
〈

研
究

論

文

１

〉

ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
日
本
研
究
に
つ
い
て

は

じ

め

に

ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
（
Ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｕ
ｒ
　
Ｗ
ａ
ｌ
ｅ
ｙ
、
　
１
８
８
９
-
１
９
６
６
）
と
い
う
名

を

聞

け

ば

多

く

の

日

本

人

は

、

あ

の

源

氏

物

語

を

英

語

に

翻

訳

し

た

人

で

あ

る

か

、

と

思

い

あ

た

る

こ

と

で

あ

ろ

う

。

た

し

か

に

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

訳

し

た

『
源
氏
物
語
』
（
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ａ
ｌ
ｅ
　
ｏ
ｆ
　
Ｇ
ｅ
ｎ
ｊ
ｉ
,
　
１
９
２
７
-
１
９
３
３
,
　
Ｌ
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
)
」
は
広
く

日

本

で

知

ら

れ

て

い

る

。

し

か

、
し

、

も

と

も

と

英

語

の

読

者

の

た

め

に

書

か

れ

た

こ

の

本

が

、

欧

米

で

も

多

く

の

愛

読

者

を

得

て

い

る

こ

と

は

い

う

ま

で

も

あ

る

ま

い

。

先

頃

亡

く

な

ら

れ

た

西

洋

美

術

史

家

の

矢

代

幸

雄

氏

は

、

ウ

ェ

イ

リ

ー

と

親

交

の

あ

っ

た

人

で

あ

る

が

、

ウ

ェ

イ

リ

ー

訳

『

源

氏

物

語

』

が
ど
れ
ほ
ど
海
外
で
愛
さ
れ
て
い
た
か
を
も
の
が
た
る
エ
ピ
ソ
ｌ
ド
を
二
つ
、

『

国

際

文

化

』

誌

上

に

の

せ

て

お

ら

れ

る

。

と

こ

ろ

で

ウ

ェ

イ

リ

ー

が

訳

し

た

も

の

は

、

日

本

文

学

で

は

、

源

氏

物

語

加
　
納
　
孝
　
代

の

ほ

か

に

枕

草

子

や

和

歌

や

謡

曲

な

ど

で

あ

る

が

、

彼

に

は

中

国

文

学

の

方

面

で

も

、

詩

経

や

論

語

、

李

白

、

白

楽

天

、
西

遊

記

な

ど

の

、
広

範

囲

に

わ

た

る
翻
訳
が
あ
る
。
彼
の
仕
事
に
対
し
て
は
か
な
り
早
く
か
ら
、
そ
の
訳
が
語

学

的

に

も

正

確

で

あ

り

、

文

学

的

に

も

魅

力

あ

ふ

る

る

も

の

で

あ

る

と

い

う

高

い

評

価

が

与

え

ら

れ

て

き

た

。

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

死

後

出

版

さ

れ

た

ア

イ

グ

ァ
ン
・
モ
リ
ス
編
の
Ｍ
ａ
ｄ
ｌ
ｙ
　
Ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｉ
ｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
M
o
ｕ
ｎ
ｔ
ａ
ｉ
ｎ
ｓ
,
（
Ｌ
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
,

（
Ｇ
ｅ
ｏ
ｒ
ｇ
ｅ
　
Ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｕ
ｎ
w
ｉ
ｎ
,
９
７
０
）
は
、
生
前
の
ウ
ェ
イ
リ
ー
を
知
る

人

々

に

よ

る

思

い

出

の

記

と

、

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

代

表

作

か

ら

の

抜

萃

よ

り

な

っ

て

い

る

か

、

随

所

に

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

死

を

惜

し

む

心

と

、

彼

の

す

ぐ

れ

た

業

績

に

対

す

る

讃

美

が

み

ら

れ

る

。

し

か

し

他

方

、

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

翻

訳

に

対

し

て

、

批

判

を

ふ

く

ん

だ

再

評

価

の

空

気

が

あ

ら

わ

れ

て

き

て

い

る

こ

と

も

事

実

で

あ

る

。

ウ

ェ

イ

リ

ー

訳

を

し

の

ぐ

源

氏

物

語

の

英

訳

を

め

ざ

し

て

い
る
と
い
う
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
氏
な
ど
は
後
者
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
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私
も
私
な
り
に
こ
の
小
論
で
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
翻
訳
の
特
徴
と
、
彼
が
外
　

国

の

作

品

を

翻

訳

す

る

に

あ

た

っ

て

と

っ

た

態

度

の

、

或

る

一

つ

の

側

面

を

明

ら

か

に

し

て

み

た

い

と

思

う

。

素

材

と

し

て

は

、

謡

曲

「
生

贄

」

を

え

ら

ん
だ
。
し
た
が
っ
て
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
、
翻
訳
に
対
す
る
態
度
を
問
題
に
す
る

と

は

い

っ

て

も

、

特

に

日

本

の

文

学

作

品

に

対

す

る

も

の

に

、

さ

し

あ

た

り

は
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
ま
え
に
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
ウ

ェ

イ

タ

ー

と

日

本

文

学

と

の

関

わ

り

に

つ

い

て

記

そ

う

。

ウ
ェ
イ
リ
ー
と
日
本
文
学

ウ

ェ

イ

リ

ー

は

一

八

八

九

年

、

口

ン

ド

冫

の

中

流

イ

ン

テ

リ

階

級

の

家

庭

に

生

ま

れ

た

。

そ

う

し

た

生

ま

れ

で

、

頭

の

良

い

子

供

が

ふ

つ

う

に

た

ど

る

コ
ー
ス
を
彼
も
歩
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
ラ
グ

ビ
ー
校
か
ら
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
キ
ン
グ
ズ
・
カ
レ
ジ
ヘ
と
進
ん
だ
の
で

あ

る

。

専

攻

課

目

は

古

典

語

（

ギ

リ

ジ

ヤ

ー

ラ

テ

ン

語

）

で

あ

っ

た

。

卒

業

後
、
一
九
一
三
年
に
大
英
博
物
館
に
就
職
し
て
い
る
。
彼
は
東
洋
絵
画
部

（
S
ｕ
ｂ
-
Ｄ
ｅ
ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
　
ｏ
f
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
　
Ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｔ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｄ
ｒ
ａ
w
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
）
　
に
配
属

さ
れ
、
そ
こ
で
中
国
や
日
本
の
古
美
術
品
の
整
理
と
解
説
の
仕
事
に
携
わ
る
。

こ

と

に

な

っ

た

。

と

う

し

て

、

い

わ

ば

偶

然

に

よ

り

、

彼

は

中

国

と

日

本

の

文

化

に

接

す

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

仕

事

上

、

中

国

語

や

日

本

語

で

書

か

れ

て

い

る

画

題

や

作

者

名

を

判

読

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

必

要

が

生

じ

い

る

と

、

ウ

ェ

イ

リ

ー

は

早

速

中

国

語

と

日

本

語

を

学

ぶ

こ

と

を

思

い

立

っ

た

。

は

じ

め

は

独

習

し

た

よ

う

だ

。

し

ぱ

ら

く

し

て

、

当

時

創

設

さ

れ

て

間

も

な

か
っ
た
東
洋
語
学
校
(
S
ｃ
ｈ
ｏ
ｏ
ｌ
　
ｏ
ｒ
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
）
も
行
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
授
業
が
彼
を
ど
の
く
ら
い
助
け
た
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
少
く
と
も
そ
こ
の
図
書
館
に
お
い
て
あ
っ
た
数
百
冊
も
の
漢
詩
集
は

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

心

を

と

ら

え

、

彼

を

は

る

か

な

古

代

中

国

の

詩

の

世

界

へ

と

さ

そ

い

入

れ

る

こ

と

と

な

っ

た

。

ウ

ェ

イ

リ

ー

は

、

こ

う

し

て

漢

詩

の

世

界

に

よ

ろ

こ

び

を

見

出

す

と

同

時

に

、

少

し

ず

つ

英

訳

を

試

み

は

じ

め

た

。

ま

ず

五

十

篇

ば

か

り

を

訳

す

と

、

彼

は

自

費

出

版

を

し

、

自

分

で

壁

紙

を

用

い

て

表

紙

を

つ

け

、

ク

リ

ス

マ

ス

ー

カ

ー

ド

代

り

に

親

し

い

友

人

た

ち

に

送

っ

た
。
一
九
二
六
年
、
第
一
次
大
戦
さ
な
か
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
訳
詩
は

『
東
洋
語
学
校
紀
要
』
（
Ｂ
ｕ
ｌ
ｌ
ｅ
ｔ
ｉ
ｎ
　
ｏ
ｆ
 
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｏ
ｌ
　
ｏ
ｆ
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
）

に

も

掲

載

さ

れ

は

じ

め

、

人

々

の

注

目

を

ひ

く

よ

う

に

な

っ

た

。

こ

の

結

果

、

二

年

後

に

『

中

国

詩

百

七

十

選

』

（

Ａ

　
H

ｕ

ｎ

ｄ
ｒ
ｅ

ｄ

　ａ
ｎ

ｄ

　
Ｓ
ｅ
ｖ
ｅ
ｎ

ｔ
ｙ

　
Ｃ

ｈ

ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ

Ｐ
ｏ
ｅ
ｍ
ｓ
,
　
L
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
）
が
、
本
と
し
て
の
立
派
な
体
裁
を
と
と
の
え
て
世
に

出

た

の

で

あ

る

。
つ

づ

い

て

『

続

中

国

詩

集

』
（
M
o

ｒ
ｅ

　
Ｔ

ｒ
ａ

ｎ
ｓ

ｌａ

ｔ
ｉｏ
ｎ
ｓ

　
ｆ
ｒ
o
m

ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
,
 
L
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
,
 
１
９
１
９
）
も
出
さ
れ
た
。
東
洋
学
者
と
し
て
の
ウ

ェ
イ
リ
ー
の
歩
み
は
こ
う
し
て
は
じ
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
で
日
本
文
学
の
方
面
で
は
、
一
九
一
九
年
に
『
日
本
の
詩
歌
―
―

う
た
』
｛
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｒ
ｙ
：
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
"
　
Ｕ
ｔ
ａ
”
｝
、
一
九
二
一
年
に
『
日
本
の
能
』

（

Ｎ

ｏ

　
Ｐ

ｌ
ａ
ｙ

ｓ

　
ｏ
ｆ

　Ｊ
ａ
ｐ

ａ

ｎ

）

が

出

さ

れ

て

い

る

。

『

源

氏

物

語

』

（

Ｔ

ｈ
ｅ

Ｔ

ａ

ｌｅ

　
ｏ
ｆ

　
Ｇ

ｅ
ｎ

ｊ

ｉ
）

は

、

一

九

二

五

年

か

ら

一

九

三

三

年

ま

で

の

八

年

を

か

け

て

翻

訳

さ

れ

た

。

そ

の

間

の

一

九

二

八

年

に

は

、

清

少

納

言

の

枕

草

子

が

T
h
ｅ
　
P
i
l
l
ｏ
ｗ
-
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
　
ｏ
ｆ
　
Ｓ
ｅ
i
　
Ｓ
ｈ
ｏ
ｎ
ａ
ｇ
ｏ
ｎ
と
い
う
愛
ら
し
い
名
前
で
英
訳



出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
堤
中
納
言
物
語
や
、
万
葉
集
や
梁
塵
秘
抄

の

抄

訳

、

芥

川

竜

之

介

の

い

く

つ

か

の

短

篇

小

説

、

司

馬

江

漢

の

評

伝

、

日

本

文

化

論

な

ど

が

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

列

挙

す

る

と

数

が

多

い

よ

う

に

み

え

る

が

、

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

著

述

の

全

体

か

ら

み

れ

ぱ

、

日

本

関

係

の

も

の

は

実

は

そ

ん

な

に

多

く

は

な

い

。

大

ま

か

に

い

う

な

ら

ば

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

日

本

研

究

の

著

述

は

、

中

国

関

係
の
も
の
の
約
五
分
の
一
ほ
ど
で
あ
り
、
ま
た
日
本
研
究
に
打
ち
こ
ん
だ
時

期

も

、

中

国

に

対

す

る

そ

れ

と

く

ら

べ

て

み

た

場

合

、

一

九

二

〇

年

前

後

よ

り

一

九

三

五

年

あ

た

り

ま

で

の

ほ

ぽ

十

五

年

間

で

あ

っ

て

、

比

較

的

限

ら

れ

て

い

る

と

い

わ

ね

ば

な

ら

な

い

。

し

か

も

そ

の

十

五

年

の

間

に

も

、

か

な

り

の

量

の

中

国

関

係

の

研

究

が

平

行

し

て

行

わ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

う

み

て

く

る

と

、

ウ

ェ

イ

リ

ー

は

必

ず

し

も

、

日

本

の

文

学

や

文

化

に

対

す

る

ｄ
ｅ
ｖ
ｏ
ｔｅ
ｅ

つ

ま

り

熱

烈

な

る

信

者

で

は

な

か

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

本

国

で

は

彼

は

「
東

洋

学

者

」

と

み

な

さ

れ

て

い

た

が

、

東

洋

と

い

っ

て

も

、

日

本

よ

り

は

中

国

に

関

す

る

研

究

の

比

重

の

方

が

は

る

か

に

高

か

っ

た

。

日

本

に

来

た

こ

と

も

一

度

も

な

い

。

さ

ら

に

、

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

関

心

が

中

国

や

日

本

や

モ

ン

ゴ

ル

に

向

い

て

い

た

こ

と

は

事

実

で

あ

る

が

、

そ

れ

に

劣

ら

ぬ

関

心

は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
も
ま
た
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
バ
レ
ー
を
愛

し

、

演

劇

を

好

み

、

ク

ラ

シ

ッ

ク

音

楽

の

演

奏

会

に

は

欠

か

さ

ず

出

か

け

、

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
や
エ
デ
ィ
ス
、
オ
ズ
パ
ー
ト
・
シ
ト
ウ
ェ
ル
な
ど
と

い

っ

た

イ

ギ

リ

ス

の

文

学

者

た

ち

と

親

交

あ

つ

く

、

ス

キ

ー

気

狂

い

で

、

毎

冬

ア

ル

プ

ス

の

山

に

出

か

け

た

ウ

ェ

イ

リ

ー

は

、

あ

る

い

み

で

は

最

も

ヨ

ー

ロ
ッ
パ
的
な
文
化
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
死
の
数
年
前
、
ウ
ェ
イ
リ
ー

は

「

も

う

東

洋

研

究

は

や

め

た

。

手

が

い

う

こ

と

を

き

か

な

い

し

（

彼

は

事

故

で

右

手

を

怪

我

し

て

い

た

）
、
こ

れ

ま

で

調

べ

て

き

た

こ

と

も

、

も

う

私

の

興

味

を

ひ

か

な

い

し

、

こ

れ

か

ら

は

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

文

芸

作

品

を

も

う

い

ち

ど
読
み
か
え
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
」
と
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

以

上

の

よ

う

な

こ

と

は

、

ウ

ェ

イ

リ

ー

に

と

っ

て

日

本

文

化

が

一
体

ど

の

よ

う

な

意

味

を

も

っ

て

い

た

の

か

、

あ

る

い

は

さ

ら

に

一

般

化

し

て

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

人

に

と

っ

て

日

本

文

化

は

ど

の

よ

う

な

意

味

を

も

ち

う

る

の

か

、

と

い

う

問

題

を

考

え

る

際

に

一

つ

の

ヒ

ン

ト

と

な

る

の

で

は

あ

る

ま

い

か

。

と

も

あ

れ

、

ウ

ェ

イ

リ

ー

と

日

本

文

化

と

の

関

係

が

以

上

の

よ

う

な

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

を

ふ

ま

え

て

、

そ

れ

が

彼

が

日

本

文

学

を

翻

訳

し

た

さ

い

の

方

法

に

ど

の

よ

う

に

具

体

的

に

あ

ら

わ

れ

た

か

と

い

う

こ

と

を

次

の

節

で

み

て

い

き

た

い

と

思

う

。

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

翻

訳

の

原

則

私
が
第
一
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
に
と
っ
て
は
翻
訳
と
は
、

一

つ

の

言

語

か

ら

別

の

言

語

へ

の

ス

ム

ー

ズ

な

流

れ

と

い

っ

た

も

の

で

は

な

か

っ

た

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
「

日

本

文

化

の

独

創

性

に

つ

い

て

」

の

中

で

彼

は

ま

ず

、
『

日

本

の

詩

歌

は

あ

ら

ゆ

る

詩

歌

の

う

ち

最

も

徹

底

し

て

翻

訳

不

可

能

な

も

の

で

あ

る
』

と

の

べ

た

。

そ

れ

で

は

い

わ

ゆ

る

「

翻

訳

」

と

は

一

体

何

を

試

み

る

も

の

な

の

か

。

い

わ

く

「
翻

訳

で

は

思

想

だ

け

が

生

き

残
る
が
、
詩
は
も
は
"
動
か
"
な
い
。
」
で
は
外
国
人
が
詩
や
文
学
を
鑑
賞



す

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

と

い

え

ぽ

そ

う

で

は

な

い

、

と

ウ

ェ

イ

リ

ー

は

い
う
。
「
読
者
は
自
分
で
詩
の
可
能
性
を
発
見
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、

も

し

読

者

か

詩

人

な

ら

こ

れ

は

少

し

も

む

ず

か

し

い

こ

と

で

は

な

い

で

あ

ろ

う
。
」
こ
こ
で
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
い
っ
て
い
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
は
あ

る

ま

い

か

。

つ

ま

り

原

語

を

理

解

す

る

者

に

と

っ

て

は

、

原

語

か

ら

他

の

国

語
へ
と
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
文
学
作
品
は
一
た
ん
死
ぬ
と
い
う
こ
と
で

あ

る

。

そ

こ

で

、

そ

の

移

し

か

え

ら

れ

た

国

語

を

母

国

語

と

す

る

者

は

、

一

た

ん

死

ん

だ

そ

の

作

品

を

母

国

語

の

世

界

に

よ

み

が

え

ら

せ

ね

ぱ

な

ら

な

い

か
、
そ
れ
は
可
能
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
み
が
え
ら
せ
る
と
い

う

作

業

を

す

る

の

は

、

翻

訳

者

で

あ

り

、

読

者

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

翻

訳

と

は

、

ま

た

そ

の

翻

訳

を

読

む

と

い

う

こ

と

は

、

ウ

ェ

イ

リ

ー

に

と

っ

て

は

文

字

ど

お

り

ｒ
ｅ
-
ｃ
ｒ
ｅ
ａ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

（

再

び

創

造

す

る

こ

と

）

で

あ

っ

た

の

だ

。

第
二
に
は
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
外
国
の
作
品
な
ら
ば
何
で
も
翻
訳
す
る
価
値

が

あ

る

と

は

考

え

な

か

っ

た

点

を

指

摘

し

た

い

。

彼

は

彼

な

り

の

選

択

の

基

準
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
原
作
の
質
の
良
し
悪
し
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば

常
識
的
だ
が
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ま
ず
そ
の
作

品

か

英

語

に

な

る

か

否

か

、

と

い

う

眼

で

な

が

め

た

の

で

あ

る

。

『

中

国

詩

百

七

十

選

』

の

序

文

で

彼

は

は

っ

き

り

と

の

べ

て

い

る

。

「

東

洋

語

学

校

の

図
書
館
で
多
数
の
中
国
詩
集
を
み
つ
け
た
と
き
…
…
私
は
英
語
に
う
ま
く
訳

せ
そ
う
な
も
の
を
え
ら
ん
で
翻
訳
を
試
み
ぱ
じ
め
た
。
（
…
…
I
　
ｂ
ｅ
ｇ
ａ
ｎ
　
ｔ
ｏ

m
ａ
ｋ
ｅ
　
ｒ
ｏ
ｕ
ｇ
ｈ
　
ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ｔ
ｈ
ａ
ｔ
　
w
ｏ
ｕ
ｌ
ｄ
　
ｇ
ｏ
　
w
ｅ
ｌ
ｌ
　
ｉ
ｎ
　
Ｅ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ
．
）
」
ま

た

枕

草

子

は

ウ

ェ

イ

リ

ー

訳

で

は

原

文

の

約

四

分

の

一

の

抄

訳

と

な

っ

て

い

る
が
、
あ
と
が
き
で
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
、
自
分
が
省
略
し
た
の
は
一
、
原
文
が

退
屈

な
と
こ
ろ
、
二
、
意
味

を
は
か
り
か
ね
る
と
こ
ろ
、
三
、
く
り
か
え
し

四
、

た
と
え

が
こ
み
い
っ
て
い
て
説
明
な
し
に
は
分
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

と
書
い
て
い
る
。
（
原
文
が
退
屈
な
と
こ
ろ
は
省
略
し
た
、
と
い
っ
て
い
る
か

ら
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
原
作
の
質
の
良
し
悪
し
を
全
く
度
外
視
し
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
か
わ
か
名
が
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
）
ま
た
源
氏
物
語
に
も
処

処
省
略
か
あ
る
ら
し
く
、
こ
と
に
「
鈴
虫
」
と
い
う
一
帖
は
全
部
省
か
れ
て

い

る
と
し
て
、
久
松
潜
一
氏
や
サ
イ
デ
ン
ス
テ

ッ
カ

ー
氏
は
批
判
し
て
お
ら

れ
る

が
、
私
に
は
何
故
ウ

ェ
イ
リ

ー
が
鈴
虫

を
省
略
し
た
か
、
そ
の
判
断

の

根
拠
を
探
る
こ

と
の
方
が
興
味
深
く
思
わ
れ

る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち

入

る
こ

と
は
出
来
な
い
け
れ

ど
も
。

第
三
に
と
り
あ
げ
た
い
の

は
、
ウ

ェ
イ
リ
ー
は
翻
訳
に
際
し
て
原
典
の
形

を
必
ず
し
も
忠
実
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
ふ
し

か
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
典
ど
お
り
に
訳
を
し
な
い
と
は
不

届
き
だ
、

と
い
う
非
難
か
聞
え

て
き
そ
う
な
気
が
す

る
か
、
数
と
し
て
は
ご
く
わ
ず
か

で
あ
り
、
私

の
気
付

い
た
限
り

で
は
二
つ
の
謡
曲
「
谷

行
」

と
「
生
贄
」
か

あ
る
だ
け
で
あ
る
。
森
亮
氏
は
漢
詩
に
お
け
る
そ
う
し
た
例
を
二
、
三
指
摘

し
て
お
ら
れ
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
翻
訳
の
中
で
は
い
わ
ば
例
外
に
属
す
る
ご

れ
ら
の
作
品
で

は
あ
る

が
、

ウ
ェ
イ
リ

ー
の
翻
訳
に
対
す

る
姿
勢
の
ひ
と
つ

を
浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
「
生
贄
」
を
と
り
あ

げ
て
、
何
故
ウ

ェ
イ
リ

ー
が
そ
う
し
た
思
い
切
っ

た
処
置
に
出
た
の
か
を
次

の
節
で
探
っ
て
み

た
い
と
思
う
。



謡

曲

「

生

贄

」

に

つ
い

て

世

阿
弥

作
「
生

贄
」

の
あ
ら
す
じ

を
の
べ
よ

う
。
夫
婦
と
一
人

の
娘
が
登

場
す
る
。
都
で
の
生
活
が
苦
し
く
な
っ
た
の
で
知
人
を
頼
っ
て
東
国
へ
下
っ

て

い
く
と
こ

ろ
で

あ
る
。
駿
河

の
国
吉
原

ま
で
来
て

一
夜
宿
ろ
う
と
す
る
と
、

宿

の
主
人
か
ら
、
明

日
富
士

の
御
池
で
「
贄

の
御
く
じ
」

が
あ
る
の
で
こ

こ

を
早
く
立
ち
去
る
が
よ
い
と
教
え

ら
れ
る
。
急
い
で
旅
立
と
う
と
す
る
彼
ら

を
、
旅
人
が
泊
っ
た
こ
と
を
聞
き

つ
け
た
富
士

権
現
の
社
の
神
主

は
ひ
き
と

め
、
く
じ
に
参
加
せ
よ
と
迫
る
。
父

親
は
自
分
た
ち
が
通
り
す

が
り

の
者
で

あ
っ
て
、
こ
の
地
の
神
と
は
縁
も
ゆ
か
り

も
な
い
と
い
っ
て
免
れ
よ
う
と
す

る
が
聞
き
入

れ
ら
れ
な
い
。
「
扨

は
昔

よ
り
の
大
法
を
貴
方
一
人
と
し

て

御

破
り
侯
な
」
と
詰
め
よ
ら
れ
て
、
無
理
に
旅
人
三
人
は
富
士
の
御
池
ま
で
つ

れ
て
こ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
集
う
た
数
百
人
の
村
人
に
ま
じ
っ
て
く
じ
を
引
か

さ
れ
た
旅
人
の
の
う
ち
、
く
じ
を
び
き
あ
て
た
の
は
娘
で
あ
っ
た
。
両
親
が
と

り
す
が
っ
て
嘆
く
と
少
女
は
、
「
で
も
ご
両
親
さ
ま
の
い
ず
れ
か
に
あ
た
れ
ば

私
は
も
っ
と
辛
い
思
い

を
致
し
た
は
ず
で

ご
ざ
い
ま
す
」

と
健
気
に
運
命

を

受
け
入
れ
る
決
心

を
す
る
。
や

が
て
舟
に
の
せ
ら

れ
て
娘

は
池

の
中
央
へ
押

し
出
さ
れ
て
い
く

。
忽
ち
池
の
面
に
波

が
立
ち
、
風
吹
き

荒
れ
て

、
木
の
葉

の
よ
う

な
小
舟

は
ま
さ
に
水
に
の
ま
れ
そ
う
に
な

る
。
以
上

が
第
一
段
で

あ

る
。
と
こ
ろ

が
そ
れ
に
つ
づ
く
第
二
段
で

は
富
士
権
現

の
御
使

い
が
あ
ら

わ

れ
、
生
贄

と
な
っ
た
娘

の
両
親
の
あ
ま
り
の
嘆
き

を
み
て

、
娘

を
生

か
し
返

し
て
や
る

こ
と
に
し
た
、
今
後
一
切
生
贄

は
と
る
ま
い
、

と
い

う
。
娘

の
の

つ

た

舟

は

、

今

や

波

の

静

ま

っ

た

水

面

を

静

か

に

も

と

の

汀

ま

で

吹

き

寄

せ

ら
れ
、
娘
は
父
母
の
も
と
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
後
段
を
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
全
面
カ
ッ
ト
し
た
。
脚
注
と
し
て
「
池

の
主
な
る
大
蛇
の
気
持
が
和
げ
ら
れ
、
娘
の
命
は
救
わ
れ
た
（
I
n
 
t
h
e
 
s
e
c
o
n
d

ｐ

ａ

ｒ

ｔ
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ｈ

ｅ
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ｈ

ｅ
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ｉ
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ｌ
　
ｒ

ｅ

ｓ

ｔ
ｏ

ｒ
ｅ

ｄ

　
ｔ
ｏ

　

ｌ
ｉ
ｆ
ｅ

．
）

。
」

と

は

付

け

加

え

た

が

。

ウ

ェ

イ

リ

ー

は

何

故

後

段

を

切

り

捨

て

た

の

だ

ろ

う

か

。

ま

ず

、

量

的

に

み

れ

ぱ

省

略

さ

れ

た

部

分

は

わ

ず

か

で

し

か

な

い

。

原

文

は
、
佐
佐
木
信
綱
・
芳
賀
矢
「
編
の
『
謡
曲
叢
書
』
。
で
は
九
十
三
行
よ
り
な

っ

て

お

り

、

そ

の

う

ち

後

段

が

占

め

る

の

は

た

っ

た

十

一

行

で

あ

る

。

後

段

を

全

部

カ

ッ

ト

し

た

と

は

い

え

、

た

か

だ

か

一

割

く

ら

い

の

こ

と

で

あ

る

と

居

直

り

も

出

来

よ

う

。

し

か

し

た

っ

た

一

割

程

度

の

こ

と

で

も

作

品

全

体

の

質

を

変

え

て

し

ま

い

は

し

な

か

っ

た

か

と

い

う

疑

問

は

当

然

お

こ

る

で

あ

ろ

う

。

で

は

、

十

一

行

が

削

除

さ

れ

た

た

め

に

原

文

と

訳

文

が

ど

の

よ

う

に

ち

が

う

も

の

に

な

っ

た

か

を

み

る

こ

と

に

す

る

。

た

し

か

に

表

面

的

に

は

、

両

者

は

非

常

に

ち

が

っ

た

も

の

と

な

っ

た

。

娘

が
生
き
て
帰
る
の
と
、
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
と
の
違
い
、
思
い
や
り
深
い
神

と

、

あ

く

ま

で

も

無

慈

悲

な

神

と

の

違

い

は

明

白

で

あ

る

。

し

か

し

も

う

一

歩

ふ

み

こ

ん

で

み

た

い

。

日

本

の

原

作

が

語

っ

て

い

る

の

は

果

た

し

て

本

当

に

富

士

権

現

の

慈

悲

深

さ

な

の

で

あ

ろ

う

か

。

も

ち

ろ

ん

た

て

ま

え

と

し

て

は

こ

の

劇

は

本

地

垂

迹

の

立

場

に

立

っ

て

い

る

。

本

地

の

菩

薩

は

衆

生

を

救

い

た

い

と

願

い

、

衆

生

に

仏

縁

を

結

ば

せ

る

た

め

に

各

地

に

諸

神

と

な

っ

て



､:b
-

現
れ
給
う
た
。
従
っ
て
日
本
国
の
諸
神
は
本
地
の
仏
菩
薩
と
同
一
で
あ
り
、

富

士

権

現

の

心

も

、

慈

悲

深

い

仏

の

心

と
同

じ

も

の

で

あ

る

、

と

い

う

こ

の

考

え

を

、
作

者

も

劇
中

に

入

れ

よ

う

と

し

、
当

時

の

観

客

も

そ

れ

を

期

待

し

、

受

け

入

れ

た

、

と

い

う

こ

と

は

そ

れ

と

し
て

理

解

で
き

る

。

こ

れ

を

仮

り

に

、

こ

の

作

品

の
歴

史

的
理

解

と
呼

ぶ

と
す

れ

ば
、

も

う

ひ

と

つ

、
全

く
別

の

、

い
わ
ぱ
文
学
的
理
解
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
可
能
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
虚
心
に

こ

の

テ

ク

ス
ト

を

読

む

と
き

に

得

ら

れ

る

理

解

で

あ

る

。

一
読

し

て
私

の

心

に

残

る

の

は
名

状

し

が

た
い

恐

怖

感

で

あ

る

。

自

分

の

身

に

何

の

と

が

も

な

い
の
に
「
昔
よ
り
の
大
法
」
と
い
う
だ
け
で
殺
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ

と

の
不

条

理

さ

と

、

も

し

や

自

分

に

も

或

る

日

突

然

こ

の

よ

う

な

理
不

尽

な

死

が

お

そ

っ

て

き

は

し

ま

い

か

と

い

う
不

気

味

さ

で

あ

る

。

行

を

追

っ

て

読

ん
で
み
る
が
よ
い
。
暮
ら
し
向
き
が
悪
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
仲
の
良
い
幸

福

な
三

人

の

親
子

づ
れ

、

吉

原

の

宿

に

着

く

と
同

時

に

ひ

ろ

が

り

は

じ

め

る

暗

雲

、

執

拗

に

く

じ

を

せ

ま

る

神

主

と

、
必

死

で

そ

れ

か

ら

逃

れ

よ

う

と

す

る

父

親

の

や
り

と

り

、

人

間

の

側

か

ら

の

抗

議

が

一

切

無

意

味

だ

と

わ

か

っ

た

と
き

の

絶

望
感

、

旅

人

の
中

の

だ

れ

か

に
あ

た
り

ぞ

う

だ

と

は

薄

々

感

じ

て

い

て

も

、

そ

れ

ま

で

は

前
面

に

全

く

現

わ

れ

な

か

っ

た
少

女

に

運

命

の

く

じ
が
落
ち
る
と
い
う
意
外
性
、
こ
う
し
た
場
面
が
緊
張
を
も
っ
て
積
み
重
ね

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

ぞ

れ

に
対

し
て

、

富

士

権

現

が
生

贄

を

思

い
止

ま

る
後
段
の
十
一
行
は
、
私
の
印
象
で
は
紋
切
り
型
で
、
不
自
然
で
、
つ
ま
ら

な

く

み

え

る

。
本

地

垂

迹

と
い

う

名
分

を
組

み

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

た

め

、

文

学

的

効

果

を
無

視

し

て
付

加

さ

れ

た
結

末

の
よ

う

に

み

え

る

。

も

ち

ろ
ん
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
当
時
の
空
気
を
理
解
し
、
こ
の
や
や
稚
拙

な
結
末
を
容
認
し
て
も
そ
れ
は
ぞ
れ
で
一
向
に
差
支
え
あ
る
ま
い
。
し

か
Ｌ

素
直
に
、
自

分
の
文
学
的
感
性
を
頼
り
に
読

ん
で
も
い
い
の
だ
。
ぞ
し
て
ウ

ェ
イ
リ
ー
は
こ
の
後
者
の
読
み
方
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
、
日
常
生
活
の

中
に
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
深
淵
を
の
ぞ
か
せ
る
「
生
贄
」
と
い
う
短
篇
に
、

後
段

を
付

け
た
の
は
失

敗
で

あ
っ
た
。
ぞ
れ
を
除
い

て
、
純
粋
に
一
つ
の
統

一
性

を
も
つ

短
篇
小

説
と
し
て

読
ん
で
み
ょ

う
と
ウ
ェ
イ
リ

ー
は
考
え
た
の

で

は
あ
る

ま
い

か
。
そ
れ
は
或

る
い
み
で
、
先
入
見

な
し
に
外
国
の
作
品
に

接
す
る
こ
と
の
出
来

る
外
国
人
の
強
み

で
あ
る
。

作
品
の
一
部

を
カ

ッ
ト
す
る
な
ど
は
、
恣
意

的
な
、
不

当
な
や
り

方
だ
と

い
う
見
方

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
生
贄
」

の
検
討
を
通

じ
て

私

が
得

た
結
論
は
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
ウ
ェ
イ
リ
ー
な
り
に
「
生
贄
」
と
い
う
作
品
の

本
質

を
把
握
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

結
　
　

び
　
　

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な

が
ら
、
以
上
あ
げ

た
三
点
だ
け
が
ウ
ェ
イ
リ
ー

の
翻
訳
の
特
徴

で
あ
る
と
い
う
わ
け
で

は
決
し
て
な
い
。
「
生
贄
」

の
よ
う

に
、
敢
え
て

ぞ
の

歴
史
的
背
景
に
目

を
つ

ぷ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、「
景
清
」

の
ご
と
く
、
作

品
の
背
景
で

あ
る
時
代
の
風

俗
や
社

会
の
空

気
に
細
か
く
気

を
配
り
な
が
ら
行
っ
た
翻
訳
も
あ
る
。
か
と
思
う
と
、
清
少
納
言
の
枕
草
子

は
、
平

安
時
代

の
宮
中

の
生
活

が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宮
廷

の
貴
婦
人
の
サ
ロ
ン
に
う
つ
さ
れ
た
か
と
思
う
ほ
ど
、
英
語
の
世
界
で
生
き



て

い

る

。

ウ

ェ

イ

リ

ー

自

身

が

書

い

た

翻

訳

論

に

「

翻

訳

に

つ

い

て

の

覚

え

書
き
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
の
中
で
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
「
異
な
る
目
的
の

た

め

に

は

異

な

る

性

質

の

翻

訳

が

必

要

だ

」

と

い

っ

た

。

ウ

ェ

イ

ジ

ー

に

と

っ

て

、

或

る

外

国

の

作

品

は

ど

の

よ

う

な

も

の

と

し

て

把

握

さ

れ

た

か

を

、

彼

の

翻

訳

の

手

法

に

よ

っ

て

明

ら

か

に

し

て

い

く

と

い

う

の

は

興

味

深

い

テ

ー
マ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
中
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
目
に
日
本
と
い

う

国

が

、

ま

た

日

本

文

学

が

ど

う

映

っ

て

い

る

か

、

と

い

う

こ

と

を

い

つ

の

日

か

明

ら

か

に

し

て

み

た

い

と

も

思

っ

て

い

る

。

（

―

）
　

矢

代

幸

雄

「

ウ

ェ

ー

レ

ー

の

思

い

出

」

『

国

際

文

化

』

一

四

七

号
　

（

一

九

六

六

年

九

月

）

十

ニ

ペ

ー

ジ

。

（

２

）
　

サ

イ

デ

ン

ス

テ

ッ

カ

ー

「

『

源

氏

物

語

』

の

翻

訳

―

‐

西

洋

と

日

本

」

山

崎

信

子

訳

・
『

講

座

比

較

文

学

・

１

・

世

界

の

中

の

日

本

文

学

』

所

収

（

東

大

出

版

会

、

一

九

七

三

年

）

。

（

３

）
　

こ

の

あ

た

り

の

事

情

に

つ

い

て

は

ウ

ェ

イ

リ

ー

自

身

に

よ

る

次

の

よ

う

な

記

述
が
あ
る
。
　
Ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｕ
ｒ
　
Ｗ
ａ
ｌ
ｅ
ｙ

「

”
Ｉ
ｎ

ｔ
ｒ
ｏ

ｄ
ｕ

ｃ

ｔ
ｉ
ｏ

ｎ

　

ｔ
ｏ

　
Ａ

　
Ｈ

ｕ

ｎ

ｄ

ｒ
ｅ

ｄ

　ａ

ｎ

ｄ

Ｓ

ｅ
ｖ

ｅ

ｎ

ｔ
ｙ

　
Ｃ

ｈ

ｉｎ

ｅ
ｓ
ｅ

　
Ｐ

ｏ
ｅ

ｍ

ｓ

”
　
ｉｎ

　
Ｍ

ａ

ｄ

ｌｙ

　
Ｓ

ｉｎ

ｇ

ｉ
ｎ

ｇ

　
ｉ

ｎ

　
ｔ
ｈ

ｅ

　
M
o

ｕ

ｎ

ｔ
ａ

ｉ
ｎ

ｓ
「

ｅ

ｄ

．
　
ｂ
ｙ

　
Ｉ
ｖ

ａ

ｎ

　
Ｍ

ｏ
ｒ

ｒ

ｉｓ

　（

Ｌ

ｏ

ｎ

ｄ
ｏ

ｎ
（

　

１
９

７
０

）

　
ｐ

ｐ

．
　
１
３

３
-
１
３

４

’

（
４
）
　
最
初
に
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
訳
詩
を
好
意
的
に
評
価
し
た
の
は
　
Ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
ｓ
　
Ｌ
ｉ
ｔ
-

ｅ
ｒ

ａ

ｒ

ｙ

　
Ｓ

ｕ

ｐ

ｐ

ｌｅ
ｍ

ｅ
ｎ

ｔ

誌

上

で

と

り

あ

げ

て

く

れ

た

Ａ

． 　

Ｃ

ｌｕ

ｔ
ｔ
ｏ

ｎ
-

Ｂ

ｒ
ｏ

ｃ

ｋ

で

あ

っ

た

と

い

う

。

（
５
）
”
Ｔ
ｈ
ｅ
　
L
ａ
ｄ
ｙ
　
Ｗ
ｈ
ｏ
　
L
ｏ
ｖ
ｅ
ｄ
　
Ｉ
ｎ
ｓ
ｅ
ｃ
ｔ
ｓ
”
　
（
１
９
２
９
）
,
ｉ
ｎ
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ａ
ｌ
　
Ｔ
ｒ
ｉ
-

ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｋ
ａ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
　
ｐ
ｉ
ｅ
ｃ
ｅ
ｓ
,
 
(
1
9
5
3
）
・

（
６
）
”
Ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｍ
ｓ
　
ｆ
ｒ
o
m
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ａ
ｎ
ｙ
ｏ
ｓ
ｈ
ｕ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｒ
ｙ
ｏ
ｊ
ｉ
ｎ
　
Ｈ
ｉ
ｓ
ｈ
０
"
（
１
９

２
１
）
,
 
ｉ
ｎ
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｃ
ｒ
ｅ
ｔ
　
H
i
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ｇ
ｏ
ｌ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
　
ｐ
ｉ
ｅ
ｃ
ｅ
ｓ
。

（
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
,
　
１
９
６
４
)

（
７
）
　
”
Ｍ
ｙ
ｓ
ｅ
ｌ
ｆ
”
,
　
ｉ
ｎ
　
Ｍ
ａ
ｄ
ｌ
ｙ
　
Ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｉ
ｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ｏ
ｕ
ｎ
ｔ
ａ
ｉ
ｎ
ｓ
,
　
ｏ
ｐ
．
　
ｃ
ｉ
ｔ
．

”
Ｓ
ａ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ｂ
ａ
ｓ
ｔ
ｉ
ａ
ｎ
”
　
ｉ
ｎ
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ａ
ｌ
　
Ｔ
ｒ
ｉ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｋ
ａ
,
 
ｏ
ｐ
．
　
ｃ
ｉ
ｔ
．

（
８
）
"
Ｓ
ｈ
ｉ
ｂ
ａ
　
Ｋ
ｏ
ｋ
ａ
ｎ
”
　
ｉ
ｎ
　
Ｏ
ｓ
ｔ
ａ
ｓ
ｉ
ａ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｉ
ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｆ
ｔ
,
　
ｖ
ｏ
ｌ
．
　
１
５
,
　
１
９
２
７
．

（
９
）
　
"
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｇ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｃ
ｉ
ｖ
ｉ
ｌ
ｉ
ｚ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
”
,
　
ｉ
ｎ
　
Ｋ
Ｂ
Ｓ
　
２
６

０
０
　
Ａ
ｎ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
ｒ
ｙ
　
Ｅ
ｓ
ｓ
ａ
ｙ
　
Ｓ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｓ
,
（
Ｋ
ｏ
ｋ
ｕ
ｓ
ａ
ｉ
　
Ｂ
ｕ
ｎ
ｋ
ａ
　
Ｓ
ｈ
ｉ
ｎ
ｋ
ｏ
ｋ
ａ
ｉ
　
Ｔ
ｏ
-

ｋ

ｙ

ｏ
（

　
１

９
４

１
）

（

1 0
）
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
著
作
目
録
を
参
照
。
Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｃ
ｉ
ｓ
　
Ａ
．
　
Ｊ
ｏ
ｈ
ｎ
ｓ
,
　
Ａ
　
Ｂ
ｉ
ｂ
ｌ
ｉ
ｏ
-

ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｕ
ｒ
　
Ｗ
ａ
ｌ
ｅ
ｙ

「

（
Ｒ
ｕ
ｔ
ｇ
ｅ
ｒ
ｓ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
．
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　
Ｎ
ｅ
w
　
Ｂ
ｒ
ｕ
ｎ
ｓ
-

w

ｉ
ｃ

ｋ
（

　
Ｎ

ｅ
w

　
Ｊ
ａ

ｒ
ｓ
ｅ
ｙ

）

（
1
1

）
　

も

っ

と

も

一

九

三

五

年

以

降

ウ

ェ

イ

リ

ー

が

日

本

に

対

す

る

関

心

を

失

っ

て

し

ま

っ

た

わ

け

で

は

な

い

。

日

本

に

関

す

る

オ

リ

ジ

ナ

ル

な

研

究

や

翻

訳

は

な

い

が

、

日

本

の

美

術

史

や

宗

教

史

や

歴

史

や

文

学

、

哲

学

の

本

は

ず

っ

と

読

み

つ

づ

け

た

ら

し

く

、

そ

れ

ら

日

本

語

の

著

作

に

つ

い

て

の

か

な

り

の

数

の

書

評

を

ウ

ェ

イ

リ

ー

は

書

い

て

い

る

。

Ｆ

ｒ

ａ
ｎ

ｃ

ｉｓ

　
Ａ

．
　
Ｊ
ｏ

ｈ
ｎ

ｓ

の

目

録

参

照

。

（
1
2
）
D
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｄ
　
Ｋ
ｅ
ｅ
ｎ
ｅ
,
　
”
Ｉ
ｎ
　
Ｙ
ｏ
ｕ
ｒ
　
Ｄ
ｉ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｔ
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｅ
ｔ
　
Ｆ
ｅ
w
　
Ｄ
ｒ
ｕ
m
ｓ
　
W
e
ｒ
ｅ

Ｈ
ｅ
ａ
ｒ
ｄ
”
,
　
ｉ
ｎ
　
Ｍ
ａ
ｄ
ｌ
ｙ
　
Ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｉ
ｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
M
o
ｕ
ｎ
ｔ
ａ
ｉ
ｎ
ｓ
,
　
ｏ
ｐ
．
　
ｃ
ｉ
ｔ
．
　
ｐ
ｐ
．
　
６
１
-
６
２
．

（
1
3

）
　

註

（

９

）

に

あ

げ

た

論

文

。

そ

の

翻

訳

が

あ

る

。

「

日

本

文

化

の

独

創

性

」

桑

原

信

訳

、

『

国

際

文

化

』

第

一

四

七

号

（

前

出

）

所

収

。

（

1 4
）
　
”
Ｉ
ｎ
ｔ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｔ
ｏ
　
Ａ
　
H
ｕ
ｎ
ｄ
ｒ
ｅ
ｄ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
Ｓ
ｅ
v
ｅ
ｎ
ｔ
ｙ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｍ
ｓ
"
,

ｏ

ｐ

．
　
ｃ

ｉ
ｔ

．
　
ｐ

ｐ

．
　
１

３
３
-

１

３
４

．

（
1
5
）
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｐ
ｉ
ｌ
ｌ
ｏ
w
-
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
　
ｏ
ｆ
　
Ｓ
ｅ
ｔ
　
Ｓ
ｈ
ｏ
ｎ
ａ
ｇ
ｏ
ｎ
,
　
（
Ｕ
ｎ
w
ｉ
ｎ
　
Ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
ｓ
）
゛
p
・
9
4

（
1
6

）
　

久

松

潜

一

「

ウ

ェ

ー

レ

ー

氏

と

日

本

文

学

」

『

国

際

文

化

』

一

四

七

号

（

前

出

）

七

ペ

ー

ジ

。

サ

イ

デ

ン

ス

テ

ッ

カ

ー

（

前

出

）

。

（
1
7

）
　

森

亮

「

ア

ー

サ

ー

・

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

中

国

詩

賦

英

訳

－

訳

詩

の

技

法

に

関

す

る

考

察

―

」

『

島

根

大

学

論

集

（

人

文

科

学

）

』

第

一

号

所

収

（

昭

和

二

十

六

年
三
月
）
十
ニ
ペ
ー
ジ
。
な
お
こ
の
論
文
は
『
比
較
文
学
研
究
』
第
二
十
七
号

（

東

大

比

較

文

学

会

、

一

九

七

五

年

）

に

も

転

載

さ

れ

た

。



¬ ｀ ‾ ‾

（
1
8
）
　
Ｗ
ａ
ｌ
ｅ
ｙ

。

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｎ

ｏ

　
Ｐ

ｌ
ａ

ｙ

ｓ

　
ｏ

ｆ

　Ｊ
ａ

ｐ

ａ

ｎ

。
（

）

ｏ
ｎ

ｄ
ｏ

ｎ

）
　
ｐ

．
　
２

４
３

．

（
1
9

）
　

こ

の

謡

曲

は

今

日

廃

曲

で

あ

っ

て

、

上

演

さ

れ

る

と

と

は

な

い

か

ら

「

読

む

」

と

い

っ

た

わ

け

で

あ

る

。

（
2
0

）
　

平

川

祐

弘

氏

は

こ

こ

に

み

ら

れ

る

よ

う

な

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

判

断

の

背

後

に

あ

っ
た
も
の
を
「
あ
る
種
の
ミ
ス
テ
リ
亅
小
説
に
み
ら
れ
る
美
学
」
で
あ
る
と
論
じ

て
お
ら
れ
る
。
平
川
祐
弘
「
党
員
の
掟
―
―
ブ
レ
ヒ
ト
の
『
谷
行
』
翻
案
」
、
『
季

刊

芸

術

』

三

十

三

号

【

】

九

七

五

年

。

春

）

（
2
1

）

『

景

清

』

に

つ

い

て

は

別

に

論

じ

た

こ

と

が

あ

る

。

加

納

孝

代

「

英

訳

『

景

清
』
―
―
ウ
ェ
イ
リ
ー
と
パ
ウ
ン
ド
」
『
比
較
文
学
研
究
』
二
十
七
号
（
前
出
）
。

（
2
2
）
　
Ｗ
ａ
ｌ
ｅ
ｙ
,
　
”
Ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｏ
ｎ
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｌ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
"
,
　
ｉ
ｎ
　
Ｍ
ａ
ｄ
ｌ
ｙ
　
Ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｉ
ｎ
　
ｔ
ｈ
ｅ

Ｍ
ｏ
ｕ
n
ｔ
ａ
ｉ
ｎ
ｓ
,
　
ｏ
ｐ
.
　
ｃ
ｉ
ｔ
．
　
ｐ
．
１
５
２
ｆ
ｆ
．

な
お
こ
の
翻
訳
が
あ
る
。
岩
田
則
子
『
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
翻
訳
論
」
』
比

較

文

学

研

究

』

二

十

七

号

（

前

出

）

八

九

ペ

ー

ジ

以

下

。

（

か

の

う

・

た

か

よ

、

比

較

宗

教

学

・

翻

訳

論

、

武

蔵

大

学

講

師

）
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