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研
究
ノ
ー
ト

中
国
現
代
詩
の
翻
訳
と
世
界
文
学 

─
─
是
永
駿
の
仕
事
を
中
心
に
（
そ
の
一
・
北
島
の
詩
）
─
─

呉ご　

衛え
い

峰ほ
う

　

近
代
の
魯
迅
の
小
説
が
様
々
な
「
世
界
文
学
全
集
」
に
、
現
代
の
北
島
（
ペ
イ
タ
オ
）
の
詩
が
「
世
界
現
代
詩
文
庫
」
に
入
れ
ら
れ
る
な

ら
、
日
本
で
は
、
中
国
の
近
現
代
文
学
は
「
世
界
文
学
」
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
国
境
を
越
え
て
「
世
界
の
文
学
」
に
足
を

踏
み
入
れ
よ
う
と
す
れ
ば
、
少
数
の
研
究
者
と
一
部
の
語
学
堪
能
者
を
除
い
て
、
大
半
の
読
者
は
や
は
り
翻
訳
を
通
じ
て
特
定
の
外
国
の
文

学
に
触
れ
る
し
か
な
い
。「
世
界
文
学
」
の
場
合
に
な
る
と
、
誰
し
も
翻
訳
の
力
を
借
り
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
世
界
文
学

を
構
成
す
る
作
品
の
翻
訳
は
、
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
、
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
世
界
文
学
は
、
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
べ
き
か
、
中

国
の
現
代
詩
の
翻
訳
へ
の
考
察
を
通
じ
て
考
え
た
い
。

一

　

近
年
に
お
け
る
世
界
文
学
の
研
究
と
実
践
は
、
比
較
文
学
者
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
の
精
力
的
な
研
究
と
編
集
に
負
う
と
こ

ろ
が
大
き
い
の
で
、
彼
の
力
作
で
あ
る
『
世
界
文
学
と
は
何
か
？
』
の
議
論
を
本
稿
の
出
発
点
に
し
た
い
。
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
は
序
章
に
お
い
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て
、
ゲ
ー
テ
の
発
明
し
た
「
世
界
文
学
」W

eltliteratur

の
概
念
を
振
り
返
り
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

世
界
の
文
学
の
総
体
は
「
文
学
」
と
い
う
包
括
的
な
用
語
で
表
現
さ
れ
う
る
。
世
界
文
学
と
い
う
概
念
が
有
用
に
な
る
の
は
、
こ
れ
ま

で
も
こ
れ
か
ら
も
、
文
学
空
間
の
な
か
の
、
あ
る
一
つ
の
部
分
集
合
を
意
味
す
る
と
き
だ
。
私
の
考
え
で
は
、
世
界
文
学
は
、
翻
訳
で

あ
れ
原
語
で
あ
れ
（
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ず
っ
と
ラ
テ
ン
語
で
読
ま
れ
て
い
た
）、
発
祥
文
化
を
越
え
て
流
通
す
る

文
学
作
品
を
す
べ
て
包
含
す
る
。
も
っ
と
も
広
く
と
ら
え
れ
ば
、
本
拠
地
を
越
え
て
流
通
し
た
全
作
品
を
含
む
こ
と
に
な
る
が
、
ギ

リ
ェ
ン
が
警
告
す
る
よ
う
に
、
実
際
に
本
を
読
む
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
作
品
が
世
界
文
学
と
し
て
実

り
あ
る
生
を
送
り
う
る
の
は
、
い
つ
い
か
な
る
場
所
で
あ
れ
、
発
祥
文
化
を
越
え
た
別
の
文
学
体
系
に
お
い
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
存
在
す

る
と
き
に
か
ぎ
ら
れ
る
か
ら
だ�
。

つ
ま
り
、「
世
界
の
文
学
」the w

orld’s literatures
は
、
他
言
語
に
翻
訳
さ
れ
ず
国
際
的
注
目
を
浴
び
て
い
な
い
作
品
を
も
含
む
「
世
界
の

文
学
の
総
体
」
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
の
に
対
し
、「
世
界
文
学
」w

orld literature

の
概
念
は
、
す
で
に
翻
訳
さ
れ
、
も
し
く
は
ラ
テ
ン
語
の

よ
う
な
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
で
書
か
れ
た
「
発
祥
文
化
を
越
え
て
流
通
す
る
文
学
作
品
を
す
べ
て
包
含
す
る
」
の
で
あ
る
。
翻
訳
と
流
通
が

世
界
文
学
の
必
須
条
件
で
あ
る�
。

　

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
ラ
テ
ン
語
の
例
は
前
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
漢
文
学
に
当
て
は
ま
る
が
、
現
代
に
お
い
て
「
翻
訳
で
あ
れ
原
語
で

あ
れ
」、
結
果
的
に
は
、
欧
米
言
語
、
特
に
英
語
と
い
う
事
実
上
の
世
界
共
通
語
を
中
心
に
世
界
文
学
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
は
さ
ら
に
、「
世
界
文
学
の
領
域
へ
入
っ
た
作
品
は
、
真
正
さ
や
本
質
を
失
う
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
多
く
の
点
で
豊
か
に

な
り
う
る
」
と
主
張
し
、「
世
界
文
学
の
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
よ
り
む
し
ろ
現
象
学
だ
。
文
学
作

品
は
国
外
に
お
い
て
、
自
国
と
は
異
な
っ
た
姿
を
現
す
の
だ
か
ら
」
と
強
調
す
る3
。
そ
れ
か
ら
事
例
分
析
の
例
と
し
て
、
中
国
現
代
詩
人
の
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北
島
（
ペ
イ
タ
オ
）
の
有
名
な
作
品
の
「
回
答
」
の
二
種
類
の
英
訳
を
掲
げ
て
、
そ
の
異
同
を
分
析
し
た
う
え
、
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
自
身
の
翻

訳
論
を
展
開
す
る
。

　
「
回
答
」
の
最
初
の
英
訳
は
、
マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
（B

onnie S. M
cD

ougall

）
が
１
９
９
０
年
に
上
梓
し
た
『
八
月
の
夢
遊
者
』
と
い
う

訳
詩
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
は
そ
の
第
一
連
を
フ
ィ
ン
ケ
ル
（D

onald Finkel

）
が
１
９
９
１
年
に
上
梓
し
た
翻
訳
と
比

較
す
る
。

　

マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
訳
‥

D
ebasem

ent is the passw
ord of the base.�

堕
落
は
堕
落
し
た
者
た
ち
の
合
言
葉

N
obility the epitaph of the noble.�

高
潔
さ
は
高
潔
な
者
た
ち
の
墓
碑
銘

See how
 the gilded sky is covered�

黄
金
に
塗
ら
れ
た
空
が
覆
わ
れ
て
い
く
様
を
ご
ら
ん

W
ith the drifting tw

isted shadow
s of the dead.�

漂
い
ゆ
く
、
死
者
た
ち
の
よ
じ
れ
た
影
で

　

フ
ィ
ン
ケ
ル
訳
‥

The scoundrel carries his baseness around like an ID
 card.

�

悪
漢
は
身
分
証
明
書
の
よ
う
に
自
分
の
卑
し
さ
を
持
ち
歩
く

The honest m
an bears his honor like an epitaph.�

誠
実
な
人
は
墓
碑
銘
の
よ
う
に
名
誉
を
抱
く

Look -� the gilded sky is sw
im

m
ing�

ご
ら
ん
─
─
黄
金
に
塗
ら
れ
た
空
が
あ
ふ
れ
て
い
る

W
ith undulant reflections of the dead.�

死
者
た
ち
の
波
打
つ
影
絵
で４
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日
本
語
訳
は
英
語
訳
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
の
で
、
中
国
語
か
ら
直
接
訳
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
多
少
あ
っ
て
も
や
む
を
え
な
い
。

ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
の
評
価
を
要
約
す
れ
ば
す
な
わ
ち
、
前
者
の
訳
は
原
詩
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
ぎ
こ
ち
な
い
英
語
と
な
っ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
よ
り
自
由
な
翻
訳
で
あ
る
後
者
は
詩
の
内
在
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
引
き
出
し
て
詩
情
豊
か
な
訳
文
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る5
。

　

ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
の
翻
訳
に
対
す
る
分
析
方
法
は
、
お
そ
ら
く
前
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
二
点
に
集
約
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一

つ
は
、
特
定
の
言
語
文
学
や
作
品
の
研
究
者
と
は
違
っ
て
原
語
を
分
か
ら
な
い
読
者
の
立
場
に
立
っ
て
翻
訳
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
翻
訳
作
品
は
翻
訳
な
ど
の
変
容
を
経
て
、
自
国
と
異
な
る
姿
を
表
す
の
で
、
世
界
文
学
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
作
品
は
原
語
の

文
脈
と
異
な
る
文
脈
で
解
読
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
原
文
の
分
か
る
人
の
立
場
か
ら
発
言
す
れ
ば
、
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
が
マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
訳
に
見
ら
れ
る
言
葉
遊
び
は
北
島
の
原

文
に
あ
る
も
の
を
伝
え
よ
う
と
し
て
ぎ
こ
ち
な
い
英
語
に
訳
し
た
と
判
断
し
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。“D

ebasem
ent is the 

passw
ord of the base”

に
お
け
る
両
義
的
言
葉
遊
び
は
、
も
と
も
と
北
島
の
原
文
に
は
な
く
、
訳
者
マ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
の
工
夫
で
あ
り
、

ロ
ー
レ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ヌ
テ
ィ（Law

rence Venuti
）が
主
張
し
た
「
翻
訳
者
の
可
視
性
」6

と
合
致
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二

　

ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
の
世
界
文
学
概
念
は
、
欧
米
と
い
う
世
界
の
「
中
心
」
を
や
や
離
れ
た
東
ア
ジ
ア
の
各
国
で
は
、
妥
当
性
と
有
効
性
を
持

ち
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
東
ア
ジ
ア
の
各
国
は
そ
れ
ぞ
れ
む
し
ろ
、
違
う
次
元
の
世
界
文
学
を
持
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
日
本
に
お
け
る
世

界
文
学
、
も
し
く
は
中
国
に
お
け
る
世
界
文
学
が
存
在
す
る
と
言
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
つ
ま
り
、
本
稿
の
冒
頭
で
触
れ
た
「
世
界
文
学

全
集
」
や
「
世
界
現
代
詩
文
庫
」
の
類
は
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
り
、
世
界
各
国
の
文
学
の
傑
作
を
日
本
語
や
中
国
語
に
訳
し
て
一
般
読
者
に

世
界
の
文
学
へ
の
窓
口
を
提
供
す
る
。
実
際
、
今
で
は
大
学
で
も
フ
ラ
ン
ス
文
学
や
ロ
シ
ア
文
学
の
境
界
線
を
越
え
た
「
世
界
文
学
」
の
講
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義
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト
は
学
生
の
母
語
で
あ
る
日
本
語
も
し
く
は
中
国
語
で
あ
る
。

　

一
方
、
東
ア
ジ
ア
の
文
学
者
た
ち
は
世
界
の
中
心
に
進
出
し
つ
つ
も
、
横
の
連
携
も
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
日
中
両
国
の
詩
人
の

朗
読
会
の
形
や
、
翻
訳
者
た
ち
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
形
で
実
現
さ
れ
て
い
る
。

　

話
が
北
島
に
も
ど
る
が
、
日
本
で
は
早
く
も
１
９
８
８
年
に
は
す
で
に
是
永
駿
に
よ
る
『
北
島
詩
集
』
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
時

間
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
著
名
な
中
国
文
学
者
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
物
議
を
醸
し
た
指
摘
、「
国
際
的
読
者
は
中
国
の
現
代

詩
に
近
年
の
民
主
化
闘
争
へ
の
関
連
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
」7

と
い
う
現
象
は
、
日
本
で
は
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
顕
著
に
確
認
で
き

な
い
。

　

是
永
駿
の
翻
訳
を
見
る
前
に
、
ま
ず
北
島
の
原
詩
の
第
一
連
を
掲
げ
よ
う
。

卑
鄙
是
卑
鄙
者
的
通
行
证
，

高
尚
是
高
尚
者
的
墓
志
铭
。

看
吧
，
在
那
镀
金
的
天
空
中
，

飘
满
了
死
者
弯
曲
的
倒
影8

。

是
永
の
訳
‥

卑
劣
は
卑
劣
な
者
ど
も
の
通
行
証

高
尚
は
高
尚
な
者
の
墓
碑
銘

見
よ
、
あ
の
金
メ
ッ
キ
さ
れ
た
空
に

逆
さ
に
漂
い
満
て
る
死
者
た
ち
の
湾
曲
し
た
影
を9
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「
卑
劣
な
者
ど
も
」
に
込
め
ら
れ
た
軽
蔑
の
増
幅
が
訳
詩
に
リ
ズ
ム
の
変
化
を
も
た
ら
す
以
外
、
最
初
の
二
行
は
原
詩
を
そ
の
ま
ま
日
本
語

に
移
し
て
い
る
。
三
四
行
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
表
現
も
ほ
ぼ
逐
語
的
に
訳
さ
れ
て
い
る
が
、「
漂
い
満
て
る
」
と
い
う
文
言
語
法
の
使
用
は

訳
詩
に
高
い
格
調
と
悲
愴
感
を
も
た
ら
す
。

　

北
島
は
現
代
中
国
の
も
っ
と
も
傑
出
し
た
詩
人
の
一
人
で
あ
り
、
繊
細
な
タ
ッ
チ
の
ラ
ブ
ソ
ン
グ
か
ら
晦
渋
な
思
索
詩
ま
で
様
々
な
手
法

で
次
々
と
優
れ
た
作
品
を
世
に
送
っ
て
い
る
。「
回
答
」
は
彼
の
一
番
知
ら
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
詩
の
視
点
か
ら

見
る
と
、
か
な
ら
ず
し
も
出
来
の
良
い
作
品
で
は
な
い
。
最
初
の
二
行
は
、
中
国
語
で
読
ん
で
も
ぎ
こ
ち
な
さ
が
残
り
、
詩
と
い
う
よ
り
、

警
句
で
あ
り
、
義
憤
の
込
め
ら
れ
た
叫
び
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
卑
劣
は
卑
劣
な
者
ど
も
の
通
行
証
、
高
尚
は
高
尚
な
者
の
墓
碑
銘
」
に
は
、

文
化
大
革
命
の
直
後
、
人
々
の
心
に
十
年
以
上
も
溜
ま
っ
た
不
正
が
は
び
こ
っ
て
い
た
時
代
へ
の
憤
り
と
、
無
実
の
罪
で
死
ん
だ
無
数
の
魂

へ
の
哀
悼
が
凝
縮
さ
れ
、
炸
裂
す
る
。

　

こ
の
「
ぎ
こ
ち
な
い
」
二
行
が
読
者
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
原
詩
の
命
で
あ
る
。
同
じ
漢
字
文
化
圏
で
こ
そ
伝
わ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
も

し
れ
な
い
が
、
前
掲
の
フ
ィ
ン
ケ
ル
の
散
文
的
言
い
回
し
は
詩
全
体
を
読
み
易
い
も
の
に
し
た
代
わ
り
に
、
こ
の
詩
が
有
名
に
な
っ
て
い
る

理
由
、
つ
ま
り
翻
訳
の
根
拠
を
失
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
欧
米
中
心
の
世
界
文
学
の
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。

　

短
詩
「
わ
た
し
の
透
明
な
憂
い
の
中
に
」（
中
国
語
原
題
は
「
在
我
透
明
的
忧
伤
中
」）
か
ら
、
北
島
の
繊
細
で
優
美
な
一
面
を
見
よ
う
。

在
我
透
明
的
忧
伤
中�

わ
た
し
の
透
明
な
憂
い
の
中
に

充
满
着
你
，
仿
佛
绿
色
的
夜
雾�

あ
な
た
が
満
ち
あ
ふ
れ
る
、
ま
る
で
緑
色
の
夜
霧
が

缠
绕
着
一
棵
孤
零
零
的
小
树�

独
り
ぼ
っ
ち
の
小
さ
な
樹
に
纏
い
つ
く
よ
う
に

而
你
把
雾
撕
碎
，
一
片
一
片�

そ
し
て
あ
な
た
は
霧
を
ず
た
ず
た
に
ひ
き
ち
ぎ
り
／
そ
の
切
れ
端
を
次
々
に

在
冰
冷
的
手
指
间
轻
轻
吮
吸
着�

氷
の
よ
う
に
冷
た
い
指
の
間
か
ら
そ
っ
と
吸
っ
て
い
る
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如
同
吮
吸
结
成
薄
衣
的
牛
乳�

ち
ょ
う
ど
薄
い
膜
の
張
っ
た
牛
乳
を
吸
う
よ
う
に

于
是
你
吹
出
一
颗
金
色
的
月
亮�

そ
う
し
て
、
あ
な
た
は
金
色
の
月
を
吐
き
出
し

冉
冉
升
起
，
照
亮
了
道
路11�

そ
の
月
が
ゆ
う
ら
り
昇
っ
て
、
道
を
照
ら
し
た11

北
島
の
翻
訳
し
易
い
文
体11
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
い
え
、
是
永
駿
の
訳
は
い
つ
も
原
詩
に
負
け
な
い
ぐ
ら
い
の
出
来
栄
え
で
あ
る
。
原

文
に
忠
実
に
見
え
な
が
ら
も
、
肝
心
な
と
こ
ろ
で
点
睛
の
一
筆
を
加
え
る
。

　

原
詩
四
行
目
の
「
而
你
把
雾
撕
碎
，
一
片
一
片
」
と
い
う
句
ま
た
が
り
を
、
是
永
訳
で
は
、
前
半
を
「
そ
し
て
あ
な
た
は
霧
を
ず
た
ず
た

に
ひ
き
ち
ぎ
り
」
と
訳
し
、
後
半
を
「
そ
の
切
れ
端
を
次
々
に
」
と
新
し
い
一
行
を
起
こ
し
て
意
訳
し
、
訳
詩
の
新
し
い
リ
ズ
ム
と
言
葉
の

流
れ
を
作
り
出
す
。

お
わ
り
に

　

東
ア
ジ
ア
の
読
者
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
と
異
な
る
読
み
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、あ

ら
ゆ
る
作
品
は
ひ
と
た
び
翻
訳
さ
れ
る
と
、
発
祥
文
化
の
専
有
物
で
は
な
く
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
作
品
が
原
語
で
「
始
ま
っ
た
」
だ
け

に
な
る
の
だ
。
外
国
の
読
者
に
と
っ
て
一
番
重
要
な
の
は
、
そ
の
詩
が
新
し
い
言
語
で
ど
れ
ほ
ど
う
ま
く
機
能
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ11
。

実
際
、
中
国
の
現
代
詩
も
、「
回
答
」
の
よ
う
な
原
文
の
内
容
と
文
体
に
忠
実
な
翻
訳
も
あ
れ
ば
、
原
文
を
単
な
る
出
発
点
に
し
た
、
新
し
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い
創
造
的
翻
訳
も
存
在
す
る
。

　

む
し
ろ
ど
う
し
て
中
国
の
現
代
詩
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
の
か
と
い
う
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
も
良
か
ろ
う
。
日
本
に
お

い
て
も
中
国
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
西
洋
文
学
を
中
心
に
外
国
文
学
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で

も
、
お
互
い
に
と
っ
て
は
、
文
化
的
親
近
感
が
存
在
す
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い11
。
読
者
受
容
の
面
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
少
数
の
文
化
的
エ

リ
ー
ト
に
成
ら
ざ
る
を
得
な
い
面
が
あ
る
と
し
て
も
、
翻
訳
の
み
か
ら
中
国
の
現
代
詩
を
鑑
賞
で
き
る
と
い
う
点
に
鑑
み
て
い
え
ば
、
中
高

校
生
か
ら
定
年
後
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
々
ま
で
に
対
し
て
は
い
つ
で
も
開
放
的
で
あ
る11
。

　

世
界
文
学
と
い
う
概
念
が
西
洋
で
提
起
さ
れ
て
い
る
以
上
、
結
果
的
に
西
洋
中
心
の
も
の
に
な
る
。
概
念
の
提
起
者
が
つ
と
め
て
公
平
な

立
場
か
ら
解
釈
し
、
構
築
し
よ
う
と
い
う
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
文
学
は
世
界
文
化
の
政
治
力
学
か
ら
逃
れ
そ
う
も
な
い
。
そ
れ
を

相
対
化
す
る
戦
略
と
し
て
、
ロ
ー
カ
ル
な
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
世
界
文
学
を
提
唱
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か11
。
ま
だ
か
な
り
の
時
間
が
必
要

と
思
う
が
、
様
々
な
ロ
ー
カ
ル
な
世
界
文
学
か
ら
な
る
世
界
文
学
、
様
々
な
「
読
み
の
モ
ー
ド
」11

か
ら
な
る
世
界
文
学
が
実
現
す
る
で
あ
ろ

う
。

付
記
‥
北
島
（
ペ
イ
タ
オ
）、
本
名
は
趙
振
開
、
１
９
４
９
年
北
京
に
生
ま
れ
る
。
文
化
大
革
命
中
に
詩
作
を
始
め
、
１
９
８
０
年
代
中
国

の
代
表
的
な
反
体
制
派
現
代
詩
人
と
な
る
。
１
９
８
０
年
代
後
半
か
ら
海
外
に
出
て
亡
命
生
活
を
長
く
送
り
、
度
々
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
の
候

補
者
リ
ス
ト
に
載
る
が
果
た
さ
な
か
っ
た
。
２
０
０
８
年
香
港
中
文
大
学
教
授
に
な
る
。
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W
hen B

ei D
ao’s poetry succeeds -  and som

etim
es it succeeds w

onderfully -  it does so not by w
ords, w

hich are alw
ays trapped 

w
ithin the nationality of language and its borders, but by the envisagem

ents of im
ages possible only w

ith w
ords. M

cD
ougall 

also suggests this in her introduction. This is a possible solution to w
hat a w

orld poetry m
ight be, a w

ay of w
riting poetry that 

is essentially translatable.

　

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
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象
は
次
回
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究
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学
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翻
訳
は
大
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と
は
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う
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で
も
な
い
が
、
ア
ジ
ア
・
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フ
リ
カ
の
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文
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に
翻
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あ
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。
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翻
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文
化
サ
ロ
ン
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専
用
物
に
な
っ
て
い
る

か
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あ
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。
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世
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︿
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築
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