う
た
の
は

旧
版
の
成
立
後
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑

次
節
で
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

　
以
上
︑
新
版
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
つ
い
て
概
観
し
た
︒
な
お
ハ
リ
ス
は
出
版
前

年
に
死
去
し
て
い
る
か
ら
︑
こ
の
三
つ
目
の
英
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄
は
死
後
出
版

で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
は
訳
者
の
な
か
で
ま
だ
推
敲
の
余
地
を
残
し
て
い
た
可

能
性
も
否
め
な
い
の
で
あ
る
︒

　
次
節
で
は
全
体
の
ま
と
め
に
入
る
ま
え
に
︑
三
種
の
英
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄
を

ハ
リ
ス
の
生
涯
に
改
め
て
位
置
づ
け
つ
つ
︑
当
時
の
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
の
状
況

を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

五
　
ハ
リ
ス
と
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
︱
︱
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
位
置

　
ハ
リ
ス
の
日
本
文
化
へ
の
造
詣
の
深
さ
や
︑
そ
れ
に
も
ま
し
て
異
文
化
に
示

し
た
敬
意
の
深
さ
は
︑﹃
は
り
す
夫
人
﹄
に
し
ば
し
ば
美
談
調
で
記
さ
れ
て
い

る
︒
こ
れ
を
信
ず
る
な
ら
ば
︑
ハ
リ
ス
は
座
布
団
を
用
い
る
と
き
は
必
ず
正
座

を
し
︑
畳
に
上
が
る
際
は
勧
め
ら
れ
て
も
上
靴
を
履
か
な
か
っ
た
と
い
う
︒
目

と
毛
髪
が
黒
く
︑
小
柄
で
あ
っ
た
た
め
︑
身
体
的
に
も
日
本
人
に
親
近
感
を
覚

え
た
と
さ
れ
る
︒

　
ま
た
︑
生
徒
に
対
し
て
日
本
語
で
訓
話
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
も
︑
相
当
の
日

本
語
運
用
能
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
方
面
の
才
能
を
称

え
る
挿
話
も
﹃
は
り
す
夫
人
﹄
に
は
事
欠
か
な
い
︒
例
え
ば
﹁
あ
り
が
た
う
ご

ざ
る
﹂
と
言
う
と
こ
ろ
を
﹁
蟻
十
疋
に
猿
五
疋
﹂
と
言
い
換
え
た
と
い
う
機
知

が
披
露
さ
れ
て
い
る
し（

31
）

︑
新
渡
戸
稲
造
が
寄
せ
た
序
文
に
よ
れ
ば
︑
ま
る
で

﹃
枕
草
子
﹄
に
描
か
れ
る
教
養
の
理
想
を
体
現
す
る
か
の
よ
う
に
︑﹃
古
今
集
﹄

の
歌
な
ど
も
す
ら
す
ら
と
暗
唱
し
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
断
片
的
な
証
言
は
他
に
も
多
く
あ
る
︒
学
生
時
代
に
メ
リ
マ
ン
に
洗
礼
を
受

け
た
植
物
学
者
の
宮
部
金
吾
（
一
八
六
〇
︱
一
九
五
一
）
は
︑﹁
夫
人
の
日
本
文

学
殊
に
和
歌
に
長
ぜ
ら
れ
し
事
に
就
き
頗
る
敬
服
﹂
し
た
と
述
べ
る（

32
）

︒
自
由
民

権
運
動
に
関
わ
り
︑
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
激
し
い
明
治
政
府
批
判
を
行
う
邦

字
新
聞
﹃
新
日
本
﹄
を
発
行
し
て
い
た
広
田
善
郎
は
︑﹁
夫
人
は
嘗
て
紀
貫
之

の
土
佐
日
記
を
翻
訳
し
て
之
れ
を
母
堂
に
呈
せ
ら
れ
し
事
あ
り
︑
其
構
文
の
簡

潔
雅
麗
に
し
て
而
か
も
秀
勁
な
る
︑
余
は
之
を
読
ん
で
殆
ど
羅
甸
語
に
て
綴
り

た
る
紀
行
文
に
接
せ
し
が
如
き
心
地
せ
り
﹂
と
賞
賛
を
惜
し
ま
な
い（

33
）

︒
ま
た
牧

師
で
雑
誌
﹃
護
教
﹄
の
編
集
に
も
携
わ
っ
た
中
村
忠
蔵
は
︑﹁
夫
人
は
略
ぼ
我
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邦
の
歴
史
に
通
じ
略
ぼ
我
邦
の
文
学
を
解
し
殊
に
古
風
俗
を
愛
し
古
武
士
の
精

神
を
尊
び
︑
古
来
の
美
術
を
め
で
︑
か
ね
て
我
国
の
風
光
を
嘆
美
し
︑
冷
静
な

る
批
評
家
を
し
て
云
は
し
む
れ
ば
殆
ん
ど
日
本
狂
と
も
云
ふ
べ
き
ほ
ど
に
日
本

国
を
愛
せ
り
﹂
と
力
強
い（

34
）

︒

　
必
ず
し
も
史
料
的
な
裏
付
け
の
な
い
記
憶
に
よ
る
証
言
や
︑
弔
辞
と
い
う
故

人
へ
の
感
情
が
最
も
昂
ぶ
る
瞬
間
に
綴
ら
れ
る
言
葉
を
︑
す
べ
て
鵜
呑
み
に
す

る
こ
と
が
危
険
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
︒
た
だ
︑
少
な
く
と
も
ハ
リ

ス
の
言
語
的
・
文
学
的
な
才
覚
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
一
八
八
二
年
の
時
点
で

﹃
土
佐
日
記
﹄
の
翻
訳
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
︑
あ
ま
り
疑
う
必

要
は
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
再
び
︑
第
二
節
で
も
引
い
た
別
所
梅
之
助
の
弔
辞

を
︑
い
ま
す
こ
し
先
ま
で
引
い
て
み
る
︒

そ
の
土
佐
日
記
の
英
訳
は
︑
明
治
廿
四
年
米
国
の
出
版
に
か
ゝ
る
と
い
へ

ど
も
︑
実
は
明
治
十
四
年
︑
国
学
復
興
以
前
の
稿
に
か
ゝ
る
︒
故
人
は
も

と
よ
り
活
字
本
に
て
国
文
を
研
究
す
る
が
如
き
便
宜
を
有
せ
ざ
り
し
な
り
︒

さ
る
を
千
年
以
前
の
古
文
を
訳
し
て
新
色
あ
ら
し
め
︑
こ
と
に
短
歌
の
訳

に
い
た
り
て
は
讃
嘆
す
べ
き
も
の
少
か
ら
ず
︑
晩
年
之
を
訂
正
せ
ん
と
す
︒

稿
は
去
歳
を
以
て
な
り
し
も
︑
い
ま
だ
世
に
問
ふ
に
い
た
ら
ず（

35
）

︒

　
別
所
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
の
牧
師
で
あ
り
︑
一
九
三
一
年
版
の
﹃
賛
美

歌
﹄
編
纂
や
聖
書
の
翻
訳
に
も
従
事
し
た
人
物
で
あ
る
が
︑
幼
時
に
は
漢
学
・

国
学
に
も
親
し
み
︑
国
文
学
に
つ
い
て
も
独
学
な
が
ら
こ
れ
を
修
め
︑
青
山
学

院
お
よ
び
女
学
院
で
教
壇
に
立
っ
た（

36
）

︒
そ
の
来
歴
か
ら
別
所
と
ハ
リ
ス
が
出
会

う
の
は
必
然
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
︑
別
所
は
旧
版
﹃
土
佐
日

記
﹄
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
の
一
八
九
二
年
︑
二
十
歳
の
頃
に
愛
知
に
居
を
移
し

て
お
り
︑
再
び
上
京
し
て
青
山
学
院
の
教
師
と
な
っ
た
の
は
一
九
〇
一
年
の
こ

と
で
あ
る
か
ら（

37
）

︑
交
流
が
始
ま
っ
た
の
は
ハ
リ
ス
の
﹁
帰
朝
﹂
し
た
一
九
〇
五

年
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

　
別
所
と
ハ
リ
ス
の
協
働
の
果
実
は
﹃
土
佐
日
記
﹄
だ
け
で
は
な
い
︒
や
は
り

教
文
館
か
ら
一
九
〇
六
年
に
対
訳
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
詩
集Songs of W

ar-

tim
e

す
な
わ
ち
﹃
戦
時
の
歌
﹄
で
も
︑
別
所
が
そ
の
和
訳
に
携
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒﹁
戦
時
﹂
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
日
露
戦
争
の
こ
と
で
︑
ハ
リ
ス
が

日
本
に
声
援
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
︒
再
来
日
が
戦
争
終

結
の
直
後
で
あ
っ
た
の
も
︑
あ
る
い
は
戦
争
が
日
本
へ
の
思
い
を
鼓
舞
し
た
ゆ

え
か
も
し
れ
な
い
︒

　
短
期
間
で
は
あ
る
が
濃
密
で
あ
っ
た
別
所
と
の
関
係
が
︑
ハ
リ
ス
の
﹁
代
表

作
﹂
で
あ
る
英
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
も
活
か
さ
れ
た
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
︒

四
半
世
紀
ぶ
り
に
日
本
へ
戻
っ
た
ハ
リ
ス
は
︑
す
で
に
余
命
が
あ
ま
り
残
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
医
師
に
告
げ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
間
に
完
遂
し
た
い
こ
と
の

一
つ
が
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
の
再
刊
で
あ
っ
た
︒
別
所
は
︑﹁
晩
年
之
を
訂
正
せ
ん

と
﹂
す
る
ハ
リ
ス
を
喜
ん
で
援
助
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
葬
儀
の
時
点
で

は
﹁
い
ま
だ
世
に
問
ふ
に
い
た
ら
﹂
な
か
っ
た
新
版
は
︑
無
事
に
教
文
館
か
ら
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日
の
目
を
見
た
︒

　
な
お
別
所
の
言
う
﹁
国
学
復
興
﹂
と
は
︑
明
治
時
代
に
入
り
徐
々
に
活
版
印

刷
が
浸
透
し
︑
古
典
が
翻
刻
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
を
指
す（

38
）

︒﹃
土

佐
日
記
﹄
の
場
合
で
見
て
も
︑
活
字
本
と
し
て
は
最
初
期
と
思
わ
れ
る
鈴
木
弘

恭
編
﹃
標
註
国
文
抄
﹄（
敬
文
堂
）︑
斎
藤
普
春
編
﹃
纂
註
土
佐
日
記
﹄（
学
友
館
）︑

増
田
于
信
編
﹃
校
訂
標
註
土
佐
日
記
﹄（
誠
之
堂
）
な
ど
は
い
ず
れ
も

一
八
九
一
年
刊
行
で
あ
り
︑
ハ
リ
ス
が
訳
業
の
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
資
料
を

参
照
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
︒﹃
は
り
す
夫
人
﹄
に
あ
る
証
言
を
総
合

す
る
と
︑
ハ
リ
ス
は
日
本
語
を
書
く
こ
と
は
で
き
た
よ
う
だ
が
︑
ロ
ー
マ
字
を

用
い
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
友
人
に
朗
読
を
頼
み
︑
発
音
を

書
き
取
っ
て
記
録
す
る
︑
と
い
う
方
法
で
﹁
読
書
﹂
を
愉
し
む
こ
と
も
あ
っ
た

よ
う
だ
︒
と
は
い
え
︑
む
ろ
ん
自
力
で
も
相
当
程
度
の
読
解
が
で
き
な
け
れ
ば
︑

一
冊
の
書
物
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
︒
ハ
リ
ス
の
能
力
は
︑
同
時
代

の
著
名
な
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
に
︑
さ
し
て
引
け
を
取
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
︒

　
で
は
当
時
の
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
は
︑
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
︒
こ

こ
で
挙
げ
る
べ
き
は
︑
や
は
り
ハ
リ
ス
の
覚
書
に
も
登
場
す
る
ア
ス
ト
ン
で
あ

ろ
う
︒

　
一
八
七
五
年
六
月
三
十
日
︑
ア
ス
ト
ン
は
日
本
ア
ジ
ア
協
会
お
い
て
︑An 

Ancient Japanese C
lassic

す
な
わ
ち
﹁
あ
る
日
本
古
典
﹂ 

と
い
う
報
告
を
行

な
っ
て
い
る（

39
）

︒
こ
れ
は
先
に
取
り
上
げ
た
ア
ス
ト
ン
の
﹃
日
本
文
学
史
﹄
の
う

ち
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
に
つ
い
て
書
か
れ
た
箇
所
の
第
一
稿
と
も
言
う
べ
き
も
の

で
︑
日
本
の
歴
史
や
︑
日
本
語
お
よ
び
韓
国
語
の
文
法
な
ど
に
関
す
る
報
告
は

す
で
に
経
験
し
て
い
た
ア
ス
ト
ン
に
と
っ
て
︑
初
め
て
古
典
文
学
を
本
格
的
に

論
ず
る
機
会
で
も
あ
っ
た
︒

　
貫
之
は
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
お
い
て
女
性
の
立
場
か
ら
日
記
を
書
く
と
い
う
試

み
に
臨
ん
だ
︑
と
語
り
起
こ
す
ア
ス
ト
ン
は
︑
本
文
か
ら
い
く
つ
か
の
印
象
的

な
場
面
を
紹
介
す
る
形
で
論
を
運
ん
で
い
る
︒
文
学
史
に
関
す
る
部
分
に
は
︑

あ
た
か
も
貫
之
以
前
に
は
男
性
が
文
学
に
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ん

ば
か
り
の
誇
張
と
曲
解
が
あ
る
も
の
の
︑
報
告
の
全
体
は
今
日
の
通
説
に
照
ら

し
て
も
決
し
て
不
正
確
な
も
の
で
は
な
い
︒
結
び
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
︒I m

ay observe in conclusion that the Japanese of the Tosa N
ikki is on the 

w
hole tolerably easy, and it m

ay be recom
m

ended as a good  book w
ith 

w
hich to begin the study of the ancient literature of Japan.

結
論
と
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
の
日
本
語
は
さ
ほ
ど
難
し

い
も
の
で
は
な
く
︑
こ
れ
か
ら
日
本
の
古
典
文
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
に

良
書
と
し
て
勧
め
ら
れ
る
も
の
と
思
う
︒

　
こ
の
報
告
が
行
な
わ
れ
た
当
時
︑
ハ
リ
ス
は
北
海
道
に
い
た
︒
だ
が
在
日
外

国
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
緊
密
さ
を
思
え
ば
︑
そ
の
議
事
録
が
す
ぐ
に
ハ
リ
ス
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の
目
に
触
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
一
八
七
九
年
五
月
十
三

日
の
総
会
で
は
ハ
リ
ス
の
夫
メ
リ
マ
ン
の
協
会
入
会
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら（

40
）

︑

そ
れ
以
降
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
︒
な
お
入
会
時
期
は
︑
船
上
で
娘
を
喪

う
と
い
う
体
験
を
経
て
日
本
へ
た
ど
り
着
き
︑
東
京
に
居
を
構
え
た
直
後
に
当

た
る
︒

　
自
ら
も
日
本
文
学
に
関
心
を
持
つ
者
と
し
て
︑
ハ
リ
ス
は
協
会
の
活
動
に
注

意
を
払
っ
て
い
た
だ
ろ
う
︒
ハ
リ
ス
が
﹃
土
佐
日
記
﹄
を
知
っ
た
の
が
ア
ス
ト

ン
の
報
告
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
可
能
性
も
︑
当
然
な
が
ら
考
慮
し
て
み
る
べ
き

で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
ハ
リ
ス
の
訳
業
以
前
に
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
言
及
す
る
日

本
ア
ジ
ア
協
会
の
資
料
は
︑
管
見
の
か
ぎ
り
こ
の
一
点
し
か
存
在
し
な
い
︒
い

ず
れ
に
せ
よ
ハ
リ
ス
は
︑
ア
ス
ト
ン
の
い
う
﹁
良
書
﹂
を
自
ら
の
運
命
の
書
物

と
し
て
手
に
取
り
︑
大
き
な
情
熱
を
傾
け
る
こ
と
に
な
る
︒

六
　
結
論
と
展
望

　
ハ
リ
ス
は
自
ら
文
学
者
を
以
て
任
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
少
な
く

と
も
英
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
覚
書
を
信
ず
れ
ば
そ
う
な
る
が
︑
実
際
︑
そ
れ
は

謙
遜
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
︒

　
ハ
リ
ス
は
生
涯
の
第
一
の
務
め
と
し
て
︑
メ
リ
マ
ン
の
伝
道
活
動
を
支
え
続

け
た
︒
メ
リ
マ
ン
は
日
本
及
び
朝
鮮
半
島
の
宣
教
師
を
束
ね
る
立
場
に
ま
で
の

ぼ
り
つ
め
︑
在
日
外
国
人
の
な
か
で
も
著
名
な
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た（

41
）

︒
だ
が

ハ
リ
ス
は
︑
決
し
て
夫
の
陰
に
隠
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
日
々
学
校
や
海

岸
女
学
校
の
創
設
・
拡
充
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
女
子
教
育
へ
の
献
身
と
貢

献
に
は
多
大
な
も
の
が
あ
る
︒
ま
た
本
稿
で
は
割
愛
し
た
が
︑
帰
米
し
て
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
静
養
し
て
い
た
時
期
に
も
︑
現
地
で
慈
善
活

動
に
従
事
し
つ
つ
︑
在
米
日
本
人
の
よ
き
相
談
相
手
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
は
再

来
日
の
直
後
︑
一
九
〇
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
東
北
飢
饉
の
際
に
は
︑
義

援
金
の
調
達
に
も
奔
走
し
て
い
る（

42
）

︒

日
本
の
国
土
は
今
日
ま
で
多
く
の
偉
大
な
る
恋
愛
者
を
有
せ
り
︒
其
中
に
︑

且
つ
其
首
位
に
於
て
︑
繊
弱
な
る
米
国
婦
人
に
し
て
又
宣
教
師
た
り
し
フ

ロ
ラ
・
ベ
ス
ト
・
ハ
リ
ス
の
名
は
記
載
せ
ら
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず（

43
）

︒

　
内
村
鑑
三
に
よ
る
こ
の
追
悼
の
言
葉
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
多
岐
に
わ

た
る
ハ
リ
ス
の
活
動
は
そ
の
多
く
が
日
本
と
い
う
国
に
結
び
つ
い
て
い
た
︒
日

本
の
利
益
に
な
る
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
ハ
リ
ス
は
ど
の
よ
う
な
事
業
に
も
打
ち
込

ん
だ
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
文
学
は
活
動
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
︑
ま
た

教
育
や
慈
善
に
比
べ
れ
ば
個
人
的
な
事
業
で
も
あ
っ
た
た
め
に
︑
優
先
順
位
は

必
ず
し
も
高
く
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
賛
美
歌
を
作
詞
し
︑

内
外
の
紙
誌
に
詩
を
投
稿
し
た
の
み
な
ら
ず
︑
前
述
の
﹃
ヒ
ー
ザ
ン
・
ウ
ー
マ

ン
ズ
・
フ
レ
ン
ド
﹄
に
設
け
ら
れ
た
子
供
欄
に
﹁
舌
切
り
雀
﹂
な
ど
童
話
の
英

訳
を
掲
載
し
た
り（

44
）

︑
国
内
で
最
初
期
の
児
童
向
け
伝
道
冊
子
で
あ
る
﹃
よ
ろ
こ
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ば
し
き
お
と
づ
れ
﹄
に
寄
稿
し
た
り
と（

45
）

︑
ハ
リ
ス
の
文
業
は
決
し
て
少
な
く
な

い
︒

　
だ
が
︑
社
会
的
な
評
価
は
ど
う
か
︒
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
ハ
リ
ス
は

あ
く
ま
で
﹁
メ
リ
マ
ン
の
妻
﹂
で
あ
る
︒
右
に
挙
げ
た
媒
体
も
︑﹁
女
性
﹂
や

﹁
子
供
﹂
と
い
っ
た
主
体
と
結
び
つ
い
た
も
の
が
目
に
つ
く
︒
女
性
で
あ
る
ハ

リ
ス
に
は
︑
そ
も
そ
も
日
本
ア
ジ
ア
協
会
の
会
員
と
な
る
こ
と
さ
え
不
可
能

だ
っ
た
︒
弔
辞
の
よ
う
な
︑
い
わ
ば
記
念
的
な
場
合
を
除
い
て
︑
文
学
者
と
し

て
の
ハ
リ
ス
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
︒

　
ハ
リ
ス
自
身
が
と
き
お
り
詩
を
発
表
し
て
い
た
﹃
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ド
・
マ

ン
ス
リ
ー
﹄
誌
の
一
八
九
二
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
書
評

は
︑
そ
の
意
味
で
例
外
的
な
も
の
と
言
っ
て
よ
い
︒
匿
名
の
評
者
に
よ
る
そ
の

書
評
は
充
実
し
た
も
の
と
は
言
い
難
く
︑
基
本
的
に
は
ハ
リ
ス
の
﹁
覚
書
﹂
と
︑

本
文
の
一
部
を
引
い
て
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
学
者
が
漢
字
を
使
う

時
代
に
平
仮
名
で
物
語
を
書
い
た
貫
之
を
︑
ラ
テ
ン
語
で
は
な
く
英
語
で
書
い

た
チ
ョ
ー
サ
ー
に
喩
え
︑
ま
た
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
内
容
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時

代
の
文
学
に
近
い
も
の
を
見
出
す
と
こ
ろ
な
ど
は
︑
海
外
に
お
け
る
貫
之
の
初

期
の
受
容
を
示
す
資
料
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る（

46
）

︒

　
一
つ
気
に
な
る
の
は
︑
ア
ス
ト
ン
は
ハ
リ
ス
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た

の
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒﹃
日
本
文
学
史
﹄
の
他
の
箇
所
を
見
る
と
︑
例
え

ば
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
項
目
で
は
デ
ィ
キ
ン
ズ
を
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
項
目
で
は

末
松
謙
澄
を
︑
と
い
う
具
合
に
︑
ア
ス
ト
ン
は
先
行
す
る
翻
訳
者
の
氏
名
を
き

ち
ん
と
掲
げ
て
い
る（

47
）

︒
と
こ
ろ
が
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
関
し
て
は
︑
ハ
リ
ス
は
一

切
言
及
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
当
時
の
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
の
中
心
的
人
物
で

あ
っ
た
ア
ス
ト
ン
が
︑
ア
ジ
ア
協
会
の
会
員
の
妻
で
も
あ
る
ハ
リ
ス
の
業
績
を

知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
つ
ま
り
非
学
識
者
の
︑
非
会
員
の
︑
あ
る

い
は
非
男
性
の
訳
業
と
し
て
︑
故
意
に
言
及
し
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
だ
︒

　
最
後
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
︑
一
九
一
〇
年
版
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
し
て
も
︑

伝
記
﹃
は
り
す
夫
人
﹄
に
し
て
も
︑
そ
れ
ら
は
メ
リ
マ
ン
の
希
望
で
世
に
出
た

も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
後
者
の
筆
を
執
っ
た
山
鹿
旗
之
進
に
し
ろ
︑
翻
訳
を
助

け
た
別
所
梅
之
助
に
し
ろ
︑
ハ
リ
ス
に
協
力
と
賛
辞
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
人
々

は
︑
い
ず
れ
も
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
関
係
者
で
あ
っ
た
︒﹃
土
佐
日
記
﹄
の
英

訳
を
通
し
て
時
代
と
文
化
を
易
々
と
越
境
し
た
か
に
見
え
る
ハ
リ
ス
だ
が
︑
一

方
で
は
百
年
余
の
昔
を
生
き
た
聖
職
者
の
妻
と
し
て
︑
小
さ
な
共
同
体
に
閉
じ

こ
も
っ
て
一
生
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︑
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
︒

　
今
日
︑
ハ
リ
ス
は
忘
却
の
淵
に
あ
る
︒
海
外
の
専
門
書
で
﹃
土
佐
日
記
﹄
に

つ
い
て
知
ろ
う
と
す
れ
ば
︑
定
訳
と
な
り
つ
つ
あ
る
マ
ッ
カ
ラ
の
業
績
や
︑
そ

れ
に
先
駆
け
る
試
み
と
し
て
マ
イ
ナ
ー
な
ど
に
よ
る
翻
訳
が
頻
繁
に
紹
介
さ
れ

る
一
方
で
︑
ハ
リ
ス
の
訳
業
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
例
は
め
ず
ら
し
く
な
く（

48
）

︑

ま
た
ハ
リ
ス
そ
の
人
も
︑
と
く
に
日
本
を
一
歩
出
れ
ば
︑
歴
史
に
名
を
刻
ん
だ

と
は
言
い
難
い
︒
だ
が
﹃
土
佐
日
記
﹄
が
ハ
リ
ス
に
よ
っ
て
初
め
て
英
訳
さ
れ

た
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
︒
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
︑﹃
土
佐
日

記
﹄
が
初
め
て
外
国
語
に
訳
さ
れ
た
機
会
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
こ
と
の
意
味
は
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大
き
い
︒

付
記 

　
本
研
究
は
︑
J
S
P
S
科
研
費
（
課
題
番
号JP19 K13150

）
の
助
成
を
受
け
て
い
る
︒

な
お
本
稿
は
平
成
31
年
度
中
古
文
学
会
春
季
大
会
（
二
〇
一
九
年
五
月
十
九
日
︑
於
共

立
女
子
大
学
）
で
の
報
告
﹁
フ
ロ
ラ
・
ハ
リ
ス
に
よ
る
英
訳
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
つ
い
て
﹂

を
出
発
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

注（
1
）  

川
勝
麻
里
﹃
明
治
か
ら
昭
和
に
お
け
る
﹁
源
氏
物
語
﹂
の
受
容
︱
︱
近
代
日
本
の
文

化
創
造
と
古
典
﹄
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
︒
た
だ
し
デ
ィ
キ
ン
ズ
訳
﹃
竹
取
物
語
﹄

は
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る
前
年
に
︑
王
立
ア
ジ
ア
協
会
の
機
関
誌
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
︒
書
誌
は
以
下
の
通
り
︒D

ickins, F. “Th
e Story of the O

ld Bam
boo-H

ew
er. 

(Taketori no O
kina no M

onogatari.) A Japanese Rom
ance of the Tenth C
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