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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
二
・
芒
克
の
詩
）
─
─

呉ご　

衛え
い

峰ほ
う

一

　

是
永
駿
の
訳
に
よ
る
中
国
現
代
詩
人
の
芒
克
（
マ
ン
ク
）
に
つ
い
て
分
析
す
る
前
に
、
前
回
「
中
国
現
代
詩
の
翻
訳
と
世
界
文
学
（
そ
の

一
）」
に
引
用
し
た
、
ア
メ
リ
カ
の
中
国
文
学
者
で
あ
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
が
北
島
（
ペ
イ
タ
オ
）
の
マ
ッ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
に

よ
る
英
訳
に
対
す
る
書
評�
を
も
う
少
し
引
用
し
て
、
中
国
現
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
歌
の
翻
訳
に
お
け
る
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

ま
ず
、
北
島
の
詩
の
中
で
成
功
し
た
作
品
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
言
葉
に
よ
る
と
い
う
よ
り
、
言
葉
で
作
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
と
い

う
指
摘
の
後
、
以
下
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
（
最
初
の
一
行
の
引
用
は
前
回
と
重
複
し
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
）。

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. (H

egel 

believed that all poetry could be translated w
ithout loss, because its true m

edium
 w

as not w
ords but “poetic ideas.”) 2
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（「
北
島
の
詩
の
成
功
は
」
世
界
詩
歌
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
対
す
る
一
つ
の
解
決
策
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
本
質
的
に
翻

訳
可
能
な
詩
を
書
く
こ
と
で
あ
る
。（
ヘ
ー
ゲ
ル
は
詩
の
本
当
の
媒
介
は
言
葉
で
は
な
く
「
詩
想
」
で
あ
る
と
し
て
、
す
べ
て
の
詩
は

失
う
も
の
な
く
翻
訳
可
能
だ
と
信
じ
て
い
た
。））

オ
ー
ウ
ェ
ン
は
同
じ
書
評
の
中
で
ま
た
、
北
島
の
詩
に
お
け
る
あ
る
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

The im
age in itself w

ould probably have beauty in alm
ost any language. M

cD
ougall, how

ever, has translated this w
orld poetry 

of fungible im
ages into true English poetry, w

hich does indeed rely heavily on w
ord patterns, on a particular vocabulary, and 

on m
usical effects (not to m

ention several loud echoes of A
nglo-A

m
erican poetry). 3

（
こ
の
イ
メ
ー
ジ
自
体
は
お
そ
ら
く
ど
の
言
語
に
お
い
て
も
美
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
マ
ッ
ク
ド
ゥ
ー
ガ
ル
は
何
と
か
こ
の
置
換
可
能

な
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
た
世
界
詩
歌
を
本
物
の
英
語
の
詩
に
翻
訳
し
た
。
そ
し
て
こ
の
翻
訳
の
成
功
は
「
原
作
と
異
な
っ
て
」
明
ら
か
に

言
葉
の
パ
タ
ー
ン
や
特
殊
な
語
彙
、
及
び
音
楽
的
効
果
（
英
米
詩
歌
の
幾
つ
か
の
顕
著
な
影
響
は
言
う
ま
で
も
な
く
）
に
多
く
負
っ
て

い
る
の
で
あ
る
）。

　

オ
ー
ウ
ェ
ン
は
こ
こ
で
、
北
島
の
詩
を
全
体
的
に
は
評
価
し
て
い
な
い
が
、「
成
功
し
た
」
と
認
め
る
一
部
の
詩
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は

詩
の
魂
と
も
い
う
べ
き
「
言
葉
」
の
使
い
方
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
で
作
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
北
島
の
詩
は
著
し
く
翻
訳
し
易
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
英
訳
は
訳
者
の
技
量
で
、
詩
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
、
つ
ま
り
「
言
葉
の

芸
術
」
と
仕
上
げ
た
と
い
う
見
方
を
取
っ
た
。
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オ
ー
ウ
ェ
ン
の
指
摘
し
た
「
世
界
詩
歌
」
の
直
面
し
た
ジ
レ
ン
マ
は
、
面
白
い
こ
と
に
、「
世
界
文
学
」
と
い
う
概
念
の
再
提
出
者
で
あ

る
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
で
は
、
世
界
文
学
の
あ
る
べ
き
姿
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
前
回
（
そ
の
一
）
に
お
け
る
引
用
を
繰
り
返
す
。

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4
。

　

明
ら
か
に
両
名
は
異
な
る
視
点
か
ら
世
界
文
学
を
構
成
す
る
翻
訳
文
学
を
解
釈
し
て
い
る
。
中
国
古
典
文
学
研
究
の
専
門
家
で
あ
る
オ
ー

ウ
ェ
ン
か
ら
見
る
と
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
英
語
中
心
の
世
界
文
学
に
翻
訳
を
通
じ
て
組
み
込
ま
れ
た
一
部
の
中
国
現
代
詩
は
、
自
国
文
化

に
根
ざ
し
た
自
国
言
語
の
歴
史
と
豊
富
な
引
喩
を
離
れ
て
、
外
国
の
読
者
を
意
識
す
る
翻
訳
可
能
な
文
体
で
創
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
存
在

す
る
一
方
、
そ
の
翻
訳
可
能
性
の
ゆ
え
に
、
優
れ
た
訳
者
が
そ
れ
を
目
的
言
語
に
根
ざ
し
た
本
物
の
芸
術
作
品
に
仕
上
げ
た
こ
と
に
よ
り
、

目
的
言
語
の
読
者
は
翻
訳
を
通
じ
て
読
む
か
ぎ
り
、
そ
の
詩
人
を
翻
訳
の
優
劣
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
の
意
見
に
よ
る
と
、
た
と
え
出
発
言
語
に
よ
る
傑
作
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
越
境
し
て
世
界
文
学
の
一
員
と
な
る
以
上
、

読
者
の
目
か
ら
読
む
価
値
の
あ
る
文
学
作
品
と
し
て
翻
訳
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

　

管
見
で
は
、
北
島
は
オ
ー
ウ
ェ
ン
が
指
摘
し
た
ほ
ど
中
国
語
の
詩
的
言
語
か
ら
離
れ
て
い
な
い
。
彼
は
む
し
ろ
、
豊
富
な
遺
産
を
残
し
た

中
国
古
典
詩
（
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
専
門
）
の
言
葉
遣
い
と
異
な
る
、
現
代
口
語
体
詩
の
一
文
体
を
模
索
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
比
較
す
れ

ば
、
若
い
と
き
北
島
と
と
も
に
詩
雑
誌
『
今
天
』
を
創
刊
し
た
芒
克
（
マ
ン
ク
）
の
詩
の
一
部
は
、
散
文
に
近
い
ほ
ど
平
明
な
文
体
で
書
か
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れ
て
い
る
。

　

是
永
駿
の
す
ぐ
れ
た
翻
訳
に
よ
っ
て
日
本
で
知
ら
れ
る
芒
克
の
「
死
后
也
还
会
衰
老
」
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
大
岡
信
が
訳
詩
集
に
寄
せ

た
言
葉
に
は
、「
一
九
七
〇
年
代
以
後
の
日
本
現
代
詩
に
、
た
ぶ
ん
最
も
欠
け
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
中
国
の
現
代
詩
の
中
で
、
苦
し
み
に

呻
き
つ
つ
、
光
り
輝
い
て
い
る
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
主
に
芒
克
の
こ
の
詩
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。
大
岡
は
是
永
駿
の

翻
訳
を
通
じ
て
芒
克
を
読
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

原
作
の
前
半
の
み
を
引
用
す
る
。

地
里
已
长
出
死
者
的
白
发�

�

这
使
我
相
信
，
人
死
后
也
还
会
衰
老�

�

人
死
后
也
还
会
有
恶
梦
扑
在
身
上�

3

也
还
会
惊
醒
，
睁
眼
看
到�

4

又
一
个
白
天
从
蛋
壳
里
出
世�

5

并
且
很
快
便
开
始
忙
于
在
地
上
啄
食�

6

也
还
会
听
见
自
己
的
脚
步�

7

听
出
自
己
的
双
脚
在
欢
笑
在
忧
愁�

8
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也
还
会
回
忆
，
尽
管
头
脑
里
空
洞
洞
的�

9

尽
管
那
些
心
里
的
人
们
已
经
腐
烂�

�0

（
以
下
略5
）

タ
イ
ト
ル
と
最
初
の
一
連
だ
け
を
逐
語
的
に
訳
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

「
死
ん
だ
後
で
も
老
衰
を
つ
づ
け
る
」

地
面
か
ら
す
で
に
死
者
の
白
髪
が
生
え
出
て
い
る

そ
れ
が
私
に
信
じ
さ
せ
る
、
人
は
死
ん
だ
後
で
も
老
衰
を
続
け
る
こ
と
を

…
…

試
訳
の
詩
的
完
成
度
や
文
体
を
別
に
し
て
も
、
原
作
は
内
容
的
に
は
か
な
り
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
詩
行
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
で
は
、

本
題
と
な
る
是
永
駿
の
訳
を
見
よ
う
。

「
死
し
て
な
お
老
い
さ
ら
ば
え
る
こ
と
が
あ
る
」

地
面
に
は
や
生
え
出
た
死
者
の
白
い
髪�

�
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そ
れ
が
わ
た
し
に
信
じ
さ
せ
る
、
ひ
と
は
死
し
て
な
お
老
い
さ
ら
ば
え
る
こ
と
が
あ
る�

�

ひ
と
は
死
し
て
な
お
悪
夢
に
襲
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る�

3

そ
し
て
う
つ
ろ
い
め
ざ
め
、
ま
の
あ
た
り
に
そ
れ
を
見
る�

4

ま
た
ひ
と
つ
白
昼
が
卵
の
殻
を
破
っ
て
生
ま
れ�

5

す
ぐ
に
せ
わ
し
な
く
地
上
の
餌
を
つ
い
ば
む�

6

自
分
の
足
音
を
聞
く
こ
と
も
あ
る�

7

自
分
の
両
足
が
笑
い
さ
ざ
め
い
て
い
る
憂
い
に
沈
ん
で
い
る�

8

追
憶
に
ふ
け
る
こ
と
も
あ
る
、
頭
の
中
は
か
ら
っ
ぽ
な
の
に�

9

心
の
中
の
人
々
は
す
で
に
腐
爛
し
て
い
る
の
に�

�0

（
下
略6
）三

　

是
永
駿
訳
の
最
初
の
一
連
を
見
よ
う
。「
地
面
（
じ
め
ん
）
に
は
や
生
え
出
た
死
者
（
し
し
ゃ
）
の
白
（
し
ろ
）
い
髪 / 

そ
れ
が
わ
た
し

に
信
（
し
ん
）
じ
さ
せ
る
、
ひ
と
は
死
（
し
）
し
て
な
お
老
い
さ
ら
ば
え
る
こ
と
が
あ
る
」。
短
い
二
行
で
あ
る
が
、
原
作
と
比
べ
れ
ば
、
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三
つ
の
特
徴
が
読
み
取
ら
れ
る
。
ま
ず
、
声
を
出
し
て
読
め
ば
、
訳
に
お
け
る
硬
質
な
言
葉
と
軟
質
な
言
葉
の
見
事
な
按
配
が
作
り
出
し
た

詩
行
の
音
の
美
し
さ
と
力
強
さ
に
心
を
動
か
さ
れ
る
。
１
行
目
の
「
地
面
（
じ
め
ん
）」
と
「
死
者
（
し
し
ゃ
）」、
２
行
目
の
「
死
（
し
）」

と
い
う
漢
語
の
硬
質
な
語
感
と
、
１
行
目
の
「
は
や
生
え
出
た
」
と
「
白
い
髪
」、
二
行
目
の
「
人
は
」
と
「
な
お
老
い
さ
ら
ば
え
る
」
と

い
う
和
語
の
軟
質
な
響
き
は
、
詩
行
に
見
事
な
リ
ズ
ム
感
を
刻
む
。「
死
者
」、「
白
い
」、「
信
じ
さ
せ
る
」、「
死
し
て
」
の
頭
韻
「
し/shi

」

の
聴
覚
的
、
暗
示
的
効
果
も
見
逃
せ
な
い
。

　

つ
ぎ
に
、
原
作
１
行
目
の
「
地
里
已
长
出
死
者
的
白
发
」
と
い
う
動
詞
文
は
、
長
い
連
体
修
飾
語
を
嫌
う
中
国
語
の
特
性
に
よ
る
も
の
と

思
う
が
、
訳
で
は
日
本
語
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
生
か
し
て
「
地
面
に
は
や
生
え
出
た
」
と
い
う
連
体
修
飾
語
で
「
死
者
の
白
い
髪
」
を
際
立

て
、
読
者
を
戦
慄
さ
せ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
一
連
目
に
お
い
て
、
１
行
目
と
２
行
目
の
後
半
に
お
け
る
「
は
や
生
え
出
た
」
と
「
老
い
さ
ら
ば
え
る
」
の
よ
う
な
古
語
風

語
彙
＝
詩
語
の
使
用
は
、
真
ん
中
に
挟
ま
っ
て
い
る
「
そ
れ
が
わ
た
し
に
信
じ
さ
せ
る
」
と
い
う
如
何
に
も
口
語
風
で
日
常
的
な
和
語
の
文

に
よ
っ
て
、
そ
の
非
日
常
的
異
化
作
用
を
こ
の
一
連
に
与
え
、
訳
詩
に
格
調
を
も
た
ら
す
。
原
作
で
は
１
行
目
、
２
行
目
の
前
半
、
後
半
は

ほ
ぼ
同
じ
調
子
の
言
葉
遣
い
で
あ
る
の
で
、
訳
は
原
作
に
見
ら
れ
な
い
言
葉
と
音
声
の
緊
張
感
か
ら
ま
る
で
協
奏
曲
の
急
、
緩
、
急
の
三
楽

章
が
二
行
に
縮
め
ら
れ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

　

原
作
は
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
は
基
本
的
に
曖
昧
さ
の
な
い
平
明
な
構
造
で
あ
る
。
第
２
連
４
行
目
後
半
の
動
詞
「
睁
眼
看
到
」
は
句

跨
り
で
、
目
的
語
は
第
３
連
の
５
行
目
・
６
行
目
に
当
た
る
。
中
国
語
の
基
本
文
型
はSV

O

で
あ
る
の
で
、
悪
夢
か
ら
目
が
覚
め
て
、
白

昼
を
見
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

訳
で
は
、
４
行
目
の
「
睁
眼
看
到
」
に
あ
た
る
部
分
は
「
ま
の
あ
た
り
に
そ
れ
を
見
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
第
３
連
に
移
る

前
に
は
、「
そ
れ
」
は
悪
夢
を
指
す
言
葉
と
し
て
も
読
め
る
の
で
、
悪
夢
か
ら
目
が
覚
め
た
ら
、
今
度
悪
夢
が
現
実
と
な
っ
て
ま
の
あ
た
り

に
そ
れ
を
も
う
い
ち
ど
見
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
意
味
に
も
取
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
３
連
の
内
容
は
い
ま
見
た
悪
夢
と
理
解
し
て
も
良
い
。
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原
詩
の
平
面
的
な
一
連
が
日
本
語
訳
で
は
重
層
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
第
４
連
に
は
詩
人
翻
訳
者
で
あ
る
是
永
訳
の
醍
醐
味
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

　

原
詩
：

也
还
会
听
见
自
己
的
脚
步�

7

听
出
自
己
的
双
脚
在
欢
笑
在
忧
愁�

8

　

是
永
訳
：

自
分
の
足
音
を
聞
く
こ
と
も
あ
る�

7

自
分
の
両
足
が
笑
い
さ
ざ
め
い
て
い
る
憂
い
に
沈
ん
で
い
る�

8

　

下
線
を
引
い
て
あ
る
「
也
还
会
」
の
繰
り
返
し
は
、
原
詩
で
は
リ
フ
レ
ー
ン
の
働
き
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
是
永
訳
で
は
「
こ
と

も
あ
る
」
の
反
復
で
対
応
し
て
い
る
。
原
詩
８
行
目
は
逐
語
訳
す
る
と
、「
自
分
の
両
足
が
笑
っ
た
り
憂
っ
た
り
す
る
の
を
耳
に
す
る
」
と

い
う
意
味
で
、
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
並
列
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
是
永
訳
を
見
る
と
、「
自
分
の
両
足
が
笑
い
さ
ざ
め
い
て
い
る
憂
い
に
沈

ん
で
い
る
」
と
大
胆
に
書
き
換
え
て
い
る
の
が
分
か
る
。

　

原
詩
の
８
行
目
は
や
や
陳
腐
な
憾
み
が
あ
り
、
詩
的
力
の
弱
い
部
分
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
是
永
の
改
作
は
二
つ
の
平
板
な
イ
メ
ー

ジ
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
見
難
解
な
訳
と
な
っ
て
い
る
が
、
味
読
し
て
い
る
う
ち
に
、
笑
い
と
憂
い
の
二
項
対
立
を
解
消
し
た
、
人

間
の
生
死
に
お
け
る
両
者
の
重
な
り
と
い
う
真
実
に
迫
っ
て
い
く
深
み
の
あ
る
詩
句
で
あ
る
と
感
銘
を
受
け
る
。

　

一
言
で
い
え
ば
、
是
永
駿
の
見
事
な
日
本
語
訳
は
、
芒
克
の
内
容
的
に
濃
厚
で
あ
る
が
文
体
と
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
的
に
は
平
板
な
原
詩
に
重

層
性
と
さ
ら
な
る
深
み
を
与
え
、
原
詩
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
い
っ
そ
う
引
き
立
て
る
新
し
い
作
品
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。



�（9） 中国現代詩の翻訳と世界文学──是永駿の仕事を中心に（その二・芒克の詩）──

お
わ
り
に

　

中
国
現
代
詩
、
も
し
く
は
現
代
文
学
の
創
作
に
お
い
て
、
管
見
だ
け
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
籍
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
者
の
高
行
健
が
か
つ

て
、
伝
統
的
文
学
言
語
を
離
れ
、
で
き
る
限
り
熟
語
等
を
使
わ
な
い
文
体
を
試
み
て
い
る
旨
の
発
言
を
し
て
い
た
。
ミ
ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
も

翻
訳
可
能
な
文
体
で
小
説
を
書
い
て
い
た
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
欧
米
中
心
の
世
界
文
学
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
す
る
と
、
お
よ
そ

避
け
ら
れ
な
い
現
状
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
良
き
翻
訳
者
が
世
界
文
学
に
組
み
込
ま
れ
よ
う
と
す
る
発
展
途
中
国
の
作
家
た
ち
に
と
っ
て
如
何
に
重
要
か
を
力

説
し
て
い
た
。
筆
者
か
ら
見
る
と
、
初
の
中
国
籍
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
者
の
莫
言
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
莫
言
の
小
説
は
当
然
様
々
な
面

で
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
言
葉
の
運
用
力
の
面
で
は
現
代
の
他
の
中
国
人
の
一
流
作
家
に
及
ば
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ノ
ー
ベ
ル
賞

の
世
界
的
政
治
力
学
の
他
に
、
ハ
ワ
ー
ド
・
ゴ
ー
ル
ド
ブ
ラ
ッ
ト
等
の
優
れ
た
翻
訳
者
に
負
っ
た
と
こ
ろ
は
大
き
い
。

　

芒
克
の
詩
は
日
本
に
お
い
て
、
是
永
駿
と
い
う
良
き
翻
訳
者
を
得
て
賞
賛
を
得
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
事
実
は
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ

の
提
唱
す
る
「
世
界
文
学
」
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
一
好
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

中
国
現
代
詩
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
１
９
３
０
年
代
か
ら
４
０
年
代
に
か
け
て
あ
る
程
度
の
発
展
を
遂
げ
、
革
命
の
成
功
に
よ
っ
て
中
国
本
土

で
は
一
時
断
絶
さ
せ
ら
れ
た
。
た
だ
、
台
湾
で
は
余
光
中
、
羅
門
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
命
脈
が
受
け
継
が
れ
、
現
在
ま
で
発
展
を
遂
げ
て
き

た
。
今
度
は
台
湾
現
代
詩
と
日
本
に
お
け
る
翻
訳
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
い
と
思
う
。
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