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ベンヤミンの比喩を借用するならば、註解と翻訳は熟したときに、

テクストという木から果実のごとく落ちるだろう。（A. ベルマン）

伊藤 達也

“All Great Translations are Retranslations”:  
A Reading of Antoine Berman’s Text on Retranslation

Tatsuya ITO

（１）

は
じ
め
に

　

近
年
ま
す
ま
す
評
価
の
高
ま
る
フ
ラ
ン
ス
の
翻
訳
理
論
家
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・

ベ
ル
マ
ン
（
一
九
四
二
―
一
九
九
一
）
の
最
晩
年
の
関
心
は
「
再
翻
訳
」
に

向
け
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
は
、
ベ
ル
マ
ン
が
死
の
直
前
に
集
中
的
に
思
考
し

た
「
再
翻
訳
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
彼
の
思
考
に
沿
い
な

が
ら
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

こ
こ
で
と
り
あ
え
ず
原
語
のcalque

と
し
て
「
再
翻
訳
」
と
訳
出
し
て
い

るretraduction

（
仏
）／retranslation

（
英
）
は
、
仏
語
・
英
語
と
も
に
「
初

め
の
翻
訳
の
後
に
行
わ
れ
る
翻
訳
」
を
指
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
原
語
の
英

仏
語
の
知
識
の
助
け
が
あ
っ
て
で
あ
っ
て
、
日
本
語
と
し
て
は
直
訳
で
あ
り
、

一
般
に
浸
透
し
た
語
彙
と
な
っ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

実
際
「
再
翻
訳
」
と
い
う
現
象
は
、
す
で
に
日
本
語
に
存
在
す
る
「
新
訳
」

お
よ
び
「
重
訳
」
と
い
う
、
翻
訳
家
の
間
で
は
す
で
に
な
じ
み
の
あ
る
活
動
、

そ
れ
ぞ
れ
「
す
で
に
既
訳
が
存
在
す
る
作
品
を
訳
し
直
す
こ
と
」、「
作
品
の

原
語
か
ら
で
な
く
、
そ
の
翻
訳
か
ら
訳
す
こ
と
」
の
意
味
と
、
か
な
り
の
部

分
重
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
然
仏
英
語
で
は
、
こ
の
両
方
の
現
象
を
意

味
す
る
た
め
に
「
再
翻
訳
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。

　

他
方
、
産
業
翻
訳
、
と
り
わ
け
自
動
翻
訳
の
世
界
で
は
「
再
翻
訳
」
は
す

で
に
テ
ク
ニ
カ
ル
な
術
語
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
高

度
に
機
械
化
が
進
み
、
翻
訳
者
が
機
械
・
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
を
用
い
て
翻
訳
す

る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
り
つ
つ
あ
る
分
野
で
は
、「
再
翻
訳
」
は
訳
の
正
確

さ
を
確
認
す
る
目
的
で
、
原
語
か
ら
作
ら
れ
た
翻
訳
を
も
う
い
ち
ど
原
語
に

訳
し
直
す
操
作
を
表
し
て
い
る
。
原
語
の
意
味
内
容
が
い
っ
た
ん
別
の
言
語

に
な
り
、
そ
れ
を
再
び
原
語
に
戻
す
こ
と
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
章
と
同
じ
意

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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味
を
表
す
文
章
が
現
れ
れ
ば
、
誤
り
な
く
訳
せ
て
い
る
と
確
認
で
き
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
文
学
作
品
の
散
文
翻
訳
に
限
ら
れ
る
ベ
ル
マ
ン
の

翻
訳
論
の
中
で
は
、「
再
翻
訳
」
が
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な

い
。
ベ
ル
マ
ン
の
「
再
翻
訳
」
は
、B

erm
an

（1990

）（
段
落
（
二
）
の
最

終
行
）
に
お
い
て
明
示
的
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
初
め
て
の
訳
の
後
に
行
わ

れ
る
す
べ
て
の
翻
訳
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ベ
ル
マ
ン
の
再
翻
訳
論
を
読
み
進
め
る
と
、
こ
の
「
再
翻
訳
」

と
い
う
述
語
は
独
自
に
拡
大
さ
れ
た
意
味
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

明
ら
か
に
ベ
ル
マ
ン
は
、
再
帰
の
接
頭
辞re-

に
「
再
び
」
と
い
う
形
態
論
的

意
味
以
上
の
意
味
を
込
め
て
い
る
。
む
し
ろ
日
本
語
の
「
な
お
す
」
が
「
正

解
へ
向
か
っ
て
い
く
行
為
」
を
表
す
な
ら
ば
、
和
語
のcalque

「
訳
し
な
お

し= re-traduire, re-translate

」
の
ほ
う
が
、
ベ
ル
マ
ン
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
よ

り
表
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ベ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
はre-

の

「
反
復
」
の
意
味
は
、
そ
れ
が
接
続
す
る
「
翻
訳
す
る
」
が
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」

へ
近
づ
く
た
め
に
繰
り
返
さ
れ
る
行
為
を
含
意
す
る
こ
と
で
、
累
乗
的
な
価

値
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
「
再
翻
訳
」
あ
る
い
は
「
訳
し
な
お
し
」
で
あ
るretraduction, 

retlanslation

は
、
晩
年
の
ベ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
い
か
な
る
点
に
お
い
て
重

要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
そ
の
早
す
ぎ
た
死
の
一
年
前
に
刊
行

さ
れ
た
未
邦
訳
の
論
文
、B

em
an, A

ntoine (1990), “L
a traduction com

m
e 

espace de la traduction”, Palim
psestes, 4, retraduire, pp. 1–7, P

resses 

S
orbonne N

ouvelle

の
読
み
を
通
じ
て
、
そ
の
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
考

え
る
。

　

こ
の
論
文
は
パ
リ
第
三
大
学
出
版
部
刊
行
の
翻
訳
研
究
誌
『
パ
ラ
ン
プ
セ

（
5
）

（
6
）

プ
ト
』
第
四
号
（
再
翻
訳
特
集
）
に
発
表
さ
れ
た
、
原
文
わ
ず
か
八
ペ
ー
ジ

の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
一
般
的
な
論
文
の
形
式
は
備
え
て
お
ら
ず
、『
翻
訳
の

時
代
』
同
様
、
セ
ミ
ナ
ー
の
た
め
に
ベ
ル
マ
ン
が
準
備
し
た
原
稿
か
、
参
加

者
の
ノ
ー
ト
と
い
っ
た
体
裁
で
あ
る
。

　

全
体
は
章
に
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
二
十
八
の
段
落
か
ら
な
る
一
つ
の
連

続
す
る
テ
ク
ス
ト
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
の
長
さ
も
一
様

で
な
く
、
極
め
て
短
い
箇
条
書
き
の
よ
う
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
長
い
説
明
文

も
あ
り
、
か
な
り
特
異
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
セ
ミ
ナ
ー
は
翻
訳
家
を
対

象
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、
と
き
と
し
て
門
外
漢
に
は
な
じ
み
の

な
い
人
名
や
概
念
が
登
場
す
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
適
宜
説
明
を

加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　

本
稿
で
は
全
体
の
展
開
を
踏
ま
え
、
こ
の
論
文
を
三
分
割
し
、
段
落
一
か

ら
段
落
十
三
ま
で
を
第
一
章
に
、
段
落
十
四
か
ら
段
落
二
十
四
ま
で
を
第
二

章
に
、
段
落
二
十
五
か
ら
段
落
二
十
八
ま
で
を
第
三
章
と
し
て
翻
訳
し
た
テ

ク
ス
ト
で
読
み
進
め
た
い
。

第
一
章
　「
翻
訳
の
空
間
と
し
て
の
再
翻
訳
」

　

論
文
の
題
名
「
翻
訳
の
空
間
と
し
て
の
再
翻
訳
（L

a retraduction com
m

e 

espace de la traduction

）」
は
、
再
翻
訳
を
翻
訳
の
空
間
と
し
て
再
定
義
す

る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
再
定
義
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
意
味
こ
そ
が
、

ベ
ル
マ
ン
の
再
翻
訳
論
の
最
重
要
な
点
と
な
る
。
初
め
て
読
む
読
者
に
は
、

「
翻
訳
の
空
間
」、「
再
翻
訳
」
と
も
に
な
じ
み
の
な
い
語
彙
で
あ
り
、
説
明
を

要
求
さ
れ
る
こ
と
は
予
想
で
き
る
の
で
、
段
落
（
一
）
は
最
も
違
和
感
が
あ

る
で
あ
ろ
う
「
空
間
」
の
説
明
に
費
や
さ
れ
る
。

（
7
）
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「偉大な翻訳はすべて再翻訳である」 ― アントワーヌ・ベルマンの再翻訳論を読む

段
落
（
一
）	

本
発
表
の
テ
ー
マ
は
、
翻
訳
の
空
間
と
し
て
の
再
翻
訳
で

あ
る
。「
空
間
」
と
は
こ
こ
で
は
達
成
を
目
指
す
空
間
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
翻
訳
を
特
徴
づ
け
る
本
質
的
な
未
達
成
性
と
い
う
こ
の
領
域

に
お
い
て
、
完
成
に
─
時
と
し
て
─
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
再
翻
訳

に
お
い
て
だ
け
な
の
だ
。

　

こ
の
「
空
間
」（
＝
場
）
と
い
う
考
え
方
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
の
段
落

の
中
で
語
ら
れ
る
「
達
成
」
と
い
う
概
念
が
助
け
に
な
る
。
ベ
ル
マ
ン
に

と
っ
て
「
翻
訳
の
空
間
」
と
は
す
な
わ
ち
「
達
成
を
目
指
す
空
間
（espace 

d’accom
plissem

ent
）」
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
空
間
は
、
た
だ
単
に

与
え
ら
れ
た
場
所
で
は
な
く
、
あ
る
目
的
の
た
め
に
存
在
す
る
場
所
な
の
で

あ
り
、
こ
の
「
翻
訳
」
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
「
空
間
」
は
、「
達
成
」（
完
成
）

を
そ
の
目
的
と
す
る
。
こ
の
空
間
に
お
け
る
「
達
成
」
は
、
ご
く
稀
に
し
か

実
現
さ
れ
な
い
、
し
か
も
そ
れ
は
、
ベ
ル
マ
ン
の
言
葉
に
よ
る
と
、「
翻
訳
」

で
は
な
く
「
再
翻
訳
に
お
い
て
」
し
か
成
し
と
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
再
翻
訳
に
お
い
て
（aux retraductions
）」
と
い
う
表
記
は
、
原
文

で
は
複
数
形
に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
字
義
通
り
に
訳
せ
ば
「
複
数
の

再
翻
訳
に
お
い
て
だ
け
な
の
だ
」
と
な
り
、「
複
数
の
再
翻
訳
」
は
「
幾
度

と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
反
復
の
中
で
」
に
相
当
す
る
。
再
翻
訳
の
中
で
の
み

「
達
成
」
に
至
る
可
能
性
が
生
じ
る
の
は
、
翻
訳
が
本
質
的
に
「
未
達
成
」
な

行
為
で
あ
り
、
複
数
の
試
み
の
果
て
に
お
い
て
の
み
、
達
成
を
夢
見
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

次
の
段
落
（
二
）
で
は
、
な
ぜ
「
再
翻
訳
」
の
必
要
性
が
あ
る
の
か
と
い

う
問
題
に
説
明
が
加
え
ら
れ
る
。

段
落
（
二
）	

一
般
的
に
、
人
は
再
翻
訳
の
必
要
性
の
根
拠
を
、
そ
れ
自

体
か
な
り
神
秘
的
な
現
象
す
な
わ
ち
（
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
興
味
の
程
度
、
そ
の
文
化

へ
の
近
さ
な
い
し
遠
さ
と
は
無
関
係
に
）
原
作
は
永
遠
に
若
い
ま
ま
で
あ
り
つ
づ
け

る
が
、
あ
ら
ゆ
る
翻
訳
は
「
古
び
る
」
と
い
う
現
象
に
求
め
る
。
言
語
や
文
学
ま
た

文
化
の
、
あ
る
状
態
に
翻
訳
作
品
が
適
合
し
て
い
て
も
、
し
ば
し
ば
か
な
り
早
く
、

次
の
状
態
に
は
対
応
し
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
は
、
再
翻
訳
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
現
存
す
る
翻
訳
が
も
は
や
作
品
の
内
容
の
開
示
、

伝
達
の
役
割
を
果
た
さ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
─
そ
こ
に
あ
る
の
は
全

く
異
な
る
方
向
性
の
思
想
な
の
だ
が
─
ど
の
よ
う
な
翻
訳
も
「
唯
一
無
二
の
」
翻

訳
で
あ
る
と
は
主
張
で
き
な
い
の
で
、
再
翻
訳
の
可
能
性
と
必
要
性
は
翻
訳
活
動

の
構
造
そ
の
も
の
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
作
品
の
最
初
の
翻
訳
の
後
に
な
さ
れ

る
す
べ
て
の
翻
訳
は
、
し
た
が
っ
て
再
翻
訳
で
あ
る
。

　

ま
ず
こ
こ
で
、
ベ
ル
マ
ン
の
「
再
翻
訳
」
の
一
般
的
な
定
義
か
ら
出
発
し
、

そ
の
必
要
性
が
生
じ
る
根
拠
を
思
い
出
さ
せ
る
。
経
験
的
に
真
で
あ
り
な
が

ら
も
科
学
的
に
は
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
神
秘
的
な
現
象
と
み
な
せ
る
事
実
、

す
な
わ
ち
原
作
は
永
遠
に
若
い
が
、
翻
訳
は
古
び
、
読
め
な
く
な
る
と
い
う

事
実
を
、
で
あ
る
。
翻
訳
は
時
代
と
と
も
に
古
び
る
の
で
、
訳
し
直
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
一
般
的
に
再
翻
訳
の
必
要
性
が
生
じ
る
根

拠
で
あ
る
。

　

次
に
、
ベ
ル
マ
ン
は
新
た
な
視
点
を
導
入
す
る
。
つ
ま
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
「
唯
一
性
」
に
対
し
て
、
翻
訳
の
「
複
数
性
」
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
が

「
唯
一
無
二
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
翻
訳
は
言
語
の
数
だ
け
あ
り
得

る
。
ま
た
同
じ
言
語
の
中
で
も
時
代
を
通
じ
て
複
数
の
翻
訳
が
存
在
し
、
同

時
代
で
も
翻
訳
者
の
数
だ
け
翻
訳
は
存
在
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
再
翻
訳

の
可
能
性
と
必
要
性
は
、
こ
の
原
作
と
翻
訳
の
関
係
か
ら
も
求
め
ら
れ
る
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
が
単
一
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
翻
訳
は
す
な
わ
ち
常
に
複
数

的
、
反
復
的
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
ベ
ル
マ
ン
は
初
め
て
「
再
翻
訳
」
に
明
確
な
定
義
を
与
え
る
。
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再
翻
訳
と
は
「
最
初
の
翻
訳
の
後
に
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
翻
訳
で
あ
る
」、
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

次
の
段
落
（
三
）
で
は
、
翻
訳
と
時
間
と
の
特
殊
な
関
係
、
つ
ま
り
そ
の

時
間
従
属
性
、
翻
訳
に
固
有
の
時
間
性
が
あ
る
こ
と
、
失
効
と
未
完
が
宿
命

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
等
が
語
ら
れ
る
。

段
落
（
三
） 

再
翻
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
あ
ら
ゆ
る
翻

訳
は
古
び
る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
ど
ん
な
翻
訳
も
「
唯
一
無
二
」
の
翻
訳
で
は
な

い
の
だ
か
ら
。
そ
の
こ
と
か
ら
人
は
、
翻
訳
は
時
間
に
従
属
し
た
活
動
だ
と
い
う

こ
と
、
ま
た
失
効
と
未
完
成
の
時
間
性
と
い
う
、
固
有
の
時
間
性
を
持
つ
活
動
で

あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
翻
訳
は
「
失
効
」
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
翻
訳
は
、
そ
れ

が
有
効
な
期
間
だ
け
存
在
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
時
間
に
従
属
し
た

存
在
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
未
完
成
と
い
う
語
が
現
れ
る
。
内
容
的
に
こ

の
部
分
は
、
段
落
（
一
）
と
類
似
す
る
が
、
こ
の
段
落
（
三
）
で
は
、
別

の
表
現inachèvem

ent

（
未
完
成
）
が
用
い
ら
れ
る
。（
段
落
〈
一
〉
で
は

inaccom
plissem

ent

〈
未
達
成
〉
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
）。
ど
ち

ら
の
語
を
用
い
る
に
せ
よ
、
翻
訳
は
常
に
未
完
の
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か

ら
こ
そ
、
最
初
の
翻
訳
は
い
つ
か
失
効
し
、
そ
れ
故
に
新
た
な
翻
訳
、
つ
ま

り
再
翻
訳
を
必
要
と
す
る
。

段
落
（
四
） 

以
上
全
て
の
考
察
は
、
人
が
主
張
す
る
ほ
ど
に
は
明
ら
か

で
は
な
い
現
象
、
な
ぜ
翻
訳
は
古
び
る
の
か
、
な
ぜ
一
つ
の
作
品
が
複
数
の
翻
訳

を
許
す
の
か
、
か
ら
出
発
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
正
当
な
も
の
で
あ
る
。
引
き
合

い
に
出
さ
れ
る
理
由
は
、
こ
の
二
つ
の
現
象
の
謎
め
い
た
特
徴
を
汲
み
つ
く
し
て

い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
原
作
が
古
び
も
死
に
も
し
な
い
と
い
う
原
則
に
は
一
つ
の

例
外
も
な
い
が
、
翻
訳
が
古
び
、
死
ぬ
と
い
う
原
則
の
方
に
は
、
重
要
な
幾
つ
か
の

例
外
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
が
我
々
に
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
原
作
と
同
じ
だ

け
長
生
き
し
、
時
に
そ
れ
と
同
じ
ほ
ど
の
輝
き
を
保
ち
続
け
る
翻
訳
も
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
な
翻
訳
は
「
偉
大
な
翻
訳
（grande traduction

）」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
段
落
（
四
）
に
お
い
て
、
段
落
（
三
）
ま
で
に
確
認
し
た
内
容
、
原
作

は
古
び
も
死
に
も
し
な
い
が
翻
訳
は
古
び
、
死
ぬ
、
と
い
う
原
則
を
確
認
・

維
持
し
た
上
で
、
後
者
の
原
則
に
は
幾
つ
か
の
例
外
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が

加
え
ら
れ
る
。
例
外
的
に
翻
訳
作
品
の
中
に
も
、
原
作
と
同
じ
よ
う
に
長
生

き
し
輝
き
を
保
ち
続
け
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
例
外
的
翻
訳
を
ベ
ル

マ
ン
は
「grande traduction

＝
偉
大
な
翻
訳
」
と
呼
ぶ
。
次
の
段
落
（
五
）

で
は
、
こ
の
「
偉
大
な
翻
訳
」
の
具
体
例
が
列
挙
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

段
落
（
五
） 

聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
訳
『
ウ
ル
ガ
タ
聖
書
』、
ル
タ
ー
訳
『
聖

書
』『
欽
定
訳
聖
書
』
は
偉
大
な
翻
訳
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
ア
ミ
ヨ
訳
『
プ

ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』、
ガ
ラ
ン
訳
『
千
夜
一
夜
物
語
』、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
訳
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
訳
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』、
テ
ィ
ー
ク
訳
『
ド
ン
・
キ

ホ
ー
テ
』、 

シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
訳
ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
訳

ポ
ー
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
訳
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ま
っ
た
く
網
羅
的
で
は

な
い
が
、
こ
れ
こ
そ
が
偉
大
な
翻
訳
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
古
び
る
こ
と

は
な
い
。
た
と
え
ウ
ル
ガ
タ
聖
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
読
者
の
数
が
減
少
し
た

と
し
て
も
、
ウ
ル
ガ
タ
聖
書
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
ラ
ル
ボ
ー
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ

リ
ー
ン
、
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
な
ど
が
各
人
各
様
に
言
っ
た
よ
う
に
、
並
ぶ
も
の
の
な

い
翻
訳
作
品
で
あ
り
続
け
る
。
た
と
え
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』
が
も
は
や
誰
の

心
も
魅
了
し
な
い
と
し
て
も
、
ア
ミ
ヨ
の
翻
訳
は
生
き
続
け
る
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
登
場
し
た
ア
ミ
ヨ
訳
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
（
対
比
列

伝
）』、
十
八
世
紀
に
東
方
へ
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
根

付
か
せ
た
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ガ
ラ
ン
訳
『
千
夜
一
夜
物
語
』、
同
じ
く
十
八
世

（
8
）

（
9
）
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紀
と
十
九
世
紀
の
間
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
古
典
期
と
ロ
マ
ン
主
義
期
の
間
に

産
み
落
と
さ
れ
た
Ａ
・
Ｗ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ド

イ
ツ
語
訳
。
ま
た
ベ
ル
マ
ン
が
偏
愛
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
訳
の
ソ
フ
ォ
ク
レ

ス
の
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』（
一
八
○
四
年
）
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ

ロ
マ
ン
主
義
を
専
門
と
す
る
ベ
ル
マ
ン
ら
し
く
、
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
か
ら

多
く
の
作
品
が
選
ば
れ
て
い
る
。
十
八
世
紀
と
十
九
世
紀
に
ま
た
が
っ
て
翻

訳
さ
れ
た
、
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
テ
ィ
ー
ク
に
よ
る
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』

の
ド
イ
ツ
語
訳
、
ま
た
同
じ
く
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
移
行
す
る
ま
さ

に
そ
の
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
詩
的
散
文
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
た
シ
ャ

ト
ー
ブ
リ
ア
ン
に
よ
る
『
失
楽
園
』
の
仏
訳
、
さ
ら
に
、
十
九
世
紀
に
フ
ラ

ン
ス
世
紀
末
象
徴
主
義
を
ド
イ
ツ
語
圏
に
移
植
し
た
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ

ル
ゲ
に
よ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
あ
る
。

　

ミ
ル
ト
ン
が
英
語
韻
文
で
書
い
た
『
失
楽
園
』
を
、
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン

は
革
命
後
に
亡
命
し
た
英
国
で
散
文
に
翻
訳
し
た
。
こ
の
仏
訳
が
、
ベ
ル
マ

ン
に
よ
る
と
、「
プ
ル
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
し
か
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
」、
詩
的

散
文
と
い
う
形
式
を
誕
生
さ
せ
た
。
文
学
史
に
お
い
て
は
通
常
、
翻
訳
作
品

が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
ベ
ル
マ
ン
は
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
を
『
墓

の
彼
方
か
ら
の
回
想
』、『
ア
タ
ラ
』、『
ル
ネ
』
な
ど
の
作
家
と
し
て
よ
り
も
、

翻
訳
家
と
し
て
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
の
「『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』
の
ア
ミ
ヨ
だ
が
、
そ
も
そ
も
ベ
ル
マ
ン

に
と
っ
て
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ミ
ヨ
は
、
極
め
て
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
死
後
出

版
と
な
っ
た
『
フ
ラ
ン
ス
の
翻
訳
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ミ
ヨ
』
は
、
フ
ラ
ン
ス

の
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
の
翻
訳
家
た
ち
を
研
究
し
、
ア
ミ
ヨ
を
（
ニ
コ

ル
・
オ
レ
ー
ム
と
並
び
）
フ
ラ
ン
ス
翻
訳
史
上
第
一
の
人
物
と
位
置
づ
け
て

い
る
。
ア
ミ
ヨ
は
、
文
芸
復
興
期
に
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』
を
ギ
リ
シ
ャ

（
10
）

（
11
）

（
12
）

語
か
ら
全
訳
し
た
が
、
ア
ミ
ヨ
に
よ
る
仏
訳
か
ら
ト
マ
ス
・
ノ
ー
ス
に
よ
る

英
訳
が
作
ら
れ
、
そ
れ
を
読
ん
だ
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
『
ア
ン
ト
ニ
ー
と
ク

レ
オ
パ
ト
ラ
』、『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』
な
ど
を
書
い
た
こ
と
は
、
今

日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ア
ミ
ヨ
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
向
け
て
だ
け

で
な
く
、
文
芸
復
興
期
の
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
け
て
、『
対
比
列
伝
』
を
近
代

語
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
が
文
芸
復
興
に
果
た
し
た
役
割
の
重
要

性
に
鑑
み
て
、
ア
ミ
ヨ
に
よ
る
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』
は
偉
大
な
翻
訳
で

あ
る
と
、
ベ
ル
マ
ン
は
言
う
。

　

次
の
段
落
（
六
）
以
降
「
偉
大
な
翻
訳
」
の
定
義
が
試
み
ら
れ
る
。
段
落

（
七
）
は
そ
の
問
い
か
け
へ
の
肯
定
的
返
答
、
段
落
（
八
）
は
そ
の
確
認
で
あ

る
た
め
、
三
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
ま
と
め
て
読
む
こ
と
に
す
る
。

段
落
（
六
） 

古
び
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
以
外
に
、
異
な
る
時
代
に
異

な
る
言
語
で
、
様
々
に
異
な
る
原
則
と
目
的
の
も
と
に
作
ら
れ
た
こ
れ
ら
全
て
の

翻
訳
作
品
の
な
か
に
、
翻
訳
を
「
偉
大
」
に
す
る
一
つ
、
な
い
し
複
数
の
共
通
要

素
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？　

偉
大
な
翻
訳
作
品
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
、
具
体
的
な
内
容
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

段
落
（
七
） 

も
ち
ろ
ん
で
き
る
。

段
落
（
八
） 

今
回
の
よ
う
な
枠
組
で
は
、
今
日
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
だ
け
が
「
偉
大
な
翻
訳
」
を
可
能

に
す
る
、
い
く
つ
か
の
性
質
を
列
挙
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

定
義
は
、
こ
の
著
者
に
は
お
な
じ
み
の
こ
と
な
が
ら
、
列
挙
の
形
式
を
と

る
。
以
下
、
段
落
（
九
）
か
ら
段
落
（
十
三
）
ま
で
、
五
要
素
を
含
む
五
段

落
を
見
よ
う
。
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段
落
（
九
） 

ま
ず
、
偉
大
な
翻
訳
は
、
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
の
両
面

に
お
い
て
、
目
標
言
語
の
中
で
一
つ
の
出
来
事
と
な
る
。

段
落
（
十
） 

偉
大
な
翻
訳
は
、
原
作
と
少
な
く
と
も
同
程
度
の
、
高
度

な
体
系
性
を
備
え
て
い
る
。

段
落
（
十
一
） 

偉
大
な
翻
訳
は
原
作
の
言
語
と
翻
訳
者
の
言
語
と
の

出
会
い
の
場
所
で
あ
る
。

段
落
（
十
二
） 

偉
大
な
翻
訳
作
品
は
、
原
作
が
そ
れ
を
受
容
し
た
文

化
に
も
た
ら
し
た
衝
撃
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
、
原
作
と
の
強
い
結
び
つ
き
を
作
り

出
す
。

段
落
（
十
三
） 

偉
大
な
翻
訳
は
、
同
時
代
な
い
し
後
世
の
翻
訳
活
動
に

と
っ
て
避
け
ら
れ
な
い
先
例
と
な
る
。

　

第
一
の
要
素
は
、「
偉
大
な
翻
訳
」
は
目
標
言
語
の
中
で
一
つ
のévéne-

m
ent

＝
出
来
事
と
な
る
、
で
あ
る
。
出
来
事
は
肯
定
的
な
場
合
だ
け
で
な
く
、

と
き
に
焚
書
、
発
禁
な
ど
の
政
治
的
な
事
件
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
状
況
下
に
あ
っ
て
、
ラ
テ
ン
語
訳
聖
書
、
ル
タ
ー
訳
聖
書
、

欽
定
訳
聖
書
が
一
大
事
件
と
な
っ
た
こ
と
は
、
誰
も
が
知
る
こ
と
で
あ
る
。

ガ
ラ
ン
訳
『
千
夜
一
夜
物
語
』
も
、
ア
ミ
ヨ
の
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
文
明
を
知
ら
し
め
た
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
は
じ
め
と

す
る
世
俗
近
代
語
の
中
で
、
そ
の
出
版
が
大
き
な
文
化
的
事
件
を
引
き
起
こ

し
た
。

　

偉
大
な
翻
訳
の
第
二
の
要
素
は
、
翻
訳
が
情
報
開
示
の
み
で
は
な
く
、
文

章
と
し
て
味
わ
い
う
る
豊
穣
な
体
系
性
を
備
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
が
言
語
的
豊
穣
さ
を
持
つ
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
複
製
し
た
翻
訳
で
は
、
し
ば
し
ば
原
作
の
言
語
表

現
と
し
て
の
体
系
性
、
豊
か
さ
が
失
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
偉
大
な
翻

訳
と
な
る
た
め
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
翻
訳
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
豊
か
な

言
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

ベ
ル
マ
ン
は
、
翻
訳
が
原
作
を
歪
曲
す
る
傾
向
を
十
三
項
目
列
挙
し
た
が
、

そ
の
う
ち
「
リ
ズ
ム
の
破
壊
」「
表
面
下
の
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
破
壊
」

「
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
体
系
性
の
破
壊
」「
土
地
固
有
の
言
葉
か
ら
な
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
破
壊
な
い
し
そ
の
異
国
趣
味
的
処
理
」「
言
語
固
有
の
成
句
、
慣

用
表
現
の
破
壊
」「
言
語
の
重
な
り
の
消
去
」
な
ど
の
半
数
程
度
の
六
項
目

が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
体
系
性
お
よ
び
豊
か
さ
を
破
壊
、
貧
弱
化
さ
れ
る
と
指

摘
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
ら
の
歪
曲
を
逃
れ
、
少
な
く
と
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
と

同
程
度
の
複
雑
さ
を
持
っ
た
体
系
的
な
言
語
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

「
偉
大
な
翻
訳
」
の
条
件
と
な
る
。

　

第
三
の
要
素
は
「
原
作
の
言
語
と
翻
訳
者
の
言
語
の
出
会
い
の
場
所
と
な

る
」
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
交
わ
る
こ
と
の
な
い
二
つ
の
言
語
は
、
作

品
の
翻
訳
活
動
を
通
じ
て
初
め
て
出
会
う
。
目
標
言
語
は
、
原
作
の
起
点
言

語
か
ら
作
ら
れ
た
翻
訳
を
通
じ
て
、
新
た
な
表
現
性
を
獲
得
す
る
。
ま
た
翻

訳
を
通
じ
て
新
た
に
つ
く
り
直
さ
れ
る
翻
訳
作
品
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

も
二
つ
の
言
語
の
出
会
い
の
場
所
で
あ
る
が
、
偉
大
な
翻
訳
の
場
合
、
そ
れ

が
と
り
わ
け
特
権
的
な
場
所
と
な
る
。

　

第
四
の
要
素
は
、
翻
訳
が
原
作
を
受
容
文
化
に
移
植
し
、
二
文
化
間
の
強

い
結
び
つ
き
を
作
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
代
毎
に
出
現
す
る
偉
大
な

翻
訳
を
通
じ
て
、
人
々
は
衝
撃
と
共
に
、
原
作
と
の
つ
な
が
り
を
築
く
、
あ

る
い
は
築
き
直
す
。
偉
大
な
翻
訳
作
品
は
、
原
作
と
そ
れ
を
受
容
す
る
人
た

ち
と
の
間
の
強
力
な
紐
帯
で
あ
る
。

（
13
）

23



「偉大な翻訳はすべて再翻訳である」 ― アントワーヌ・ベルマンの再翻訳論を読む

　

第
五
の
要
素
は
、
偉
大
な
翻
訳
作
品
は
、
後
世
の
翻
訳
に
と
っ
て
不
可
避

の
先
例
と
な
り
、
常
に
模
範
と
し
て
参
照
さ
れ
続
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
翻
訳
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
新
た
な
文
学
言
語
の
誕
生
と
も
関
係
し
、

偉
大
な
翻
訳
作
品
は
文
化
の
中
で
古
典
の
座
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。

第
二
章
　「
偉
大
な
翻
訳
は
す
べ
て
再
翻
訳
で
あ
る
」

　

こ
れ
ま
で
に
ベ
ル
マ
ン
は
、
ま
ず
再
翻
訳
を
「
初
め
て
の
翻
訳
の
後
に
な

さ
れ
る
す
べ
て
の
翻
訳
」
と
定
義
し
。
ま
た
再
翻
訳
が
な
さ
れ
る
必
要
性
は
、

あ
ら
ゆ
る
翻
訳
に
本
質
的
に
内
在
す
る
、
失
効
と
い
う
避
け
が
た
い
宿
命
か

ら
生
じ
る
と
説
明
し
た
。
ま
た
原
作
は
永
遠
に
若
く
、
翻
訳
は
古
び
る
が
、

例
外
と
し
て
原
作
と
同
じ
ほ
ど
の
生
を
生
き
る
偉
大
な
翻
訳
が
存
在
す
る
と

主
張
し
、
段
落
（
五
）
で
例
を
列
挙
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
偉
大
な
翻
訳
に
共
通

す
る
五
要
素
を
列
挙
し
た
。

　

段
落
（
十
四
）
で
は
、
以
上
の
定
義
を
受
け
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ

「
偉
大
な
翻
訳
は
す
べ
て
一
つ
の
共
通
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
新
た

な
主
張
を
打
ち
出
す
。
本
論
文
の
も
っ
と
も
核
心
的
な
、「
偉
大
な
翻
訳
は
す

べ
て
再
翻
訳
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
で
あ
る
。

段
落
（
十
四
） 

こ
れ
ら
の
翻
訳
は
、
さ
ら
に
共
通
の
性
質
を
持
っ
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
再
翻
訳
で
あ
る
。

　

偉
大
な
翻
訳
は
全
て
再
翻
訳
で
あ
る
と
い
う
命
題
に
対
し
て
、
直
感
的
に

は
そ
う
で
は
な
い
例
も
思
い
浮
か
ぶ
。
例
え
ば
私
た
ち
は
、
ル
タ
ー
の
ド
イ

ツ
語
訳
聖
書
は
、
ラ
テ
ン
語
か
ら
歴
史
上
初
め
て
翻
訳
さ
れ
た
聖
書
と
認
識

し
て
い
る
し
、
ア
ミ
ヨ
の
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』
も
、
初
め
て
の
仏
訳
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ル
マ
ン
の
挙
げ
る
偉
大
な
翻
訳

は
、
む
し
ろ
「
初
訳
」
と
し
て
の
知
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら

が
す
べ
て
「
再
翻
訳
」
で
あ
る
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
？　

こ
の

よ
う
な
疑
問
は
想
定
ず
み
と
で
も
言
う
よ
う
に
、
ベ
ル
マ
ン
は
次
の
段
落
で
、

偉
大
な
翻
訳
と
再
翻
訳
と
の
関
係
の
修
正
を
試
み
る
。

段
落
（
十
五
） 

す
べ
て
の
再
翻
訳
が
偉
大
な
翻
訳
で
は
な
い
と
し
て

も
、
す
べ
て
の
偉
大
な
翻
訳
は
再
翻
訳
な
の
で
あ
る
。 

　

再
翻
訳
す
な
わ
ち
偉
大
な
翻
訳
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
世
に
存
在
す

る
偉
大
な
翻
訳
は
、
例
外
な
く
す
べ
て
再
翻
訳
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

し
か
し
段
落
（
五
）
に
列
挙
さ
れ
た
偉
大
な
翻
訳
が
す
べ
て
再
翻
訳
で
あ
る

と
主
張
す
る
こ
と
は
、
読
者
の
直
感
に
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
ベ
ル

マ
ン
は
段
落
（
十
六
）
と
（
十
七
）
で
修
正
を
加
え
る
。
こ
の
修
正
は
、「
再

翻
訳
」
の
概
念
を
拡
大
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
く
。

段
落
（
十
六
） 

こ
の
相
関
関
係
が
経
験
的
に
真
で
あ
る
た
め
に
は
、
二

つ
の
や
り
方
で
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

段
落
（
十
七
） 

ま
ず
そ
れ
は
…
絶
対
的
で
は
な
い
。
最
初
の
翻
訳
で
あ

り
、
か
つ
偉
大
な
翻
訳
も
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
相
関
関
係

を
無
効
に
す
る
こ
と
か
ら
は
遠
い
。
こ
の
可
能
性
は
、
前
述
の
最
初
の
翻
訳
が
再

翻
訳
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
さ
ら
に
そ
れ
は
毎
回
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

に
よ
る
。

　

ま
ず
ベ
ル
マ
ン
は
、
偉
大
な
翻
訳
と
再
翻
訳
の
相
関
関
係
は
絶
対
的
で
は

な
い
、
と
主
張
す
る
。
私
た
ち
が
経
験
上
知
る
よ
う
に
、
例
え
ば
ル
タ
ー
訳

聖
書
は
、
一
般
的
な
認
識
に
お
い
て
、
最
初
の
翻
訳
で
あ
り
、
か
つ
偉
大
な
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翻
訳
で
あ
る
。
し
か
し
ベ
ル
マ
ン
は
「
最
初
の
翻
訳
で
あ
り
か
つ
偉
大
な
翻

訳
も
存
在
す
る
」
が
、
そ
の
場
合
「
最
初
の
翻
訳
が
再
翻
訳
と
し
て
な
さ
れ

た
」
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
つ
い
て
ベ
ル
マ
ン
は
、
次
の
段

落
（
十
八
）
で
具
体
例
と
と
も
に
補
足
説
明
を
加
え
な
が
ら
、「
再
翻
訳
」
の

概
念
を
拡
張
す
る
。

段
落
（
十
八
） 

次
に
、
こ
こ
で
再
翻
訳
の
概
念
自
体
を
明
確
に
す
る
必

要
が
あ
る
。
再
翻
訳
は
、
既
に
翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
す
べ
て
の
新
し
い
翻
訳
の

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
例
と
し
て
ア
ミ
ヨ
の
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』
を
考
え
よ

う
。
こ
の
翻
訳
家
は
、
確
か
に
プ
ル
タ
ー
ク
を
再
翻
訳
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
原
著
は
、
確
か
に
そ
れ
が
部
分
的
で
し
か
な
い
と
し
て
も
、
そ
し
て
ま
た
ラ
テ

ン
語
あ
る
い
は
イ
タ
リ
ア
語
か
ら
で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
語

に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ミ
ヨ
は
し
た
が
っ
て
、
あ
る
意
味

で
プ
ル
タ
ー
ク
の
最
初
の
翻
訳
を
成
し
と
げ
た
が
、
そ
の
場
合
最
初
と
い
う
の
は
、

ま
だ
訳
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
全
体
に
対
し
て
、
ま
た
原
語
の
ギ
リ

シ
ア
語
に
対
し
て
最
初
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
作
品
の

新
翻
訳
が
存
在
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
ま
だ
翻
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
作
品

の
一
部
で
し
か
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
、
私
た
ち
は
再
翻
訳
で
あ
る
と
言
っ

て
い
い
の
で
あ
る
。
あ
る
著
者
が
翻
訳
さ
れ
た
と
い
う
た
め
に
は
、
著
者
の
他
の

テ
ク
ス
ト
が
再
翻
訳
の
空
間
に
入
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
の
た

め
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
る
ポ
ー
の
翻
訳
は
確
実
に
再
翻
訳
で
あ
る
。

　

冒
頭
で
ベ
ル
マ
ン
は
、
再
翻
訳
の
一
般
的
な
定
義
か
ら
離
れ
、
翻
訳
の
実

態
に
合
わ
せ
て
再
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
、「
再
翻
訳
は
す
で
に

翻
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
す
べ
て
の
新
し
い
翻
訳
の
こ
と
を
意
味
し
な
い
」

と
、
一
般
的
な
概
念
を
覆
し
て
み
せ
る
。
そ
の
後
に
、
例
を
出
し
て
説
明
を

続
け
る
。

　

は
じ
め
に
、
一
般
的
に
は
初
訳
と
み
な
さ
れ
て
い
る
ア
ミ
ヨ
の
『
プ
ル

タ
ー
ク
英
雄
伝
』
を
掲
げ
、
何
故
そ
れ
が
再
翻
訳
な
の
か
を
説
明
す
る
。
ベ

ル
マ
ン
は
、
そ
れ
が
再
翻
訳
で
あ
る
理
由
と
し
て
、
当
時
す
で
に
非
公
式
な

形
で
、
ラ
テ
ン
語
訳
や
抜
粋
的
な
イ
タ
リ
ア
語
訳
が
存
在
し
て
い
た
事
実
を

指
摘
し
、
そ
れ
ら
を
も
っ
て
、
す
で
に
原
著
は
「
翻
訳
の
空
間
」
に
入
っ
て

い
た
と
主
張
す
る
。「
こ
こ
で
「
翻
訳
の
空
間
に
入
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
原

作
を
他
の
言
語
に
移
し
う
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た

が
っ
て
ア
ミ
ヨ
が
成
し
と
げ
た
こ
と
は
、
原
語
の
ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
全
訳
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
確
か
に
こ
の
点
に
お
い
て
は
「
初
訳
」
だ
が
、
そ

の
前
に
す
で
に
原
著
は
翻
訳
の
空
間
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
ア
ミ
ヨ
の
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』
は
、
最
初
の
完
成
さ
れ
た
再
翻
訳

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

段
落
の
最
後
で
、
ポ
ー
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
訳
に
も
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
る
「
ポ
ー
全
集
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
、（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
仏
訳
で
ポ
ー
を
読
ん
で
い
た
よ
う
に
）
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
が
ポ
ー
を
翻
訳
す
る
以
前
に
、
ポ
ー
の
仏
訳
は
存
在
し
て
い
た
、
つ
ま
り
、

ポ
ー
は
す
で
に
「
翻
訳
の
空
間
」
に
入
っ
て
い
た
た
め
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

ポ
ー
の
仏
訳
も
、
ア
ミ
ヨ
の
『
プ
ル
タ
ー
ク
英
雄
伝
』
同
様
に
、
初
訳
の
形

で
な
さ
れ
た
再
翻
訳
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

段
落
（
十
九
） 

再
翻
訳
の
概
念
が
こ
う
し
て
拡
大
さ
れ
た
以
上
、
す
で

に
私
が
言
及
し
た
偉
大
な
翻
訳
は
全
て
再
翻
訳
だ
と
い
う
こ
と
は
納
得
さ
れ
る
だ

ろ
う
。

　

段
落
（
十
九
）
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
十
分
な
実
例
と
根
拠
を
も
っ
て

読
者
に
ベ
ル
マ
ン
の
考
え
る
と
こ
ろ
の
「
再
翻
訳
」
を
理
解
さ
せ
た
上
で
、

以
下
の
段
落
（
二
十
）、（
二
十
一
）
に
お
い
て
、
な
ぜ
再
翻
訳
が
偉
大
な
翻
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訳
と
な
る
の
か
と
い
う
条
件
を
模
索
し
始
め
る
。

段
落
（
二
十
） 

さ
て
、
な
ぜ
す
べ
て
の
偉
大
な
翻
訳
は
必
ず
再
翻
訳
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
？　

あ
る
い
は
逆
に
、
な
ぜ
す
べ
て
の
最
初
の
翻
訳
は
決

し
て
（
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
決
し
て
）
偉
大
な
翻
訳
で
は
な
い
の
か
？

段
落
（
二
十
一
） 

答
え
の
一
番
目
の
要
素
は
、『
西
東
詩
集
』
の
中
で
、

翻
訳
の
三
つ
の
種
類
に
つ
い
て
述
べ
た
ゲ
ー
テ
か
ら
提
供
さ
れ
う
る
。
そ
れ
は
ま

た
、
翻
訳
の
時
期
に
つ
い
て
で
も
あ
る
。
最
初
の
や
り
方
、
あ
る
い
は
最
初
期
の
翻

訳
は
、
原
作
の
お
よ
そ
の
思
想
（
ゲ
ー
テ
のdixit

〈
ラ
テ
ン
語
で
「
い
わ
ん
と
す

る
こ
と
」〉
を
狙
っ
た
内
的
翻
訳
、
あ
る
い
は
（
一
語
を
一
語
に
対
応
さ
せ
た
）
併

置
的
翻
訳
で
あ
る
。
第
二
の
や
り
方
は
、
自
由
な
翻
訳
で
あ
る
。
原
作
を
翻
訳
者
の

言
語
、
文
学
、
文
化
に
適
応
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
や
り
方
は
、
ゲ
ー
テ

の
意
味
に
お
け
る
逐
字
訳
、
つ
ま
り
原
作
の
文
化
的
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
的
等
々

の
「
特
殊
性
」
を
再
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
文
化
が
翻
訳
の
冒
険
に
参
入
す

る
や
い
な
や
、
ゲ
ー
テ
に
よ
れ
ば
、
翻
訳
は
こ
の
サ
イ
ク
ル
を
た
ど
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ど
の
よ
う
な
最
初
の
訳
も
偉
大
な
翻
訳
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
第
二
第
三
の
翻
訳
が
最
初
の
翻
訳
を
前
提
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
完

成
さ
れ
た
翻
訳
と
い
う
も
の
は
、
第
二
の
翻
訳
か
ら
し
か
、
す
な
わ
ち
「
最
初
の
」

再
翻
訳
か
ら
し
か
、
到
達
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ー
テ
の
三
種
の
翻
訳
と
し
て
、
ベ
ル
マ
ン
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
ゲ
ー
テ

七
十
歳
の
と
き
に
出
版
さ
れ
た
『
西
東
詩
集
』（
一
八
一
九
年
）
へ
の
「
注
解

と
論
考
」
の
中
の
、「
翻
訳
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
。
そ
こ
で
ゲ
ー
テ
は
、
翻

訳
を
三
種
に
、（
一
）
簡
素
な
散
文
的
翻
訳
、（
二
）
い
わ
ゆ
る
「
自
由
訳
」、

（
三
）
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
の
一
体
化
を
目
指
す
忠
実
な
翻
訳
、
に
分
け
て
い
る
。

　

ゲ
ー
テ
に
よ
る
と
（
一
）
は
、「
自
国
固
有
の
感
性
に
浸
っ
た
ま
ま
で
我
々

に
異
邦
を
知
ら
し
め
る
」翻
訳
で
、
詩
は
散
文
と
し
て
訳
さ
れ
る
た
め
、
詩
的

感
興
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
い
わ
ば
、
伝
達
の
た
め
の
翻
訳
で
あ
る
。（
二
）

（
14
）

は
「
異
邦
の
感
覚
を
同
化
吸
収
し
、
自
分
の
感
覚
で
そ
れ
を
再
現
す
る
時
期
」

で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
的
（
不
実
な
美
女
）
の
翻
訳
で
あ
る
。「
フ
ラ

ン
ス
人
と
い
う
も
の
は
、
異
邦
の
言
葉
を
自
分
の
口
に
合
わ
せ
て
し
ま
う
の

だ
が
、
感
情
や
思
想
も
、
果
て
は
具
体
物
さ
え
も
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
し
ま

う
。
彼
は
異
邦
の
果
実
一
つ
ひ
と
つ
に
、
徹
底
し
て
自
国
内
で
生
い
茂
っ
た

代
用
品
を
充
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」。（
三
）
は
「
翻
訳
が
原
作
（
オ
リ

ジ
ナ
ル
）
と
の
一
致
を
は
か
ろ
う
と
す
る
期
間
」
で
あ
り
、
最
終
の
「
究
極

の
」
翻
訳
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
一
方
が
他
方
の
代
替
品
と
な
る
の
で
は

な
く
、
他
方
と
同
じ
働
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
こ

の
種
の
翻
訳
は
始
め
の
う
ち
は
多
大
な
抵
抗
を
受
け
た
。
と
い
う
の
も
、
翻

訳
者
が
対
象
と
な
る
原
作
に
寄
り
添
い
す
ぎ
る
と
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
自

国
の
固
有
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
の
翻
訳
は
こ
の

よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
大
方
の
美
的
感
覚
は
、
ま
ず
こ
れ
に
合
わ
せ
て
形
成

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」。

　

こ
の
第
三
番
目
の
翻
訳
方
法
こ
そ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
へ
の
憧
憬
が
ド
イ
ツ

語
を
ギ
リ
シ
ア
語
化
さ
せ
る
ま
で
の
変
形
を
強
い
た
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
ソ

フ
ォ
ク
レ
ス
訳
に
代
表
さ
れ
る
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
が
目
ざ
し
た
究
極
の

翻
訳
方
法
で
あ
っ
た
。「
原
作
と
一
致
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
翻
訳
」
に
よ
っ
て

の
み
「
我
々
は
原
典
へ
と
導
か
れ
る
。
い
や
原
典
へ
と
追
い
立
て
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　

ベ
ル
マ
ン
が
ゲ
ー
テ
の
言
葉
と
し
て
い
る
部
分
は
、「
こ
う
し
て
つ
い
に
、

異
邦
の
も
の
、
既
知
の
も
の
と
未
知
の
も
の
、
こ
れ
ら
を
接
近
さ
せ
る
円
環

運
動
が
す
べ
て
完
結
す
る
の
で
あ
る
」に
相
当
す
る
。
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
的

翻
訳
は
、
明
ら
か
な
目
的
意
識
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
原
典

と
の
一
体
化
で
あ
る
。
第
一
の
翻
訳
か
ら
始
ま
り
、
第
二
の
段
階
を
経
て
、

（
15
）
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論　文

第
三
の
段
階
に
お
い
て
そ
の
目
的
が
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

段
落
（
二
十
二
） 

ゲ
ー
テ
の
三
幅
対
は
お
よ
そ
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
が

言
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
「
は
じ
め
は
つ
た
な
い
」
か
ら
始
ま
る
、
ド
イ
ツ
観
念
論

的
弁
証
法
に
対
応
す
る
。
自
ら
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ
た
翻
訳
に
到
達
す
る
た
め
に

は
、
経
験
の
道
が
必
要
で
あ
る
。
お
し
な
べ
て
最
初
の
翻
訳
は
拙
劣
で
あ
る
、
と

い
う
あ
ら
ゆ
る
翻
訳
者
に
訪
れ
る
事
態
は
、
歴
史
的
に
も
回
帰
す
る
。
ど
の
よ
う

な
翻
訳
作
品
も
「
第
一
稿
」
で
は
な
い
。 

　

ベ
ル
マ
ン
は
、
さ
ら
に
ゲ
ー
テ
の
翻
訳
の
三
段
階
の
考
え
を
、
ド
イ
ツ
観

念
論
の
弁
証
法
の
三
段
階
に
相
当
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
ド
イ
ツ
の

作
家
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
言
葉
を
援
用
し
つ
つ
、
翻
訳
は
何
度
も
や
り
直
し
て

初
め
て
完
成
に
近
づ
く
、
つ
ま
り
経
験
の
道
こ
そ
が
完
成
へ
と
導
く
こ
と
を

述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
経
験
の
道
は
、
翻
訳
家
個
人
の
レ
ベ
ル
で
も
、
受

容
文
化
の
レ
ベ
ル
で
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
的
に
ど
の

よ
う
な
翻
訳
家
も
翻
訳
原
稿
を
何
度
も
書
き
直
し
て
い
る
。
翻
訳
は
根
本
的

に
「
書
き
直
し
」
で
あ
り
、
原
文
を
別
の
言
語
で
書
き
直
す
と
い
う
以
上

に
、
翻
訳
に
は
訳
文
を
何
度
も
書
き
直
し
て
優
れ
た
訳
に
近
づ
け
て
い
く
作

業
が
含
ま
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
翻
訳
者
も
経
験
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
稿

が
完
成
形
で
あ
る
こ
と
は
な
く
、
書
き
直
し
の
過
程
を
経
て
最
終
稿
が
で
き

あ
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
翻
訳
に
よ
っ
て
原
作
を
受
容

す
る
文
化
に
と
っ
て
も
、
初
訳
で
す
べ
て
が
訳
し
つ
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

な
く
、
何
世
代
も
か
け
て
翻
訳
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
優
れ
た

翻
訳
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　

こ
の
ゲ
ー
テ
の
直
感
は
、
翻
訳
に
関
し
て
深
遠
な
内
省
と
な
る
が
、
ベ
ル

マ
ン
は
、
こ
の
三
段
階
説
は
、
必
ず
し
も
翻
訳
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人

間
の
活
動
（
運
動
、
演
奏
、
演
技
、
料
理
な
ど
）
に
当
て
は
ま
る
の
で
、
よ

り
翻
訳
に
固
有
の
事
柄
と
し
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

段
落
（
二
十
三
） 

こ
の
ゲ
ー
テ
の
見
解
に
は
き
わ
め
て
深
い
も
の
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
活
動
は
、
完
成
に
到
達
す
る
ま
で
に
繰
り
返
し

を
必
要
と
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
も
と
も
と
繰
り
返
し
、
複
製
の
作
業
で
あ
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
、
翻
訳
に
お
い
て
と
く
に
当
て
は
ま
る
。
最
初
の
盲
目
的
で
た
め

ら
い
が
ち
な
翻
訳
の
試
み
の
後
に
、
完
成
し
た
翻
訳
の
可
能
性
が
出
現
す
る
の
だ
。

段
落
（
二
十
四
） 

し
か
し
、
こ
の
ゲ
ー
テ
の
思
想
は
問
題
を
汲
み
つ
く

し
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
行
動
一
般
の
包
括
的
な
理
解
に

基
づ
い
て
い
る
だ
け
で
、
翻
訳
と
い
う
特
殊
な
構
造
に
基
づ
い
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　

こ
の
指
摘
後
、
以
下
の
論
文
の
最
後
の
三
段
落
に
お
い
て
は
、
ゲ
ー
テ
か

ら
離
れ
、
む
し
ろ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
依
拠
し
つ
つ
、
翻
訳
の
固
有
性
、
と
り
わ

け
そ
の
時
間
と
の
関
係
が
深
く
思
考
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
章
　「
翻
訳
の
好
機
・
失
効
・
偉
大
な
翻
訳
家
」

　

論
文
最
後
の
四
段
落
で
は
、
論
文
中
、
最
も
重
要
な
概
念
、
翻
訳
の
好
機

（
カ
イ
ロ
ス
）、
失
効
（
デ
フ
ァ
イ
ア
ン
ス
）、
偉
大
な
翻
訳
家
、
な
ど
が
現
れ

る
。
全
体
と
し
て
結
論
的
な
部
分
で
あ
り
、
四
段
落
と
も
内
容
が
濃
く
、
他

の
段
落
に
比
べ
て
長
い
の
で
、
各
段
落
を
読
み
な
が
ら
論
点
を
整
理
す
る
必

要
が
あ
る
。段

落
（
二
十
五
） 

私
た
ち
は
再
翻
訳
の
問
題
を
、少
し
距
離
を
お
い
て
、

そ
し
て
二
つ
の
基
本
的
な
「
事
実
」
か
ら
、
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
二
つ
の

事
実
を
、
好
機
（kairos

）
と
失
効
（défaillance

）
と
呼
ぼ
う
。
あ
ら
ゆ
る
翻
訳
は

失
効
す
る
、
つ
ま
り
そ
の
原
則
が
何
で
あ
れ
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
的
で
あ
る
。
そ
の
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意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
あ
ら
ゆ
る
翻
訳
は
「
非
・
翻
訳
」
の
刻
印
を
受
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
初
め
の
ほ
う
の
翻
訳
は
、
最
も
強
く
非
・
翻
訳
が
刻
ま

れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
「
失
効
」
を
引
き
起
こ
す
反
翻
訳
力
が
、
こ
こ
で
は
全
能

で
あ
る
か
の
よ
う
に
。
も
し
翻
訳
の
不
可
能
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
翻
訳
へ
の
抵

抗
で
も
あ
る
よ
う
な
「
失
効
」
が
、
あ
ら
ゆ
る
翻
訳
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
な
ら
、

失
効
が
最
大
な
の
は
、
最
初
に
お
い
て
（
初
訳
に
お
い
て
）、
と
な
る
、
こ
の
活
動

の
時
間
性
（
文
化
的
、
言
語
的
で
あ
る
と
同
様
に
心
理
的
な
時
間
性
）
が
存
在
す

る
。
再
翻
訳
は
、
本
来
的
な
失
効
を
、
た
し
か
に
そ
れ
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き

な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
減
少
さ
せ
る
必
要
性
か
ら
生
じ
る
。
そ
の
と
き
、
作

品
の
翻
訳
は
再
翻
訳
の
空
間
に
入
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
失

効
の
問
題
に
直
面
す
る
新
訳
の
増
殖
（
レ
リ
ス
か
ら
ボ
ン
ヌ
フ
ォ
ア
、 

デ
プ
ラ
ツ
ま

で
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
翻
訳
が
そ
う
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
、
明
る
み
に
出
る
。

と
き
に
こ
の
増
殖
の
中
か
ら
、
暫
定
的
に
再
翻
訳
の
連
続
的
出
現
を
止
め
る
（
あ

る
い
は
そ
の
必
要
性
を
減
少
さ
せ
る
偉
大
な
翻
訳
が
生
ま
れ
る
。
偉
大
な
翻
訳
の
中

に
も
失
効
は
存
在
す
る
が
、
十
六
世
紀
の
翻
訳
家
た
ち
に
な
ら
っ
てcopia

、
豊
穣

さ
、
と
呼
び
う
る
現
象
に
よ
り
、
均
衡
が
と
ら
れ
る
。
完
成
さ
れ
た
再
翻
訳
に
は
、

外
的
あ
る
い
は
内
的
な
言
語
の
豊
か
さ
、
原
作
の
言
語
に
対
す
る
関
係
の
豊
か
さ
、

テ
ク
ス
ト
的
豊
か
さ
、
意
味
的
豊
か
さ
等
々
、
あ
る
特
定
の
豊
穣
さ
が
君
臨
す
る
。

こ
の
事
実
に
よ
り
、
偉
大
な
翻
訳
は
我
々
に
、
伝
統
的
に
は
消
失
し
た
も
の
に
つ

い
て
の
言
説
と
は
異
な
る
言
説
で
あ
る
豊
穣
さ
の
言
説
を
強
い
る
。
こ
の
豊
穣
さ

は
、
主
と
し
て
再
翻
訳
を
構
成
す
る
反
復
か
ら
現
れ
る
。
最
初
の
翻
訳
が
「
貧
し

く
」、
欠
損
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
偉
大
な
再
翻
訳
は
、
過
剰
な
豊
富
さ
の

徴
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
も
と
に
存
在
す
る
。

　

ベ
ル
マ
ン
は
他
の
人
間
活
動
に
見
ら
れ
ず
、
翻
訳
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ

る
固
有
の
現
象
と
し
て
、「
好カ

イ
ロ
ス機

」
と
「
失
効
」
を
指
摘
し
、
段
落
（
二
十

五
）
で
は
失
効
の
問
題
を
、
段
落
（
二
十
六
）
で
は
「
好カ

イ
ロ
ス機

」
を
説
明
す
る
。

そ
の
後
す
ぐ
再
翻
訳
の
話
題
に
移
り
、
翻
訳
と
再
翻
訳
の
空
間
と
い
う
、
題

名
に
含
ま
れ
て
い
た
言
葉
の
説
明
が
始
ま
る
。
そ
し
て
再
翻
訳
と
の
関
係
で
、

（
16
）

（
17
）

新
訳
（nouvelle traduction

）
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
ベ
ル
マ
ン
は
「
再
翻
訳
」
と
「
新
訳
」
と
を
使
い
分
け
て
い
る
。

ベ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
、
新
訳
は
増
殖
性
と
い
う
特
徴
を
持
つ
無
数
の
再
翻
訳

の
一
部
で
あ
る
。
他
方
、
成
功
し
た
再
翻
訳
で
あ
る
「
偉
大
な
翻
訳
」
が
存

在
し
、
そ
の
差
を
説
明
す
る
の
に
、
ベ
ル
マ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ネ
サ
ン
ス

期
の
翻
訳
家
た
ち
が
用
い
て
い
た
、copia

（
豊
穣
さ
）
概
念
に
訴
え
る
。
良

い
翻
訳
は
、
原
作
と
同
じ
く
ら
い
の
豊
穣
さ
を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
外

的
あ
る
い
は
内
的
」
に
、「
原
作
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
」「
テ
ク
ス
ト
的
」

「
意
味
的
」
の
う
ち
の
特
定
の
豊
穣
さ
に
よ
っ
て
、
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
翻
訳

で
は
常
に
、
原
作
の
何
か
が
失
わ
れ
た
と
感
じ
ら
れ
る
が
、
優
れ
た
翻
訳
は

そ
れ
を
感
じ
さ
せ
ず
、
豊
穣
な
原
作
に
変
わ
り
う
る
存
在
と
な
る
。
そ
し
て

こ
の
豊
穣
さ
を
獲
得
す
る
目
的
を
持
っ
た
行
為
が
、
再
翻
訳
に
お
け
る
完
成

を
目
ざ
し
て
の
反
復
で
あ
る
。

　

次
の
段
落
（
二
十
六
）
で
は
「
好カ

イ
ロ
ス機

」
の
概
念
が
解
説
さ
れ
る
。

段
落
（
二
十
六
） 

し
か
し
こ
の
豊
穣
な
翻
訳
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、

別
の
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
好カ

イ
ロ
ス機

」
で
あ
る
。
偉
大
な
翻
訳
は
「
絶
好
の

機
会
」
に
し
か
現
れ
な
い
。
好
機
と
は
、
唐
突
に
、
そ
し
て
ま
た
予
測
不
能
に
（
し

か
し
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
）、
失
効
を
生
み
出
す
抵
抗
と
、
作
品
を
「
た
く

み
に
」
翻
訳
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
「
宙
づ
り
」
に
す
る
時
」
の
こ
と
で
あ
る
。

「
好
機
」
は
、
作
品
の
翻
訳
を
容
易
に
す
る
、
あ
る
い
は
可
能
に
す
る
社
会
・
文
化

的
パ
ラ
メ
ー
タ
に
限
定
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社
会
・
文
化
的
パ
ラ
メ
ー
タ

は
、
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
の
区
別
を
再
び
持
ち
出
す
な
ら
ば
、
作
品
の
「
導
入
」（
移
し

か
え
）
を
可
能
に
す
る
が
、
根
本
的
意
味
で
は
「
翻
訳
」
で
は
な
い
の
だ
。

　
「
絶
好
の
時
（au m

om
ent favorable

）」
と
言
い
換
え
ら
れ
も
す
る
好カ

イ
ロ
ス機

は
、
し
ば
し
ば
、
作
品
が
翻
訳
さ
れ
る
社
会
文
化
的
な
要
求
の
高
ま
り
と
混
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同
さ
れ
や
す
い
。
経
験
的
事
実
と
し
て
、
外
国
人
作
家
が
著
名
な
賞
な
ど
を

獲
得
し
た
場
合
、
そ
の
作
家
の
翻
訳
へ
の
一
般
的
要
求
が
生
ま
れ
、
大
量
の

翻
訳
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
作
品
の
「
導
入
」
し
か
可

能
に
せ
ず
、
本
当
の
意
味
で
の
「
翻
訳
」
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
い
、
と

す
る
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
の
区
別
を
持
ち
出
し
な
が
ら
、
ベ
ル
マ
ン
は
注
記
す
る
。

出
版
的
な
機
会
は
、
翻
訳
の
好カ

イ
ロ
ス機

と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ

と
は
次
の
段
落
（
二
十
七
）
で
の
さ
ら
な
る
説
明
の
対
象
と
な
る
。

段
落
（
二
十
七
） 

時
間
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
カ
イ
ロ
ス
は
、
歴
史
そ

れ
自
体
に
つ
な
が
る
。
あ
る
時
、
あ
る
作
品
を
翻
訳
す
る
こ
と
が
「
よ
う
や
く
」
可

能
と
な
る
。
数
多
く
の
学
識
者
に
よ
る
、
あ
る
い
は
学
校
で
の
紹
介
や
、
無
数
の

翻
案
の
後
、
私
た
ち
の
言
語
空
間
の
中
に
、
作
品
の
意
味
を
書
き
込
む
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
そ
れ
は
単
な
る
翻
訳
へ
の
欲
望
と
は
異
な
る
、「
翻
訳
へ
の
欲
動
」
に

突
き
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
偉
大
な
翻
訳
家
と
と
も
に
現
れ
る
。

す
べ
て
の
翻
訳
者
は
、
翻
訳
を
（
原
則
と
し
て
）
欲
望
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

欲
は
、
自
ら
の
う
ち
に
そ
の
裏
、
つ
ま
り
翻
訳
し
な
い
こ
と
へ
の
欲
、
あ
る
い
は

よ
り
正
確
に
は
、
翻
訳
す
る
行
為
を
前
に
し
て
の
尻
込
み
と
、
表
裏
一
体
で
あ
る
。

し
か
し
偉
大
な
翻
訳
家
の
中
に
は
翻
訳
へ
の
欲
動
が
住
み
つ
き
、
こ
の
尻
込
み
は
最

小
化
さ
れ
る
。
ル
タ
ー
、
ア
ミ
ヨ
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
、 

ア
ル
マ
ン
・
ロ
バ
ン
ら
は
、

翻
訳
の
欲
動
に
突
き
動
か
さ
れ
た
人
物
の
輝
か
し
い
例
で
あ
る
。

　

翻
訳
の
好カ

イ
ロ
ス機

と
は
、
純
粋
に
時
間
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
作
品
の
他
言

語
へ
の
移
動
を
可
能
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
社
会
文
化
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
カ
イ
ロ
ス
は
、
文
化
の
歴
史
と
強
く
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ

以
外
の
時
期
に
お
い
て
も
翻
訳
は
可
能
で
あ
る
が
、
導
入
的
な
、
断
片
的
、

学
問
的
、
学
校
的
な
翻
訳
、
翻
案
を
生
み
出
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
こ
こ
で
、「
偉
大
な
翻
訳
家
」
と
い
う
新
た
な
概
念
が
導
入
さ
れ

る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
、「
翻
訳
へ
の
欲
動
（pulsion traduisante

）」
と
い

う
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
の
概
念T

rieb

専
用
の
訳
語
が
用
い
ら
れ
、
単

な
る
欲
望
と
区
別
さ
れ
る
。
偉
大
な
翻
訳
家
は
翻
訳
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

存
在
で
あ
る
。
凡
庸
な
翻
訳
者
が
翻
訳
し
て
も
し
な
く
て
も
良
い
と
い
う
躊

躇
を
持
つ
の
に
対
し
、
偉
大
な
翻
訳
家
は
、
こ
の
欲
動
に
よ
り
翻
訳
へ
と
突

き
動
か
さ
れ
る
。
こ
の
偉
大
な
翻
訳
家
の
例
と
し
て
、
ル
タ
ー
、
ア
ミ
ヨ
、

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
名
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
、
翻
訳
家
で
あ
っ
た
ア

ル
マ
ン
・
ロ
バ
ン
（
一
九
一
二
―
一
九
六
一
）
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

最
終
段
落
で
は
、
さ
ら
に
偉
大
な
翻
訳
家
と
好カ

イ
ロ
ス機

と
の
関
係
が
具
体
的
に

語
ら
れ
る
。段

落
（
二
十
八
） 

他
方
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、
あ
る
作
品
の
時
が
到

来
し
た
、
あ
る
い
は
再
到
来
し
た
時
に
し
か
現
れ
な
い
。
作
品
の
翻
訳
の
好
機
は
、

あ
る
文
化
に
と
り
、
あ
る
作
品
が
そ
の
存
在
及
び
そ
の
歴
史
に
と
っ
て
死
活
問
題
と

な
っ
た
時
に
（
再
）
到
来
す
る
。
当
然
そ
れ
は
、
ま
た
し
て
も
再
翻
訳
と
し
て
し

か
現
れ
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
作
品
の
側
か
ら
も
再
翻
訳
の
必
然
性
が
現

れ
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
の
中
で
長
い
間
、
作
品
の
存
在
が
熟
成
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
こ
の
カ
イ
ロ
ス
が
、
表
面
的
な
文
学
的
、
社

会
文
化
的
限
定
と
無
関
係
か
は
、
二
十
世
紀
の
我
々
の
偉
大
な
翻
訳
の
例
の
一
つ
、

ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
訳
の
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
表

面
上
、
ウ
エ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
再
翻
訳
が
、
六
十
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
文
化
に
必
要
な
ゆ

え
に
な
さ
れ
た
と
は
言
い
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
深
い
と
こ
ろ
で
は
別
の

意
味
で
、
同
じ
こ
と
は
真
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
翻
訳
が
現
れ
た
の
は
、
我
々
の

文
化
が
新
た
に
、
神
話
や
叙
事
詩
と
の
関
係
を
模
索
し
て
い
た
時
期
だ
っ
た
の
だ
。

ま
さ
し
く
神
話
（
ム
ト
ス
）、
お
よ
び
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
）
と
の
関
係
が
発
見
さ
れ
た

時
期
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
叙
事
詩
を
語
る
こ
と
を
鳴
り
響
か
せ
る
よ
う
な
、
あ
る

い
は
そ
れ
を
鳴
り
響
か
せ
る
こ
と
を
欲
す
る
よ
う
な
、『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
の
逐
字

的
翻
訳
が
現
れ
た
の
だ
。
そ
の
十
年
前
に
は
、
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
ド
イ
ツ
語

で
、
ほ
ぼ
同
時
に
ブ
ロ
ッ
ホ
の
『
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
死
』
が
現
れ
た
。
そ
れ
だ

（
18
）
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け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
学
文
化
の
歴
史
自
体
に
お
い
て
、『
ア
エ
ネ
ー
イ

ス
』
は
根
本
的
な
役
割
を
演
じ
て
き
た
。
そ
れ
は
十
六
世
紀
に
お
い
て
最
も
翻
訳

さ
れ
、
最
も
模
倣
さ
れ
た
古
代
作
品
で
あ
る
。
我
々
の
文
化
が
そ
の
複
数
の
起
源
、

バ
ロ
ッ
ク
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
中
世
と
つ
な
が
り
を
再
び
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
と

き
に
、
あ
る
種
の
無
意
識
的
な
確
信
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
複
数
の
起
源
の
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
に
比
類
す
る
も
の
の
な
い
魅
力
を
放
っ
た
本
と
の
関
係
を
結
ぶ
翻

訳
が
現
れ
た
の
だ
。
さ
ら
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
、

長
い
自
民
族
中
心
的
な
伝
統
と
、
重
ね
書
き
的
伝
統
が
終
わ
る
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。

ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
の
仕
事
は
、
た
し
か
に
挑
発
的
で
は
あ
る
が
、
新
た
な
フ
ラ
ン
ス

の
翻
訳
の
姿
を
模
索
し
て
い
た
。
こ
の
再
翻
訳
の
中
に
、
歴
史
的
な
カ
イ
ロ
ス
が

至
る
所
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
再
翻
訳
の
本
質
自
体
が
、
輝

か
し
く
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
導
入
に
よ
っ
て
見
え
な
く
な
っ

た
原
作
と
の
関
係
を
結
び
直
し
、
意
義
を
復
興
し
、
ま
た
そ
の
意
義
を
復
興
す
る

努
力
の
中
で
、
翻
訳
す
る
言
語
を
結
集
さ
せ
、
開
花
さ
せ
、
そ
し
て
少
な
く
と
も

部
分
的
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
を
永
遠
に
脅
か
す
翻
訳
の
失
効
を
退
け
る
の
だ
。

　

ベ
ル
マ
ン
に
よ
る
と
、
偉
大
な
翻
訳
家
の
出
現
に
は
、
あ
る
作
品
の
翻
訳

の
好
機
が
到
来
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
翻
訳
の
好
機
は
、
あ
る
文
化
の
存

在
ま
た
は
歴
史
に
と
っ
て
、
あ
る
作
品
が
そ
の
存
続
に
必
要
な
状
態
と
な
っ

た
時
に
現
れ
る
。
ま
た
そ
の
時
が
現
れ
る
前
に
は
、
作
品
の
存
在
が
長
い
間
、

熟
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

好カ
イ
ロ
ス機

の
具
体
例
と
し
て
、
ベ
ル
マ
ン
は
一
九
六
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
ピ

エ
ー
ル
・
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
の
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』（
ウ
エ
ル
ギ
リ
ウ
ス
作
、

紀
元
前
十
九
年
刊
）
の
仏
訳
を
持
ち
出
す
。
こ
の
翻
訳
は
刊
行
当
時
、
ラ
テ

ン
語
に
極
度
に
忠
実
な
逐
字
訳
が
反
発
を
招
き
、
フ
ー
コ
ー
が
擁
護
の
論
陣

を
張
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
一
見
、
キ
リ
ス
ト
教
誕
生
以
前
に
、
ロ
ー

マ
の
建
国
の
歴
史
を
語
っ
た
叙
事
詩
と
、
六
八
年
五
月
直
前
の
フ
ラ
ン
ス
文

化
と
は
何
の
関
係
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
第
二
次
大
戦
後
の
フ

ラ
ン
ス
で
は
、
流
入
す
る
英
米
文
化
に
よ
り
、
伝
統
文
化
や
カ
ト
リ
ッ
ク
的

価
値
観
が
崩
壊
す
る
中
で
、
ラ
テ
ン
文
化
の
ル
ー
ツ
へ
の
回
帰
願
望
が
熟
成

さ
れ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
誕
生
以
前
に
ロ
ー
マ
建
国
の
神
話
を
描
い
た
大

叙
事
詩
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
と
の
関
係
の
結
び
直
し
を
欲
す
る
、
意
識
の
高

ま
り
が
出
現
し
て
い
た
の
だ
。
ベ
ル
マ
ン
は
翻
訳
へ
の
要
求
の
高
ま
り
を
証

す
る
も
の
と
し
て
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ブ
ロ
ッ
ホ
の
『
ウ
エ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
死
』

の
出
版
を
上
げ
て
い
る
。

　

起
源
神
話
と
の
関
係
の
結
び
直
し
と
同
時
に
、
翻
訳
の
言
葉
と
の
関
係
の

結
び
直
し
も
、
こ
の
作
品
の
翻
訳
は
実
現
し
た
。
ラ
テ
ン
語
の
語
法
を
フ
ラ

ン
ス
語
で
再
現
す
る
あ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
し
て
は
読
み
に
く
い
翻
訳
、

と
い
う
の
が
、
当
時
の
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
訳
の
大
方
の
反
応
で
あ
っ
た
が
、

原
作
の
保
持
と
い
う
点
に
お
い
て
画
期
的
な
作
業
で
あ
り
、
こ
の
翻
訳
以
来
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
従
来
の
「
自
民
族
中
心
的
翻
訳
」
が
「
重
ね
書
き
的
翻

訳
」
に
変
化
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
話
と

言
語
と
の
新
し
い
関
係
の
希
求
に
答
え
る
形
で
、こ
の
再
翻
訳
は
出
現
し
た
。

ま
た
そ
れ
が
再
翻
訳
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
の
文

明
史
的
な
諸
起
源
、
中
世
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
、
バ
ロ
ッ
ク
期
、
古
典
期
、
啓

蒙
主
義
時
代
に
行
わ
れ
た
既
訳
と
の
関
係
の
結
び
な
お
し
も
、
同
時
に
果
た

し
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　

ベ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
、
再
翻
訳
は
、
翻
訳
と
い
う
永
遠
に
未
完
成
の
活
動

を
、
一
時
的
に
完
成
へ
と
至
ら
せ
る
唯
一
の
道
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
複

（
19
）
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製
を
作
る
こ
と
か
ら
な
る
翻
訳
に
お
い
て
、
初
期
の
試
み
が
成
功
で
あ
る
例

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
成
功
に
至
る
の
は
常
に
、
そ
れ
以
降
に
な
さ
れ
る
反
復

の
結
果
、
つ
ま
り
再
翻
訳
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
歴
史
上
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
現
れ
る
成
功
し
た
翻
訳
は
、
原
作
と

同
程
度
の
豊
穣
さ
を
備
え
、「
偉
大
な
翻
訳
」
と
呼
ば
れ
る
。「
偉
大
な
翻
訳
」

は
「
翻
訳
へ
の
欲
動
」
に
突
き
動
か
さ
れ
た
「
偉
大
な
翻
訳
家
」
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
る
が
、
そ
の
作
品
を
受
容
す
る
文
化
に
お
い
て
、
作
品
の
存
在
が

熟
し
、「
好カ

イ
ロ
ス機

」
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

偉
大
な
翻
訳
は
す
べ
て
再
翻
訳
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
し
か
に
初
訳

が
偉
大
な
翻
訳
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
も
、
一
見
初
訳

に
見
え
る
出
版
の
前
に
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
訳
や
重
訳
に
よ
る
導
入
を
経
て
お

り
、
再
翻
訳
が
初
訳
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

　

永
遠
に
若
い
ま
ま
で
あ
る
原
作
と
は
異
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
翻
訳
は
「
失
効
」

を
刻
印
さ
れ
、
い
つ
か
原
作
の
意
味
の
開
示
と
い
う
役
割
を
果
た
さ
な
く
な

り
、
古
び
る
。
翻
訳
の
失
効
後
に
は
、
無
数
の
再
翻
訳
が
出
現
す
る
が
、
そ

の
中
で
と
き
と
し
て
比
類
な
き
豊
穣
さ
を
持
ち
、
広
大
な
読
者
に
よ
っ
て
受

け
入
れ
ら
れ
る
「
偉
大
な
翻
訳
」
が
出
現
し
、
再
翻
訳
の
洪
水
を
停
止
さ
せ
、

失
効
性
を
一
時
的
に
宙
づ
り
に
し
な
が
ら
、
原
作
と
受
容
文
化
、
ま
た
原
作

と
翻
訳
者
の
言
語
と
の
特
別
な
関
係
を
作
り
な
お
す
の
で
あ
る
。

注（
１
） 

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ベ
ル
マ
ン
『
翻
訳
の
時
代
：
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
翻
訳
者
の
使
命
」
註

解
』、
六
五
頁
。

（
２
） 「
再
翻
訳
」へ
の
関
心
は
キ
ャ
リ
ア
の
最
初
期
か
ら
芽
生
え
て
い
た
。
一
九
八
四
年
―

一
九
八
五
年
の
セ
ミ
ナ
ー
の
記
録
に
す
で
に
以
下
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。「
翻
訳
の

歴
史
の
章
の
一
つ
は
間
違
い
な
く
再
・
翻
訳
の
章
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
偉
大
な

翻
訳
は
す
べ
て
み
な
再
翻
訳
で
あ
る
と
い
う
の
が
法
則
だ
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
包
括

的
に
定
式
化
す
る
と
、
翻
訳
は
再
翻
訳
の
な
か
で
自
己
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。」

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ベ
ル
マ
ン
『
翻
訳
の
時
代
：
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
翻
訳
者
の
使
命
」
註

解
』、
六
六
頁
。

（
３
） 

時
に
は
「
改
訳
」
と
い
う
語
も
「
新
訳
」
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
４
） 

仏
英
語
で
も「
新
訳
」に
相
当
す
るnouvelle traduction, new

 translation

と
い
う
言

葉
は
あ
る
が
、「
重
訳
」
は
仏
語
に
し
に
く
く
（
英
語
で
は
通
訳
用
語
と
し
て
、relay

と
い
う
言
葉
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
ベ
イ
カ
ー
＆
サ
ル
ダ
ー
ニ
ャ
編
『
翻
訳
研
究
の

キ
ー
ワ
ー
ド
』
参
照
）、
お
そ
ら
くretraduction / retranslation

「
再
翻
訳
」
が
使
わ

れ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
５
） 

こ
の
場
合
、
接
頭
辞
のre- 

は
「
後
ろ
に
」「
戻
っ
て
」
と
い
う
語
源
に
近
い
意
味
と

な
る
。

（
６
） 

興
味
深
い
こ
と
に
、
多
和
田
葉
子
は
「
翻
訳
」
と
い
う
活
動
は
「
な
お
す
」
と
い
う

和
語
で
表
し
う
る
（
例
「
英
語
を
日
本
語
に
な
お
す
」）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（『
翻
訳
家
た
ち
の
挑
戦
』（
澤
田
、
坂
井
編 

（
二
○
一
九
））。

（
７
） 「
翻
訳
の
空
間
と
し
て
の
再
翻
訳
」
の
訳
文
は
、
小
松
彩
佳
、『『
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・

ベ
ル
マ
ン
に
よ
る
「
再
翻
訳
」
の
概
念
』（
二
○
一
九
年
三
月
提
出
名
古
屋
外
国
語

大
学
大
学
院
修
士
論
文
、
指
導
教
官 

伊
藤
達
也
）に
含
ま
れ
る
翻
訳
を
参
照
し
て
い

る
が
、
適
宜
変
更
し
た
。

（
８
） 「
偉
大
な
翻
訳
」
は
、
ベ
イ
カ
ー
＆
サ
ル
ダ
ー
ニ
ャ
編
『
翻
訳
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド
』

（
一
八
九
頁
）
で
は
「
す
ば
ら
し
い
翻
訳
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。「
大
翻
訳
」「
名
訳
」

な
ど
の
言
葉
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
後
に
見
る
よ
う

に
、「
名
訳
」
よ
り
も
重
要
な
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
偉
大

な
翻
訳
」
と
い
う
語
を
用
い
る
、
初
訳
の
拙
劣
さ
を
御
寛
恕
さ
れ
た
い
。
ま
た
「
翻

訳
」
は
こ
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
翻
訳
を
行
う
行
為
、
お
よ
び
そ
の
結
果
生
ま
れ
た

作
品
の
両
方
を
指
す
。

（
９
） 

ベ
ル
マ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
リ
ス
ト
は
網
羅
的
で
は
な
い
。
こ
の
論
文
に
限
定

す
る
と
し
て
も
、
ク
ロ
ソ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』（
ウ
エ
ル
ギ
リ
ウ

ス
作
）
の
仏
訳
は
段
落
（
二
十
八
）
に
お
い
て
「
偉
大
な
翻
訳
」
の
最
重
要
例
と
し

て
引
か
れ
て
い
る
た
め
、
本
来
な
ら
ば
こ
の
リ
ス
ト
に
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

（
１0
） 「
偉
大
な
翻
訳
」
と
し
て
、
ベ
ル
マ
ン
『
翻
訳
の
倫
理
学
』
で
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

に
よ
る
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』（
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
作
）
も
あ
げ
る
が
、
こ
の
リ
ス
ト
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で
は
省
か
れ
て
い
る
。

（
１１
） 

ベ
ル
マ
ン
『
翻
訳
の
倫
理
学
』、
一
三
○
頁
。

（
１2
） A

ntoine B
erm

an (2012), Jacques A
m

yot, traducteur français, B
elin.

（
１3
） 「
翻
訳
の
分
析
論
と
歪
曲
の
体
系
論
」『
翻
訳
の
倫
理
学
』
五
五
頁
。
間
接
的
に
は
残

り
の
七
項
目
（「
合
理
化
」、「
明
確
化
」、「
引
き
伸
ば
し
」、「
高
雅
化
」、「
質
的
貧

困
化
」、「
量
的
貧
困
化
」、「
均
質
化
」）
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
貧
弱
化
の
傾
向
を
指

摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
１4
） 「
西
東
詩
集
の
よ
り
良
き
理
解
の
た
め
に
」
付
さ
れ
た
「
註
解
と
論
考
」
は
平
井
俊

夫
訳
『
ゲ
ー
テ
西
東
詩
集-

翻
訳
と
注
釈
』
郁
文
堂
、
一
九
八
九
年
、
で
は
「
翻
訳
」

と
し
て
三
四
九
―

三
五
一
頁
に
、
小
牧
健
夫
訳
『
西
東
詩
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六

二
年
、
で
も
「
翻
訳
」
と
し
て
四
三
八
―

四
四
二
頁
に
、
三
ッ
木
道
夫
編
訳
『
思
想

と
し
て
の
翻
訳
』
白
水
社
、
二
◯
◯
八
年
、
で
は
一
八
―

二
三
頁
に
「
翻
訳
さ
ま
ざ

ま
」
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

（
１5
） 

引
用
部
分
は
三
ッ
木
道
夫
訳
「
翻
訳
さ
ま
ざ
ま
」
に
よ
っ
た
。
な
お
ベ
ル
マ
ン
自
身

が
仏
訳
（
ド
イ
ツ
語
対
訳
）
を
刊
行
し
た
シ
ュ
ラ
イ
ヤ
ー
マ
ハ
ー
の
『
翻
訳
の
様
々

な
や
り
方
に
つ
い
て
』
に
も
類
似
す
る
二
分
法
が
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
例
と
は
順
序
が

逆
だ
が
、「
作
家
を
そ
っ
と
し
て
お
い
て
、
読
者
を
作
家
の
方
へ
動
か
し
て
い
く
翻

訳
」「
読
者
を
そ
っ
と
し
て
お
い
て
、
作
家
を
読
者
へ
向
け
て
動
か
す
翻
訳
」。
忠
実

を
重
ん
じ
る
ド
イ
ツ
的
翻
訳
に
お
い
て
は
、
前
者
の
翻
訳
方
法
が
重
要
で
あ
っ
た
。

（
１6
） Jean-M

ichel D
éprats (1949–) 

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
研
究
者
・
翻
訳
家
。
プ
レ
イ
ア
ー

ド
版
仏
訳
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
全
集
を
監
修
し
た
。

（
１7
） 

原
文
フ
ラ
ン
ス
語
に
閉
じ
る
「
）」
が
欠
け
て
い
る
。
誤
植
と
み
ら
れ
る
が
こ
こ
は

マ
マ
と
し
て
訳
出
し
た
。

（
１8
） 

ア
ル
マ
ン
・
ロ
バ
ン
は
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
出
身
で
、
家
庭
で
は
ブ
ル
ト
ン
語
で
育
て

ら
れ
、
学
校
で
初
め
て
フ
ラ
ン
ス
語
に
出
会
い
、
そ
の
後
、
ロ
シ
ア
語
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
語
か
ら
は
じ
め
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ス

ペ
イ
ン
語
、
中
国
語
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、
日
本
語
な
ど
二
十
六

カ
国
語
に
通
じ
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ゲ
ー
テ
、
ア
ヒ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ア
ル
ニ
ム
、

ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ン
、
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
、
ロ
ペ
・
デ
・
ヴ
ェ
ガ
、
ホ

セ
・
ベ
ル
ガ
ミ
ン
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ブ
ロ
ー
ク
、
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
マ
ヤ
コ
フ

ス
キ
ー
、
ボ
リ
ス
・
パ
ス
テ
ル
ナ
ー
ク
、
セ
ル
ゲ
イ
・
エ
セ
ー
ニ
ン
、
ア
デ
ィ
・
エ

ン
ド
レ
、
ジ
ョ
ゼ
ッ
ペ
・
ウ
ン
ガ
レ
ッ
テ
ィ
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ペ
ソ
ア
、
コ
ン
ス

タ
ン
デ
ィ
ノ
ス
・
カ
ヴ
ァ
フ
ィ
ス
、
ア
ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ヴ
ィ
チ
、
タ
ア
バ
ッ
タ
・

シ
ャ
ラ
ン
、
イ
ム
ル
ル
・
カ
イ
ス
、
ウ
マ
ム
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
な
ど
を
翻
訳
し
た
。

（
１9
） H

erm
ann B

roch, L
a M

ort de Virgile, G
allim

ard. 

小
説
『
ウ
エ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
死
』

は
ド
イ
ツ
語
か
らA

lbert K
ohn

に
よ
っ
て
仏
訳
さ
れ
一
九
五
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
。

原
作
ド
イ
ツ
語
版
は
英
語
版
と
同
時
に
一
九
四
五
年
刊
。
ジ
ョ
イ
ス
の
意
識
の
流
れ

の
手
法
を
用
い
、
ウ
エ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
推
敲
中
の
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
を
破
棄
す
る

こ
と
を
依
頼
し
た
死
の
直
前
の
十
八
時
間
の
心
理
を
描
い
て
い
る
。
邦
訳
は
、
ヘ
ル

マ
ン
・
ブ
ロ
ッ
ホ
『
ウ
エ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
死
』
川
村
次
郎
訳
、
世
界
の
文
学
十
三
、

集
英
社
、
一
九
七
七
年
。
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B
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n
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9
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0
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a trad
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ace d

e la trad
u

ctio
n

”, 

Palim
psestes, 4, pp. 1–7, Presses Sorbonne N

ouvelle.

三
ッ
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思
想
と
し
て
の
翻
訳
―
ゲ
ー
テ
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ら
ベ
ン
ヤ
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ブ
ロ
ッ
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白
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○
○
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ッ
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翻
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史
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翻
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晃
洋
書
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、
二
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一

一
年
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S
chleierm

acher, F
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raduit par A
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erm
an: 1999) D

es différentes 

m
éthodes du traduire, et autres textes, Seuil.
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