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言
葉
の
時
間
　
四
人
の
時
調
と
翻
訳
の
出
会
い
と
響
き

―
―
前
書
き
に
か
え
て 

安
修
賢

本
書
を
通
じ
て
、
韓
国
の
伝
統
的
な
詩
歌
形
式
で
あ
る
時
調
の
特
性
を
探
り
、
そ
の
普
遍
性
と
国
際
的

な
受
容
の
可
能
性
を
論
じ
る
。
時
調
は
、
韓
国
文
学
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
が
、
そ
の

背
後
に
は
、
言
語
が
文
字
に
定
着
す
る
過
程
で
独
自
に
進
化
し
た
特
異
な
歴
史
が
あ
る
。
本
書
で
は
、
こ

の
定
着
の
過
程
を
中
心
に
、
時
調
文
学
が
ど
の
よ
う
に
現
代
に
ま
で
受
け
継
が
れ
、
そ
の
文
学
的
な
影
響

力
を
拡
大
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
詳
し
く
探
求
す
る
。

時
調
は
元
来
、
口
承
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
詩
歌
形
式
で
あ
り
、
韓
国
の
民
間
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
。

そ
の
起
源
は
古
代
ま
で
遡
り
、
韓
国
固
有
の
抒
情
詩
と
し
て
数
世
紀
に
わ
た
り
歌
い
継
が
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
文
字
の
登
場
と
普
及
に
伴
い
、
時
調
は
そ
の
内
容
を
文
字
化
し
、
記
録
文
学
の
形
式
を
取
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
単
な
る
伝
承
方
法
の
変
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
調
の
内
容
や
形
式
に
深
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み
を
加
え
、
さ
ら
な
る
発
展
を
も
た
ら
し
た
。

文
字
に
定
着
し
た
時
調
は
、
単
な
る
音
韻
や
リ
ズ
ム
の
再
現
を
超
え
、
詩
人
た
ち
の
思
想
や
感
情
を
後

世
に
伝
え
る
文
学
的
な
手
段
と
な
っ
た
。
短
い
形
式
の
中
で
深
い
感
情
や
思
想
を
表
現
す
る
時
調
は
、
そ

の
制
約
を
逆
に
活
か
し
、
濃
密
な
詩
的
世
界
を
創
り
上
げ
て
き
た
。
初
章
・
中
章
・
終
章
の
三
章
六
句

十
二
音
歩
の
約
四
十
五
字
で
構
成
さ
れ
、
音
数
律
が
厳
密
に
定
め
ら
れ
て
い
る
形
式
で
あ
る
。
時
調
と
は
、

詩
人
た
ち
に
と
っ
て
限
ら
れ
た
形
式
で
最
大
限
の
表
現
力
を
発
揮
す
る
挑
戦
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
形
式
的
な
制
約
は
、
時
調
が
口
承
文
学
と
し
て
育
ま
れ
た
環
境
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

古
代
韓
国
で
は
、
文
字
が
普
及
す
る
以
前
、
詩
歌
は
口
承
で
伝
え
ら
れ
、
そ
の
韻
律
や
リ
ズ
ム
が
記
憶
を

助
け
る
役
割
を
果
た
し
た
。
時
調
が
文
字
化
さ
れ
た
後
も
、
そ
の
リ
ズ
ム
感
や
音
数
律
の
美
し
さ
は
維
持

さ
れ
、
文
字
に
よ
る
記
録
が
時
調
の
普
遍
性
と
持
続
性
を
高
め
る
役
割
を
果
た
し
た
。

し
か
し
、
文
字
化
に
よ
っ
て
口
承
文
学
と
し
て
の
時
調
が
持
っ
て
い
た
即
興
性
や
地
域
ご
と
の
多
様
性

は
一
部
失
わ
れ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
時
調
の
文
字
化
は
重
要
な
転
換
点
と
な
り
、
口
承
文
学
か
ら
記

録
文
学
へ
の
移
行
は
時
調
の
形
式
や
内
容
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
で
も
、
文
字
化
さ
れ
た
時
調
は

そ
の
後
も
発
展
を
続
け
、
社
会
の
上
層
階
級
や
知
識
層
に
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
書
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
定
着
し
た
時
調
文
学
の
発
展
過
程
と
そ
の
美
学
を
追
い
な
が
ら
、

時
調
が
世
界
文
学
と
し
て
地
位
を
確
立
で
き
る
可
能
性
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
時
調
は
、
自
然
と
の
対
話

や
人
生
の
無
常
、
社
会
的
矛
盾
と
い
っ
た
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
扱
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
他
の
文
化
圏
で
も

共
感
を
呼
び
起
こ
す
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
時
調
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
韓
国
固
有
の
文
学
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形
式
が
持
つ
普
遍
性
を
世
界
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

時
調
の
翻
訳
は
、
単
な
る
言
葉
の
置
き
換
え
で
は
な
く
、
詩
の
文
化
的
背
景
や
リ
ズ
ム
を
異
な
る
言
語

で
再
現
す
る
試
み
で
あ
る
。
特
に
、
短
い
形
式
の
中
に
凝
縮
さ
れ
た
感
情
や
思
想
を
表
現
す
る
時
調
を
翻

訳
す
る
際
に
は
、
文
化
的
背
景
と
言
語
的
リ
ズ
ム
の
違
い
を
考
慮
し
た
非
常
に
慎
重
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必

要
で
あ
る
。
詩
の
抒
情
性
や
リ
ズ
ム
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
多
様
な
方
法
を
模
索
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

本
書
で
は
、
四
人
の
時
調
詩
人
の
代
表
作
を
通
じ
て
、
時
調
の
美
学
や
哲
学
を
再
考
し
、
彼
ら
が
生
き

た
時
代
背
景
や
社
会
状
況
を
踏
ま
え
て
時
調
が
世
界
文
学
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
道
を
模
索
す
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
時
調
の
国
際
的
な
発
展
可
能
性
を
提
示
し
、
韓
国
文
学
が
持
つ
普
遍
的
価
値
を
広
く
発
信
す

る
こ
と
を
目
指
す
。

時
調
は
、
韓
国
文
学
の
中
で
長
い
歴
史
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
非
常

に
現
代
的
で
あ
り
、
国
境
や
時
代
を
超
え
て
多
く
の
人
々
に
共
感
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。
本
書
を

通
じ
て
、
時
調
の
新
た
な
可
能
性
を
発
見
し
、
そ
の
美
し
さ
が
世
界
中
の
読
者
に
感
銘
を
与
え
、
確
固
た

る
文
芸
形
式
と
し
て
新
た
な
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。


