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研
究
ノ
ー
ト

銭
稲
孫
に
よ
る
日
本
小
説
の
中
国
語
訳 

─
─
志
賀
直
哉
の
『
轉
生
』
を
中
心
に

呉ご　

衛え
い

峰ほ
う

　

銭
稲
孫
は
寡
作
な
翻
訳
家
で
あ
る
が
、
翻
訳
の
大
半
は
質
が
高
い
こ
と
で
定
評
が
あ
る
。
日
本
の
古
典
作
品
以
外
、
彼
は
近
代
小
説
も
翻

訳
し
て
い
る
。
胡
適
に
宛
て
た
手
紙
の
中
に
は
、
以
下
の
文
言
が
あ
る
、「
時
に
は
翻
訳
は
何
の
意
義
が
あ
る
か
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

た
ま
に
現
代
小
説
を
戯
れ
に
訳
す
と
き
で
さ
え
そ
う
感
じ
る
の
に
、
古
典
に
な
る
と
な
お
さ
ら
で
し
ょ
う
」
と
。『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳
に

取
り
掛
か
っ
て
い
た
時
期
の
感
想
だ
っ
た
が
、
近
代
（
現
代
）
小
説
の
翻
訳
を
「
戯
れ
に
訳
す
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
。

　

民
国
期
に
お
い
て
、
銭
稲
孫
は
志
賀
直
哉
な
ど
の
小
説
の
翻
訳
を
数
編
発
表
し
て
お
り
、
１
９
３
８
に
発
表
さ
れ
た
志
賀
直
哉
の
短
編
小

説
『
轉
生
』
も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
本
文
は
こ
の
小
説
の
翻
訳
の
特
徴
を
分
析
し
な
が
ら
、
銭
稲
孫
の
翻
訳
実
践
も
し
く
は
実
験
に
隠

さ
れ
て
い
る
彼
の
翻
訳
思
想
を
探
り
た
い
。

一
、
翻
訳
に
お
け
る
模
倣
的
対
応

　

銭
稲
孫
の
翻
訳
方
法
は
、『
万
葉
集
』
や
『
源
氏
物
語
』
の
部
分
訳
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
、「
模
倣
的
対
応
」
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ



（�）

る
。
つ
ま
り
、
現
代
日
本
人
（
も
し
く
は
西
洋
人
）
と
原
作
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
を
模
倣
し
て
、
現
代
中
国
人
と
翻
訳
テ
キ
ス
ト
の
関
係
で

対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
銭
稲
孫
は
今
知
ら
れ
て
い
る
彼
の
最
初
の
翻
訳
か
ら
こ
の
方
法
を
実
践
し
た
。

　

初
期
の
留
日
学
生
た
ち
が
日
本
と
日
本
語
を
た
だ
西
洋
文
化
を
勉
強
す
る
近
道
と
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
せ
い
か
、
か
な
り
の
間
、
日
本

文
学
自
身
が
脚
光
を
浴
び
る
チ
ャ
ン
ス
は
な
か
っ
た
。
銭
稲
孫
の
よ
う
な
、
日
本
で
十
代
の
大
半
を
送
っ
た
人
で
も
、
１
９
２
０
年
前
後
の

新
文
化
運
動
の
間
に
は
、
ま
ず
着
手
し
た
の
が
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
の
中
国
語
訳
で
あ
っ
た
。

　

 

『
神
曲
』
冒
頭
の
六
行
を
掲
げ
て
み
る
と
、

N
el m

ezzo del cam
m
in di nostra vita 

(a)-ta

m
i ritrovai per una selva oscura, 

(b)-ra

ché la diritta via era sm
arrita. 

(a)-ta

A
hi quanto a dir qual era è cosa dura 

(b)-ra

esta selva selvaggia e aspra e forte 
(c)-te

che nel pensier rinova la paura! 
(b)-ra

 

（
人
生
の
道
の
半
ば
で

　
　

正
道
を
踏
み
は
ず
し
た
私
が

　
　

目
を
さ
ま
し
た
時
は
暗
い
森
の
中
に
い
た
。

　

そ
の
苛
烈
で
荒
涼
と
し
た
峻
厳
な
森
が

　
　

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
口
に
す
る
の
も
辛
い
、
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思
い
か
え
し
た
だ
け
で
も
ぞ
っ
と
す
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
川
祐
弘
訳
、『
神
曲
』
世
界
文
学
全
集
（
河
出
書
房
、
１
９
６
６
年
５
月
）

原
詩
は
ダ
ン
テ
が
使
い
始
め
た
い
わ
ゆ
るT

erza rim
a

（
テ
ル
ツ
ァ
・
リ
ー
マ
）
と
い
う
三
韻
句
方
で
、
最
初
の
三
句
はa (-ta), b (-ra),  

a (-ta)

で
押
韻
し
、
次
の
三
句
はb (-ra), c (-te), b (-ra)

で
押
韻
し
て
、aba, bcb, cdc

と
繰
り
返
さ
れ
る
。

　

銭
稲
孫
は
こ
の
部
分
を
以
下
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

方
吾
生
之
半
路 

(a)

　

恍
余
處
乎
幽
林
， 

(b)

　

失
正
軌
而
迷
誤
。 

(a)

道
其
況
兮
不
可
禁 

(b)

　

林
荒
蠻
以
慘
烈 

(c)

　

言
念
及
之
復
怖
心
！ 
(b)

訳
詩
の
押
韻
はaba, bcb

で
原
詩
の
三
韻
句
方
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
そ
れ
ま
で
に
中
国
詩
に
な
か
っ
た
押
韻
法
を
紹
介
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
詩
句
を
読
む
と
分
か
る
よ
う
に
、
訳
は
楚
辞
の
ス
タ
イ
ル
を
模
倣
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
人
に
と
っ
て
ダ
ン
テ
は
古
典
で
あ
る
よ

う
に
、
銭
稲
孫
の
ダ
ン
テ
の
翻
訳
も
中
国
人
に
と
っ
て
の
遠
い
古
典
で
あ
る
楚
辞
風
で
対
応
す
る
。
し
か
も
、
押
韻
に
関
し
て
は
、
清
の
文

字
・
音
韻
学
者
の
段
玉
裁
が
主
張
す
る
上
古
音
韻
に
従
っ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
、
か
な
り
徹
底
し
た
「
模
倣
的
対
応
」
で
あ
ろ
う
。

　

模
倣
的
対
応
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
も
と
も
と
中
国
文
学
に
存
在
し
な
か
っ
た
原
作
の
文
体
的
特
徴
を
も
取
り
入
れ
る
、
こ
れ
が
銭
稲
孫
の

翻
訳
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
方
法
論
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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二
、
志
賀
直
哉
の
「
京
話
訳
」

　

志
賀
直
哉
の
「
轉
生
」
は
、『
文
芸
春
秋
』
の
大
正
１
３
年
３
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
銭
稲
孫
の
翻
訳
は
そ
れ
よ
り
十
四
年

遅
れ
の
１
９
３
８
年
３
月
号
と
４
月
号
の
『
北
平
近
代
科
学
図
書
館
館
刊
』
に
二
回
に
わ
け
て
発
表
さ
れ
た
。
特
徴
的
な
の
は
、
対
訳
式
に

掲
載
さ
れ
た
翻
訳
の
タ
イ
ト
ル
が
「
轉
生
（
京
話
訳
）」
と
な
っ
て
い
る
。
現
代
口
語
体
小
説
が
す
で
に
二
十
年
の
歴
史
を
持
っ
て
お
り
、

書
面
語
の
文
体
も
し
っ
か
り
定
着
し
て
い
た
の
で
、「
京
話
」、
つ
ま
り
北
京
方
言
（
日
本
の
場
合
で
い
え
ば
江
戸
弁
に
相
当
す
る
か
）
で
翻

訳
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。「
戯
れ
に
訳
し
た
」
の
か
、
そ
れ
と
も
何
か
の
翻
訳
論
・
文
学
論
が
そ
の
根
底

に
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

そ
の
理
由
を
知
る
に
は
、
や
は
り
翻
訳
文
と
原
作
を
つ
き
合
わ
せ
て
、
そ
の
訳
し
方
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
原
作
の
冒
頭
の
部
分
を
掲
げ
る
。

　

或
所
に
氣
の
利
か
な
い
細
君
を
持
つ
た
一
人
の
男
が
あ
つ
た
。
男
は
細
君
を
愛
し
て
は
居
た
が
、
そ
の
氣
が
利
か
な
い
事
で
は
よ
く

腹
を
立
て
、
癇
癪
を
起
し
、
意
地
悪
い
小
言
を
續
け
様
に
い
つ
て
細
君
を
困
ら
し
た
。
そ
の
度
、
細
君
は
自
身
の
そ
の
性
質
を
嘆
き
、

愚
痴
を
云
つ
た
。

　

 

「 

貴
方
は
私
の
や
う
な
氣
の
利
か
な
い
奥
さ
ん
を
お
貰
ひ
に
な
つ
た
事
を
心
で
は
後
悔
し
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
で
せ
う
？
屹
度
左
う
に

違
ひ
な
い
」

　

 

「
う
ん
。
後
悔
し
て
ゐ
る
」

　

 

「
本
統
に
？
」
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「
本
統
に
。
然
し
今
更
後
悔
し
て
も
追
い
つ
か
な
い
と
諦
め
て
居
る
よ
」

　
 

「
私
、
そ
れ
が
い
や
な
の
。
そ
れ
が
い
や
な
の
よ
」
と
細
君
は
泣
く
。

原
文
の
文
体
は
、
会
話
文
は
別
に
し
て
、
地
の
文
は
平
明
な
言
文
一
致
の
文
章
語
の
文
体
で
あ
り
、
読
者
に
お
話
を
し
て
い
る
よ
う
な
ス
タ

イ
ル
で
あ
っ
た
。
会
話
文
の
ほ
う
は
、
近
代
標
準
語
の
一
般
的
口
語
表
現
か
ら
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
銭
稲
孫
の
こ
の
部
分
の
訳
を
見
よ
う
。

　

有
個
男
子
，
娶
到
一
個
不
機
靈
的
太
太
。
愛
到
是
愛
她
；
只
為
她
的
不
機
靈
，
時
當
生
氣
，
發
火
，
把
些
刻
毒
話
兒
來
叨
嘮
她
。
太

太
每
回
恨
的
自
家
生
來
不
濟
，
說
話
抱
怨
。

　

 

「
你
娶
了
我
這
麼
個
不
機
靈
的
太
太
，
心
裡
可
後
悔
吧
？
准
是
的
了
。
」

　

 

「
嗯
，
可
不
？
」

　

 

「
真
的
嗎
？
」

　

 

「
可
不
是
呢
？
我
也
認
了
：
後
悔
也
晚
了
。
」

　

 

「
這
，
我
就
煩
；
我
煩
的
就
是
這
個
。
」
太
太
哭
了
。

会
話
文
の
部
分
は
、
北
京
の
口
語
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
地
の
文
は
原
作
の
よ
う
な
近
代
原
文
一
致
体
文
章
語
で
は
な
く
、「
京
話
」、
つ

ま
り
北
京
方
言
の
口
語
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
そ
の
ま
ま
明
清
時
代
の
白
話
（
口
語
体
）
小
説
に
も
似
て
い
る
。
原
作
の
「
細
君
は
自
身
の

そ
の
性
質
を
嘆
き
」
の
訳
に
あ
た
る
「
太
太
每
回
恨
的
自
家
生
來
不
濟
」
と
い
う
表
現
は
、
か
な
り
口
語
的
で
あ
り
、
明
清
白
話
小
説
に
も

似
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
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そ
の
よ
う
な
特
徴
を
確
認
で
き
る
が
、
訳
を
通
し
て
読
む
と
、
や
は
り
銭
稲
孫
の
訳
文
の
う
ま
さ
が
伝
わ
る
。
原
作
の
訳
し
に
く
い
と
こ

ろ
を
非
常
に
分
か
り
や
す
く
、
し
か
も
原
作
の
文
の
雰
囲
気
と
調
子
を
保
っ
た
ま
ま
の
文
章
に
仕
上
げ
て
い
る
。

　

第
三
節
の
主
人
の
愚
痴
を
原
作
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
総
て
に
馬
鹿
さ
の
感
じ
が
、
漲
つ
て
る
ぢ
や
な
い
か
。
家
中
が
馬
鹿
さ
の
埃
で
一
杯
だ
。
眼
に
も
口
に
も
開
い
て
ら
れ
や
し
な
い
」

女
房
や
女
中
た
ち
の
不
器
用
な
と
こ
ろ
に
対
す
る
愚
痴
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
埃
」
と
喩
え
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
中
国
語
に
訳
す
と
、
意
味

が
通
じ
て
も
、
中
国
語
ら
し
く
な
い
ぎ
こ
ち
な
さ
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
訳
文
は
北
京
方
言
で
、「
那
兒
那
兒
不
滿
是
一
股
子
糊
塗
氣

嗎
？
滿
屋
子
糊
塗
氣
兒
薰
得
嘴
眼
都
開
不
得
了
。
」
と
て
、「
馬
鹿
さ
」
を
「
糊
塗
氣
」
と
訳
し
た
。
こ
の
「
氣
」
は
雰
囲
気
と
解
釈
し
て
も

良
い
の
だ
が
、
後
半
は
そ
れ
を
「
匂
い
」、「
煙
」
と
喩
え
て
、
原
文
の
意
味
と
雰
囲
気
、
つ
ま
り
原
文
の
面
白
さ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
、

中
国
語
と
し
て
も
完
全
に
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

三
、
原
作
の
文
体
と
の
比
較

　

銭
訳
の
特
徴
は
全
編
を
通
し
て
伝
統
的
な
「
京
話
」
を
使
い
、
ほ
と
ん
ど
近
代
的
語
彙
を
利
用
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
夫
婦
関
係

を
テ
ー
マ
に
す
る
志
賀
直
哉
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
、
所
々
こ
れ
は
近
代
的
な
夫
婦
だ
よ
と
匂
わ
せ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
第
二
節
に
は
、
会
話
の
中
に
「
ド
メ
ス
テ
ィ
ツ
ク
」
と
い
う
外
来
語
を
わ
ざ
と
使
い
、「
彼
は
女
性
解
放
と
い
ふ
や
う
な
事
も

黒
奴
解
放
以
上
に
は
解
し
て
ゐ
な
い
男
で
あ
つ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
外
国
の
こ
と
を
言
い
出
し
た
り
す
る
。
前
者
の
場
合
、
銭
訳
は
非
常

に
北
京
口
語
的
な
「
挨
家
點
兒
的
」
と
訳
し
た
が
、
後
者
は
言
葉
だ
け
に
と
ど
ま
る
問
題
で
は
な
い
の
で
、
さ
す
が
に
「
京
話
」
で
無
く
し
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て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

後
は
「
原
文
→
訳
」
と
い
う
順
に
さ
ら
に
例
を
あ
げ
る
と
、

 

「
旅
行
」
→
「
出
門
」（「
出
か
け
る
」
と
い
う
意
味
）

 

「
猛
獣
」
→
「
老
虎
、
つ
ま
り
ト
ラ
で
、
中
国
語
で
は
奥
さ
ん
が
強
い
こ
と
を
悪
く
言
う
時
、
よ
く
母
老
虎
と
い
う
表
現
を
使
う
」

 

「
動
物
」
→
「（
訳
し
て
い
な
い
）」

 

「
宿
命
的
」
→
「
命
裏
注
定
」

 

「
意
識
が
絶
え
絶
え
に
」
→
「
心
裡
一
陣
清
楚
一
陣
糊
塗
」

と
い
う
風
に
、
日
本
語
に
し
て
は
近
代
語
彙
に
属
し
、
当
時
の
中
国
語
で
も
よ
り
日
本
語
に
近
い
近
代
的
語
彙
も
存
在
し
て
い
た
が
、
銭
稲

孫
は
「
黒
奴
解
放
」
や
「
雑
誌
」
な
ど
避
け
ら
れ
な
い
表
現
を
除
い
て
、「
京
話
」
に
徹
し
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
原
文
の
会
話
の
雰
囲
気
と
リ
ズ
ム
を
伝
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
。
第
一
節
の
夫
婦
の
会
話
に
は
、

「
私
、
そ
れ
が
い
や
な
の
。
そ
れ
が
い
や
な
の
よ
」
と
細
君
は
泣
く
。

と
い
う
部
分
は
、

「
這
，
我
就
煩
；
我
煩
的
就
是
這
個
。
」
太
太
哭
了
。

と
い
う
箇
所
に
、
訳
の
会
話
文
は
明
ら
か
に
原
文
の
会
話
の
リ
ズ
ム
を
う
つ
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
だ
け
で
は
な
く
、
お
よ
そ
原
作
の
夫



（�）

婦
の
会
話
は
み
な
う
ま
く
元
来
の
リ
ズ
ム
感
を
崩
さ
ず
訳
さ
れ
て
い
る
。
近
代
語
彙
の
部
分
と
や
や
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
に
な
る
が
、
こ
こ
に

は
銭
稲
孫
が
原
作
の
意
味
、
雰
囲
気
、
リ
ズ
ム
な
ど
を
如
何
に
中
国
語―

こ
こ
で
は
特
殊
な
「
京
話
」
で
あ
る
が―

に
う
つ
そ
う
と
す
る
姿

勢
が
見
て
取
れ
る
。

お
わ
り
に

　

冒
頭
に
掲
げ
た
胡
適
へ
の
手
紙
は
１
９
３
５
年
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
日
本
の
近
代
小
説
を
「
戯
れ
」
に
翻
訳
し
た
の
は
１
９
３
８
年

に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
推
測
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
１
９
２
８
年
に
清
華
大
学
の
日
本
語
、
日
本
文
学
担

当
の
専
任
講
師
（
の
ち
教
授
）
に
な
っ
て
か
ら
、
授
業
の
一
環
と
し
て
、
少
し
ず
つ
訳
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
北
平
近
代
科
学
図

書
館
館
刊
』
が
出
来
て
か
ら
、
代
理
館
長
の
山
室
三
良
に
頼
ま
れ
た
の
で
、
篋
底
の
旧
稿
に
手
を
加
え
、
発
表
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
転
生
」
と
い
う
小
説
は
夫
婦
関
係
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
の
筆
致
で
、
寓
話
風
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。『
文
芸
春
秋
』
の
読
者
層
を
考
慮
し
て
、

原
作
者
の
志
賀
直
哉
は
あ
る
程
度
近
代
的
な
夫
婦
と
い
う
設
定
で
小
説
を
構
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

銭
稲
孫
は
小
説
の
意
味
を
十
分
に
理
解
し
な
が
ら
も
、
そ
の
家
庭
的
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
雰
囲
気
を
如
何
に
う
つ
す
か
を
第
一
に
考
え
て
い

た
と
思
う
。
響
き
が
や
わ
ら
か
く
、
何
と
な
く
暖
か
く
感
じ
る
古
い
北
京
の
巷
の
言
葉
は
こ
の
小
説
に
ぴ
っ
た
り
の
文
体
で
あ
る
と
、
銭
稲

孫
は
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。


