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「
翻
訳
者
の
使
命
」
に
つ
い
て

林
　
　
　
完
　
枝

Ⅰ

翻
訳
と
は
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
ひ
と
つ
の
言
語
か

ら
別
の
言
語
へ
の
置
換
で
あ
り
、「
意
訳
」
と
「
直
訳
」
が
対
比
的
に
用
い

ら
れ
る
。
日
本
国
語
大
辞
典
に
よ
れ
ば
、
意
訳
と
い
う
語
は
和
製
漢
語
と

考
え
ら
れ
す
で
に
幕
末
の
蘭
学
関
係
の
書
に
見
ら
れ
る
が
当
時
は
「
義
訳
」

（『
解
体
新
書
』
凡
例
な
ど
）
が
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
意
訳
が
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
、
原
文
の
一
語
一
語
に
と
ら
わ
れ
ず
全
体
の
意
味
を
汲

み
取
っ
て
訳
す
こ
と
、
ま
た
訳
し
た
も
の
、
と
。
な
お
、
日
本
国
語
大
辞

典
に
よ
れ
ば
、『
解
体
新
書
』
に
い
う
「
翻
訳
」
は
日
本
語
に
対
応
す
る
語

が
あ
り
そ
れ
に
置
き
換
え
る
こ
と
、「
義
訳
」
は
日
本
語
に
対
応
す
る
語

が
な
く
新
た
に
造
語
し
て
置
き
換
え
る
こ
と
、「
直
訳
」
は
原
語
の
音
を

漢
字
や
仮
名
で
表
わ
す
こ
と
で
あ
る
、
と
。
こ
の
記
述
に
は
、
十
八
世
紀

後
半
を
生
き
た
蘭
学
者
た
ち
の
外
国
語
と
の
格
闘
ぶ
り
が
鮮
や
か
に
浮
彫

り
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
の
用
語
自
体
、
今
日
平
然
と
流
通
し
て
い

る
「
意
訳
」
や
「
直
訳
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
無
視
し
が
た
い
ず
れ
が

あ
る
。O

E
D

で
一
度
で
も
単
語
を
調
べ
た
ひ
と
な
ら
だ
れ
で
も
知
る
よ

う
に
、
言
葉
は
歴
史
や
文
化
を
背
負
っ
て
お
り
、
時
の
経
過
と
と
も
に
綴

り
や
意
味
内
容
・
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
変
化
が
生
じ
る
。
ま
し
て
、
別
の
言
語

へ
の
置
換
と
な
れ
ば
、
さ
ら
な
る
変
化
や
差
異
や
ず
れ
が
生
じ
る
の
は
当

然
で
あ
る
。
翻
訳
に
は
、
原
テ
ク
ス
ト
の
意
味
内
容
が
別
言
語
へ
の
置
換

に
お
い
て
も
著
し
く
損
な
わ
れ
な
い
か
た
ち
で
の
情
報
伝
達
が
期
待
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

翻
訳
者
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
言
語
に
堪
能
で
あ
る
こ
と
が
大
前
提
で
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あ
る
。（
と
は
い
え
ド
イ
ツ
語
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
『
解
体

新
書
』
の
漢
文
翻
訳
者
た
ち
に
は
、
な
に
よ
り
も
解
剖
の
知
識
が
大
前
提

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
貧
弱
な
語
学
力
を
も
っ
て
さ
え
専
門
的
知
識
と
執
念

と
時
間
を
総
動
員
す
れ
ば
偉
大
な
訳
業
も
実
現
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。）

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
ナ
ボ
コ
フ
が
英
語
か
ら
ロ
シ
ア
語
に
翻
訳
し
た

『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』、
ロ
シ
ア
語
か
ら
英
語
に
翻
訳
し
た
『
エ
ヴ
ゲ

ー
ニ
ー
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
』、
ベ
ケ
ッ
ト
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
英
語
へ

の
自
作
翻
訳
に
、
翻
訳
読
者
は
あ
る
種
の
信
用
性
を
与
え
ら
れ
る
。
両
作

家
と
も
、
母
国
を
離
れ
異
国
に
生
活
拠
点
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は

異
国
の
言
語
で
本
格
的
に
創
作
活
動
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
翻
訳
者
の
使
命
」（
一
九
二
一
）
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
一

八
九
二
―
一
九
四
〇
）
が
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
た
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
の
『
悪
の
華
』
所
収
「
パ
リ
風
景
」
出
版
（
一
九
二
三
）
の
際
に

付
さ
れ
た
序
文
で
あ
る
。1
序
文
で
あ
る
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
・
フ
ラ
ン
ス

文
学
に
無
知
な
読
者
の
た
め
に
も
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
理
解
が
少
し
で
も
す
す

む
よ
う
に
と
ド
イ
ツ
語
読
者
に
む
け
て
十
九
世
紀
パ
リ
や
詩
人
の
プ
ロ
フ

ィ
ー
ル
が
「
分
か
り
や
す
く
楽
し
く
」
解
説
さ
れ
て
い
る
は
ず
、
な
ど
と

期
待
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
、
こ
う
す
れ
ば
あ
な
た
も
翻
訳
上
手

に
な
り
ま
す
よ
、
と
い
っ
た
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
指
南
書
で
も
な
い
。
第
一
段

落
の
終
り
に
は
、「
詩
は
読
者
の
、
絵
は
鑑
賞
家
の
、
交
響
曲
は
聴
衆
の

た
め
に
書
か
れ
る
の
で
は
な
い
」（W

B
B

, 262

）
と
あ
り
、
第
二
段
落
の

終
り
に
、「
原
作
が
読
者
の
た
め
に
あ
る
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
翻
訳
は

こ
の
関
係
か
ら
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
」（ibid

, 

263

）
と
問
題
提
起
す
る
。
翻
訳
と
は
ひ
と
つ
の
言
語
か
ら
別
の
言
語
へ

の
置
換
、
意
味
内
容
の
（
で
き
れ
ば
正
確
な
）
伝
達
で
あ
る
と
い
っ
た
媒

介
的
実
用
性
は
、
度
外
視
さ
れ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
言
語
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

伝
達
の
即
時
性
、
言
語
間
の
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
社
会

活
動
的
道
具
性
（「
分
か
り
や
す
く
楽
し
く
」
受
容
者
に
教
え
て
あ
げ
る
こ

と
）
に
関
心
を
示
さ
な
い
。
共
感
な
り
意
思
疎
通
な
り
を
し
の
ば
せ
る
よ

う
な
こ
と
は
一
切
回
避
し
よ
う
と
す
る
こ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
姿
勢
は
、
彼

の
文
学
批
評
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
、
と
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
述
べ
て
い

る
。（ILL, 48

） 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
翻
訳
可
能
性
」、「
死
後
の
生
」、「
後
熟
」、「
純
粋

言
語
」
と
い
っ
た
聞
き
な
れ
ぬ
用
語
を
用
い
て
論
考
を
展
開
し
て
い
く

が
、
だ
れ
に
で
も
「
分
か
り
や
す
く
楽
し
い
」
展
開
で
は
な
い
。
と
は
い

え
、
相
対
的
に
分
か
り
や
す
い
箇
所
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
翻
訳
可
能
性

は
あ
る
種
の
作
品
に
本
質
的
に
内
在
す
る
、
―
と
い
う
こ
と
は
、
翻
訳

が
そ
れ
ら
の
作
品
そ
の
も
の
に
と
っ
て
本
質
的
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、

原
作
に
内
在
す
る
あ
る
特
定
の
意
味
が
そ
の
翻
訳
可
能
性
に
お
い
て
あ
ら

わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」（W

B
B

, 264

）、「
原
作
の
生
は
翻
訳
に
お
い

て
そ
の
不
断
に
更
新
さ
れ
る
最
終
的
な
、
も
っ
と
も
包
括
的
な
発
展
を
達

成
す
る
」（ibid

, 265

）、「
二
つ
の
死
滅
し
た
国
語
の
無
感
覚
な
等
質
化

を
計
る
の
で
は
な
く
、
原
語
の
あ
の
後
熟
を
沈
慮
し
つ
つ
訳
語
の
生
み
の

苦
し
み
に
苦
し
む
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
形
式
の
な
か
で
と
く
に
翻
訳

と
い
う
形
式
の
も
っ
と
も
固
有
の
特
性
で
あ
る
」（ibid

, 268

）
等
で
あ
る
。

「
純
粋
言
語
」
に
つ
い
て
は
、「
諸
国
語
の
な
か
の
個
々
の
国
語
に
よ
っ
て
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で
は
な
く
、
そ
れ
ら
個
々
の
国
語
の
た
が
い
に
補
完
的
な
志
向
の
総
体
に

よ
っ
て
の
み
達
成
さ
れ
う
る
も
の
」（ibid

, 268

）
と
あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー

ル
の
「
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
」
概
念
に
一
瞬
か
す
り
な
が
ら
も
、
ア
ダ
ム
の
言

語
、
バ
ベ
ル
以
前
の
言
語
に
も
一
瞬
か
す
る
こ
の
「
純
粋
言
語
」
は
、
い

か
に
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
哲
学
・
歴
史
哲
学
の
一
側
面
を
顕
し
て
い
る
。

以
下
、
少
し
長
い
引
用
と
な
る
が
、「
歴
史
の
メ
シ
ア
的
終
末
」（ibid

, 

269

）
を
見
据
え
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
な
ら
で
は
の
論
考
で
あ
る
。

純
粋
言
語
そ
の
も
の
で
あ
る
あ
の
窮
極
の
本
質
が
諸
国
語
に
お
い
て
は

言
葉
と
そ
の
変
容
に
む
す
び
つ
く
ほ
か
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
作
品
の

な
か
で
は
鈍
重
で
外
来
的
な
意
味
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
あ
の
窮
極
の
本

質
を
こ
の
意
味
か
ら
解
放
す
る
こ
と
、
象
徴
す
る
も
の
を
象
徴
さ
れ
る
も

の
そ
の
も
の
に
す
る
こ
と
、
言
語
運
動
の
な
か
に
純
粋
言
語
を
形
成
し
つ

つ
再
獲
得
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
翻
訳
の
強
烈
か
つ
唯
一
の
力
で
あ
る
。
も

は
や
な
に
を
言
い
な
に
を
表
現
す
る
の
で
も
な
く
て
、
無
表
情
な
創
造
的

な
語
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
国
語
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
そ
の
も
の
で
あ

る
こ
の
純
粋
言
語
に
お
い
て
、
竟
に
、
あ
ら
ゆ
る
伝
達
あ
ら
ゆ
る
意
味
あ

ら
ゆ
る
志
向
は
、
そ
こ
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
消
滅
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い

た
ひ
と
つ
の
層
に
達
す
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
こ
の
層
を
根
拠
と
し
て
翻

訳
の
自
由
は
ひ
と
つ
の
新
し
い
高
次
の
権
利
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
の
解
放
こ
そ
忠
実
の
使
命
で
あ
っ
た
あ
の
伝
達
さ

れ
る
意
味
に
よ
っ
て
自
由
が
存
続
す
る
の
で
は
な
い
。
翻
訳
の
自
由
は
、

む
し
ろ
、
純
粋
言
語
の
た
め
に
翻
訳
の
固
有
の
言
語
に
よ
っ
て
自
証
す
る

の
で
あ
る
。
外
国
語
の
な
か
に
鎖
さ
れ
て
い
る
あ
の
純
粋
言
語
を
翻
訳
固

有
の
言
語
の
な
か
に
救
済
す
る
こ
と
、
作
品
の
な
か
に
囚
え
ら
れ
て
い
る

こ
の
言
語
を
改
作
の
な
か
で
解
放
す
る
こ
と
が
翻
訳
者
の
使
命
で
あ
る
。

（ibid
, 276

）

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
翻
訳
者
の
使
命
」
は
ア
ー
レ
ン
ト
も
述
べ
る
よ
う
に

「
批
評
家
の
使
命
」
で
も
あ
り
、
ま
た
最
晩
年
の
論
考
断
章
「
歴
史
哲
学
テ

ー
ゼ
」（
一
九
三
九
―
四
〇
）
の
「
救
済
の
理
念
」
に
も
通
底
す
る
。2

Ⅱ

原
語
・
原
テ
ク
ス
ト
に
無
知
で
あ
り
な
が
ら
翻
訳
を
読
ん
だ
だ
け
で

（
ほ
ぼ
正
確
に
）
原
作
を
理
解
し
た
と
胸
を
は
っ
て
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

（
日
本
語
訳
あ
る
い
は
英
語
訳
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
読
む
私
は
、
彼
の
テ
ク

ス
ト
の
内
容
を
正
確
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
翻
訳
者
た
ち
の
苦
闘
に

思
い
を
馳
せ
つ
つ
複
数
の
翻
訳
書
、
複
数
の
研
究
書
に
あ
た
る
と
し
て

も
。）
世
間
で
も
て
は
や
さ
れ
る
程
度
の
語
学
力
（
母
国
語
話
者
と
同
じ
く

ら
い
ペ
ラ
ペ
ラ
喋
ら
れ
る
程
度
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
言
語
運
用
力
）
が

あ
れ
ば
、
原
作
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
翻
訳
や
要
約
で
分
か
っ
た
気

に
な
る
読
者
に
と
っ
て
、
原
作
の
理
解
と
は
そ
も
そ
も
ど
ん
な
意
味
が
あ

る
の
か
。
前
セ
ク
シ
ョ
ン
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
ベ
ン
ヤ
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ミ
ン
は
同
時
代
読
者
に
も
後
世
読
者
に
も
「
理
想
的
受
容
者
」
と
い
う
概

念
の
肉
化
に
期
待
を
か
け
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
「
翻
訳
者
の
使
命
」
後
半
に
は
、
マ
ラ
ル
メ
の

『
詩
の
危
機
』
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
私
が
読

ん
だ
日
本
語
訳
版
「
翻
訳
者
の
使
命
」
で
は
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
は
消
去
さ
れ
て
日
本
語
訳
文
に
代
置
さ
れ
論

文
全
体
の
日
本
語
訳
文
の
な
か
に
収
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
「
初
め
に
言

葉
あ
り
き
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
文
字
・
ギ
リ
シ
ア
語
は
日
本
語
訳
版

に
温
存
さ
れ
て
い
る
。）
フ
ラ
ン
ス
語
を
読
め
な
い
日
本
語
読
者
む
け
へ

の
配
慮
で
あ
ろ
う
か
。
英
語
版
「
翻
訳
者
の
使
命
」
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
原

文
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
同
頁
脚
注
に
英
語
訳
が
付
さ
れ
て

い
る
。（ILL, 77

） 

翻
訳
作
業
の
慣
習
の
違
い
か
、
個
々
の
翻
訳
者
の
配

慮
の
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ィ
ー
バ
ー
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
で
引
用
し
た
一
節
を
、
ま
ず
一
語
一
語
を
対
応
す
る

英
語
に
置
き
換
え
英
語
訳
を
示
し
、
そ
の
後
で
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
英

語
訳
を
示
す
。3
す
な
わ
ち
、「
直
訳
」
と
「
意
訳
」
の
対
比
が
示
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
原
文
の
意
味
内
容
は
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
よ
っ
て
（
つ
ま
り
解

釈
に
よ
っ
て
説
明
的
に
）
英
語
に
訳
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
マ
ラ
ル

メ
の
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
に
あ
る
語
順
や
分
詞
等
詩
人
特
有
の
意
味
の
伝

え
方
（
個
々
の
語
が
結
び
あ
い
関
連
す
る
意
味
生
成
過
程
）
は
失
わ
れ
る
。

（SW
, B

a
, 75-6

）　

と
は
い
え
、
諸
言
語
間
を
往
復
す
る
翻
訳
作
業
と
い

う
面
か
ら
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
英
語
の
血
縁
性
は
、
文
法
規
則
や
使

用
文
字
の
違
い
に
相
乗
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
と
日
本
語
と
の
距
離
、
英
語

と
ロ
シ
ア
語
と
の
距
離
に
比
べ
て
も
、
か
な
り
近
い
の
で
あ
る
が
、
ウ
ィ

ー
バ
ー
は
主
語
が
置
か
れ
る
べ
き
文
頭
に
目
的
語
が
い
き
な
り
や
っ
て
く

る
（
目
的
語
と
認
知
で
き
る
の
は
、
動
詞
の
屈
折
語
尾
が
後
か
ら
や
っ
て

き
て
初
め
て
で
あ
る
）
マ
ラ
ル
メ
の
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
を
引
用
す
る
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
や
り
方
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
媒
体
を
機
能
さ
せ
る
一
般

的
規
則
な
ど
も
の
と
も
し
な
い
言
語
の
懐
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ほ
か
に
も
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ

た
時
を
求
め
て
』
全
篇
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
、
一
九
二
六
年
夏
に
は
友
人
フ

ラ
ン
ツ
・
ヘ
ッ
セ
ル
と
の
共
訳
と
い
う
か
た
ち
で
出
版
社
と
話
し
合
い
、

翻
訳
作
業
を
進
め
た
。4（
ち
な
み
に
『
見
出
さ
れ
た
時
』
原
著
の
死
後
出

版
は
一
九
二
七
年
で
あ
る
。）
共
訳
者
二
人
は
『
囚
わ
れ
の
女
』
ド
イ
ツ
語

翻
訳
完
成
前
に
決
裂
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
翻
訳
し
た
『
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
』

は
未
出
版
の
ま
ま
訳
稿
も
失
わ
れ
た
。
彼
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
フ
ラ
ン
ス
語

を
翻
訳
す
る
困
難
さ
を
友
人
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
に
事
細
か
に
語

っ
て
い
る
。（W

B
C

L, 248-9

） 

翻
訳
者
と
し
て
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
決
し

て
原
作
の
意
味
内
容
伝
達
に
鈍
感
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
プ
ル
ー
ス
ト

の
フ
ラ
ン
ス
語
を
ど
う
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
す
る
の
か
、
心
を
砕
い
た
の
は

た
し
か
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
今
日
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
遺
し
た
論
文
の

な
か
で
も
も
っ
と
も
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
論
文
の
ひ
と
つ
、「
複
製

技
術
の
時
代
の
芸
術
作
品
」（
一
九
三
五
―
三
九
）
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
出
版

を
め
ぐ
る
原
作
者
、
編
集
責
任
者
、
出
版
元
の
見
解
の
相
違
で
あ
る
。

『
評
伝
』
に
よ
れ
ば
、「
複
製
技
術
の
時
代
の
芸
術
作
品
」
構
想
が
初
め

て
友
人
た
ち
へ
の
手
紙
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
の
は
一
九
三
五
年
十
月
で
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あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
九
月
・
十
月
精
力
的
に
執
筆
す
る
が
、
ド
イ
ツ
語

第
一
版
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
原
稿
に
た
い
し
て
、
十
二
月
、
論

文
全
体
の
改
稿
に
着
手
し
た
。
パ
リ
滞
在
中
の
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
と
の
会
話
を
う
け
脚
注
を
付
す
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
テ
オ
ド
ー
ル
・

ア
ド
ル
ノ
か
ら
の
政
治
哲
学
に
関
す
る
示
唆
を
受
け
入
れ
、
ド
イ
ツ
語
第

二
版
を
一
九
三
六
年
二
月
初
め
に
は
書
き
終
え
た
。
現
存
す
る
複
数
の
ド

イ
ツ
語
版
の
な
か
で
も
こ
の
第
二
版
は
も
っ
と
も
包
括
的
で
重
要
な
論
点

も
明
解
な
の
で
「
原
テ
ク
ス
ト
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
は
さ
ら
に
一
九
三
九
年
三
月
か
四
月
ま
で
改
稿
を
続
け
た
。（
第

二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
彼
の
服
毒
自
殺
が
な
け
れ
ば
さ
ら
な
る
改
稿
が

な
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。）
一
九
五
五
年
ド
イ
ツ
で
初
め
て
出
版

さ
れ
た
「
複
製
技
術
の
時
代
の
芸
術
作
品
」
の
基
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の

第
三
版
に
し
て
最
終
版
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
一
九
三
六
年
五
月
、

原
作
者
の
存
命
中
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
科
学
研
究
所
の
定
期
刊
行
物

に
掲
載
さ
れ
た
。（ibid

, 511-2

）

ド
イ
ツ
語
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
翻
訳
は
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ
ソ
フ
ス
キ

ー
と
の
共
同
作
業
で
あ
っ
た
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ク
ロ
ソ
フ
ス
キ
ー
の
仕

事
ぶ
り
に
は
特
に
不
満
を
も
ら
し
て
は
い
な
い
。
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版

は
ド
イ
ツ
語
版
原
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
伝
達
し
て
い
る
、
と

評
価
す
る
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
に
は
、
ド
イ
ツ
語
版
に
は
め
っ
た
に
見

ら
れ
な
い
教
条
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
評
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
版

翻
訳
は
一
九
三
六
年
二
月
末
に
は
終
了
し
た
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
研
究
所

在
パ
リ
事
務
所
の
責
任
者
ハ
ン
ス
・
ク
ラ
ウ
ス
・
ブ
リ
ル
が
原
作
者
に
断

り
な
く
「
複
製
技
術
の
時
代
の
芸
術
作
品
」
に
本
質
的
な
変
更
を
加
え
た

と
し
て
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
抗
議
の
手
紙
を
書
い
た
。
本
質
的
な
変
更

と
は
こ
の
論
文
か
ら
「
社
会
主
義
」
と
い
う
語
や
政
治
的
言
辞
を
削
除
し

た
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
研
究
所
が
現
在
置
か
れ
て
い
る

立
場
で
刊
行
物
を
出
版
可
能
と
す
る
た
め
に
は
政
治
的
議
論
に
巻
き
込
ま

れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
返
事
し
た
。
パ
リ
亡
命

時
代
（
一
九
三
三
―
四
〇
）、
生
活
に
ま
す
ま
す
困
窮
し
つ
つ
あ
っ
た
ド

イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
科
学
研

究
所
か
ら
の
多
方
面
に
わ
た
る
援
助
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、

複
数
の
偽
名
の
も
と
で
ド
イ
ツ
語
論
文
を
発
表
す
る
場
も
ま
た
狭
ま
り
つ

つ
あ
っ
た
の
で
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
、
研
究
所
の
方
針
に
し
た
が
う
旨

の
手
紙
を
書
い
た
。（ibid

, 520-1

）　

ベ
ル
リ
ン
時
代
に
ド
イ
ツ
語
で
書
い
た
「
翻
訳
者
の
使
命
」
の
第
一
段

落
終
り
に
は
、「
詩
は
読
者
の
、
絵
は
鑑
賞
家
の
、
交
響
曲
は
聴
衆
の
た

め
に
書
か
れ
る
の
で
は
な
い
」
と
書
い
て
い
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
パ
リ
亡

命
時
代
に
は
、
作
者
あ
る
い
は
翻
訳
者
に
と
っ
て
の
読
者
聴
衆
と
出
版
す

る
側
に
と
っ
て
の
読
者
聴
衆
＝
購
買
者
と
の
隔
た
り
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
あ
る
特
定
の
歴
史
的
背
景
に
お
い
て
は
、
原
作
で
あ
れ
翻
訳

で
あ
れ
そ
れ
が
竟
に
陽
の
目
を
見
る
に
は
、
作
家
や
翻
訳
者
以
外
の
ほ
か

の
だ
れ
か
が
複
数
黒
子
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

作
品
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
「
死
後
の
生
」
に
目
覚
め
「
後
熟
」
し
、
散

逸
を
免
れ
た
も
の
、
未
完
の
原
稿
・
断
章
、
パ
リ
国
立
図
書
館
に
収
蔵
さ

れ
て
い
た
文
書
群
、
友
人
た
ち
と
の
往
復
書
簡
、
そ
の
他
、
徐
々
に
回
収
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さ
れ
蒐
集
さ
れ
、
複
数
の
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
き
た
。
一
九
七
一
年
か

ら
八
九
年
に
か
け
て
彼
の
母
国
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作

集
は
、
編
集
者
た
ち
に
よ
る
注
釈
つ
き
で
八
〇
〇
〇
頁
近
い
。5
彼
が

改
稿
に
改
稿
を
重
ね
た
「
複
製
技
術
の
時
代
の
芸
術
作
品
」
と
同
様
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
仕
事
＝
作
品
は
終
わ
り
な
き
「
進
行
中
の
作
品
」
で
あ
る
。

（
十
五
年
以
上
を
費
や
し
て
竟
に
一
九
三
九
年
に
亡
命
の
地
パ
リ
で
出
版

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ジ
ョ
イ
ス
の
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』
は
、

直
前
ま
で
「
進
行
中
の
作
品
」
で
通
し
て
い
た
。）

Ⅲ

翻
訳
と
は
ひ
と
つ
の
言
語
か
ら
別
言
語
へ
の
置
換
で
あ
り
、
二
言
語
の

う
ち
ひ
と
つ
は
母
国
語
で
あ
る
。
い
や
、
そ
う
と
も
限
ら
な
い
。
ロ
ゼ
ッ

タ
石
を
例
に
と
れ
ば
、
石
碑
文
を
解
読
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
学
者
シ

ャ
ン
ポ
リ
オ
ン
は
、
石
碑
に
並
記
さ
れ
た
三
言
語
・
三
文
字
（
聖
刻
文
字
、

民
衆
文
字
、
ギ
リ
シ
ア
文
字
）
の
い
ず
れ
を
も
母
国
語
・
日
常
言
語
と
し

て
使
用
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
文
字
・
ギ
リ
シ
ア
語
と
古
代

エ
ジ
プ
ト
・
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
専
門
的
知
識
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
三
文
字

の
ひ
と
つ
、
三
言
語
の
ひ
と
つ
に
精
通
し
て
い
れ
ば
、
聖
刻
文
字
の
解
読

と
い
う
歴
史
的
偉
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
翻
訳
者
の
使
命
」
は
最
後
に
聖
書
に
言
及
し
て
締
め
括
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、「
テ
ク
ス
ト
が
直
接
に
、
意
味
の
媒
介
な
し
に
、
そ
の
逐
語
性

に
お
い
て
真
の
言
語
、
真
理
も
し
く
は
教
義
に
属
す
る
と
き
、
そ
の
テ
ク

ス
ト
は
あ
き
ら
か
に
翻
訳
可
能
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
テ
ク

ス
ト
の
た
め
に
と
い
う
よ
り
は
、
た
だ
た
ん
に
言
語
の
た
め
に
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
た
い
し
て
は
無
限
の
信
頼
が
翻
訳
の
義
務
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
聖
書
に
お
い
て
言
葉
と
啓
示
と
が
緊
張
な
く
合
一
し
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
翻
訳
に
お
い
て
は
、
逐
語
性
と
自
由
と
が
、
緊
張
な

く
、
行
間
翻
訳
の
か
た
ち
で
合
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
あ

ら
ゆ
る
偉
大
な
書
物
は
あ
る
程
度
、
最
高
度
に
は
聖
書
が
、
行
間
に
そ
の

潜
勢
的
翻
訳
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
書
の
行
間
翻
訳
は
あ
ら
ゆ

る
翻
訳
の
原
型
も
し
く
は
理
想
で
あ
る
」（W

B
B

, 278-9

）
と
。
聖
書
へ

の
言
及
の
直
前
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
に
よ
る
ソ
ポ
ク

レ
ー
ス
悲
劇
の
翻
訳
に
つ
い
て
、「
意
味
は
深
淵
か
ら
深
淵
へ
と
転
落
し
、

竟
に
は
言
語
の
底
な
し
の
深
み
の
な
か
に
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
」（ibid

, 

278

）
と
述
べ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
に
よ
る
翻
訳

を
翻
訳
と
い
う
形
式
の
原
型
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
拡
大
さ
れ
完
全
に

支
配
さ
れ
た
言
語
の
門
が
不
意
に
し
ま
っ
て
、
翻
訳
者
を
沈
黙
の
な
か
に

閉
じ
込
め
て
し
ま
う
危
険
」（ibid

, 278

）
を
看
取
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
狂
気
の
闇
に
閉
ざ
さ
れ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
後
半
生
を
意
識
し
て
の

言
述
で
あ
る
。
こ
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
に
よ
る
翻
訳
と
彼
の
狂
気
に
対
比

し
て
、
聖
書
の
行
間
翻
訳
が
翻
訳
の
原
型
も
し
く
は
理
想
と
し
て
提
示
さ

れ
る
。

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
に
よ
る
ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
翻
訳
や
ピ
ン
ダ
ロ
ス
翻
訳
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と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
へ
の
置
換
で
あ

る
。
で
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
言
う
「
聖
書
の
行
間
翻
訳
」
と
は
何
だ
ろ
う

か
。
い
か
な
る
言
語
か
ら
別
の
言
語
へ
翻
訳
さ
れ
た
聖
書
な
の
か
。
そ

れ
は
キ
リ
ス
ト
教
聖
書
の
み
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
か
。（『
タ
ル
ム
ー
ド
』

や
『
ク
ル
ア
ー
ン
』
に
ま
で
拡
張
す
る
べ
き
か
。）
行
間
聖
書
と
は
原
文
の

行
間
に
訳
文
を
入
れ
た
聖
書
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ

て
原
文
と
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
そ
れ
と
も
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
か
、
訳
文

と
は
、
ル
タ
ー
の
ド
イ
ツ
語
訳
か
そ
れ
と
も
二
十
世
紀
の
ド
イ
ツ
語
訳
か
、

む
ろ
ん
一
切
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
な
い
。
一
九
二
〇
年
代
初
め
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
へ
の
移
住
と
大
学
で
の
就
職
口
の
可
能
性
を
視

野
に
シ
ョ
ー
レ
ム
が
勧
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
友
人
と
と
も
に
ヘ
ブ
ラ
イ

語
学
習
を
始
め
る
が
、
初
心
者
レ
ヴ
ェ
ル
以
上
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
・
カ
ル
デ
ア
語
辞
典
、
ミ
ド
ラ

シ
ュ
数
巻
、
預
言
書
二
カ
国
語
版
、
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
研
究
書
を
購
入
す

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。（W
B

C
L, 124-5

）　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
意
味
す
る

「
行
間
聖
書
」
と
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
書
か
れ
た
「
マ
ー
ソ
ー
ラ
ー
本
文
」

な
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
ド
素
人
の
私
は
仮
定
し
て
み
る
。
シ
ナ
ゴ
ー
グ
内
で

の
朗
読
の
便
宜
を
は
か
り
原
文
の
正
確
な
読
み
方
お
よ
び
解
釈
を
後
世
に

つ
た
え
よ
う
と
す
る
信
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
本
来
原
文
に
な
か
っ
た
章
や

節
の
区
分
、
母
音
記
号
、
句
読
点
、
ア
ク
セ
ン
ト
記
号
、
欄
外
註
を
付
し

た
の
が
、「
マ
ー
ソ
ー
ラ
ー
本
文
」
で
あ
る
。6（
こ
れ
は
『
ク
ル
ア
ー
ン
』

ア
ラ
ビ
ア
語
原
文
の
「
読
み
下
し
」、
ま
た
日
本
に
お
け
る
漢
文
の
「
読
み

下
し
」
を
連
想
さ
せ
る
。）
す
で
に
し
て
解
釈
、
ひ
と
つ
の
翻
訳
で
あ
る
。

別
の
仮
定
も
あ
り
う
る
、
つ
ま
り
、「
言
語
と
啓
示
が
緊
張
な
く
合
一
す

る
聖
書
の
行
間
翻
訳
」
の
不
可
能
性
で
あ
る
。
行
間
に
は
な
に
も
書
か
れ

て
い
な
い
（
か
も
し
れ
な
い
）。「
翻
訳
者
の
使
命
」
の
ド
イ
ツ
語
はD

ie 

A
u
fgab

e d
es Ü

b
ersetzers

で
あ
る
が
、A

u
fgab

e

に
は
使
命
・
任
務

の
意
味
と
と
も
に
放
棄
・
断
念
の
意
味
も
あ
る
。（
ほ
か
に
も
、
引
き
渡

し
・
投
函
の
意
味
も
あ
る
。
英
語
訳
タ
イ
ト
ル
に
あ
るtask

の
意
味
と

は
か
な
り
ず
れ
る
。）
さ
ら
に
、
日
本
語
で
は
「
行
間
翻
訳
」
と
訳
さ
れ
て

い
る
が
、
英
語
訳
で
はth

e in
terlin

ear versio
n

、
ド
イ
ツ
語
原
文
は

d
ie In

terlin
earversio

n

で
あ
る
。Ü

b
ersetzu

n
g

（
翻
訳
、
向
こ
う

岸
に
渡
る
こ
と
）
とV

ersio
n

（
表
現
法
、
叙
述
、
異
本
）
は
ど
れ
ほ
ど

近
い
の
か
、
遠
い
の
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
決
し
て
書
か
れ
な
か
っ
た
も

の
を
読
む
」（
一
九
六
六
年
、
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
た
「
模
倣
能
力
に
つ
い

て
」
の
一
節
）
と
ま
で
言
い
の
け
る
思
想
家
で
あ
る
。7

キ
リ
ス
ト
教
聖
書
に
は
、
身
元
を
確
認
で
き
る
唯
一
の
原
作
者
に
よ
っ

て
単
一
の
言
語
で
書
か
れ
た
単
一
の
原
文
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
死

海
文
書
」
の
存
在
が
啓
示
す
る
よ
う
に
、
そ
の
実
態
は
、
時
間
的
に
も
空

間
的
に
も
広
範
囲
に
渉
っ
て
伝
承
さ
れ
転
写
さ
れ
解
釈
さ
れ
校
訂
さ
れ
編

集
さ
れ
複
数
の
翻
字
を
経
て
幾
つ
も
の
言
語
で
翻
訳
さ
れ
て
き
た
膨
大
な

文
書
の
集
積
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
言
語
か
ら
別
の
言
語
へ
の
置
換
は
一
回

限
り
で
は
な
い
。
世
界
に
存
在
す
る
諸
言
語
（
も
は
や
日
常
生
活
で
は
使

用
さ
れ
な
い
言
語
も
含
め
て
）
の
間
を
二
千
年
以
上
も
往
還
す
る
テ
ク
ス

ト
は
、
す
で
に
し
て
も
は
や
「
行
間
翻
訳
」
で
は
あ
る
ま
い
か
、
言
語
と

啓
示
が
緊
張
な
く
合
一
す
る
こ
と
が
な
く
と
も
。
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翻
訳
は
ひ
と
つ
の
言
語
か
ら
別
言
語
へ
の
置
換
で
あ
る
が
、
両
者
の

違
い
が
歴
史
的
時
間
に
よ
る
変
容
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
古
文
の
現
代
語

訳
」
と
い
う
か
た
ち
の
翻
訳
も
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
古
い
日
本
語
（
十

一
世
紀
前
半
）
で
書
か
れ
て
お
り
、
執
筆
期
間
は
一
〇
〇
四
年
か
ら
一
〇

一
一
年
と
推
定
さ
れ
る
。8

原
作
者
は
紫
式
部
（
九
七
三
頃-

一
〇
一
四

頃
）
と
さ
れ
る
が
、
彼
女
が
こ
の
長
編
す
べ
て
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
説
も
あ
る
。
全
五
四
巻
説
が
定
着
す
る
の
は
鎌
倉
期
以
降
で
あ
る

が
、
早
く
か
ら
六
〇
巻
説
も
流
布
し
て
い
た
。
藤
原
為
時
の
女む
す
めは
今
日
で

は
紫
式
部
と
知
ら
れ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
本
名
・
実
名
に
は
辿
り
つ
け

な
い
。
紫
の
呼
称
に
は
諸
説
あ
る
が
明
確
で
は
な
い
し
、
式
部
に
つ
い
て

は
父
為
時
お
よ
び
兄
惟
規
二
人
と
も
式
部
丞
に
な
っ
た
こ
と
と
関
連
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
原
作
者
が
書
い
た
自
筆
原
文
は
現
存
せ

ず
写
本
・
伝
本
の
み
が
伝
わ
り
、
伝
本
に
よ
る
本
文
の
違
い
を
た
だ
そ
う

と
す
る
機
運
が
生
じ
た
と
い
う
。『
源
氏
物
語
』
の
も
っ
と
も
古
い
注
釈

本
は
世
尊
寺
伊
行
の
『
源
氏
釈
』
で
あ
る
。
彼
は
自
分
が
所
持
し
て
い
る

『
源
氏
物
語
』
本
文
の
行
間
や
余
白
に
注
記
を
書
き
込
み
一
冊
に
ま
と
め

た
が
、
さ
ら
に
研
鑽
を
重
ね
、
増
補
・
訂
正
し
新
版
『
源
氏
釈
』
を
世
に

出
し
た
。
過
去
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
は
生
命
体
の
ご

と
く
増
殖
し
て
い
る
。
書
写
・
転
写
す
る
熱
心
な
読
者
、
注
釈
者
、
校
訂

者
、
保
存
者
、
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
後
熟
」
し
「
死
後
の
生
」
を
生
き

て
き
た
の
で
あ
る
。
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
は
与
謝
野
晶
子
、
谷
崎
潤

一
郎
、
円
地
文
子
そ
の
ほ
か
、
錚
々
た
る
作
家
た
ち
が
現
代
日
本
語
に
翻

訳
し
て
い
る
。（『
源
氏
物
語
』
英
語
訳
か
ら
現
代
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た

ケ
ー
ス
も
あ
る
。）
イ
ギ
リ
ス
文
学
で
い
え
ば
、
古
英
語
で
書
か
れ
た
『
ベ

ー
オ
ウ
ル
フ
』
を
現
代
英
語
に
翻
訳
す
る
ケ
ー
ス
と
似
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

（『
ベ
ー
オ
ウ
ル
フ
』
の
写
本
で
現
存
す
る
の
は
一
〇
〇
〇
年
頃
の
も
の
だ

け
で
あ
る
。）

キ
リ
ス
ト
教
聖
書
の
翻
訳
・
注
釈
・
校
訂
・
研
究
の
世
界
的
伝
播
に
比

べ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
や
『
ベ
ー
オ
ウ
ル
フ
』
の
翻
訳
・
注
釈
・
校
訂
・

研
究
は
量
的
に
貧
弱
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
私
は
印
刷
技
術

以
前
の
写
本
、
伝
本
、
寄
せ
集
め
、
断
片
断
章
、
異
本
、
正
典
、
外
典
、

偽
典
と
い
っ
た
事
象
に
心
惹
か
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
粘
土
版
や
石
版
に
刻

ま
れ
た
楔
形
文
字
、
断
片
断
章
と
し
て
し
か
発
掘
さ
れ
よ
う
の
な
い
欠
字

欠
損
破
損
だ
ら
け
の
シ
ュ
メ
ー
ル
語
テ
ク
ス
ト
、
ア
ッ
カ
ド
語
テ
ク
ス
ト
、

ウ
ガ
リ
ッ
ト
語
テ
ク
ス
ト
、
そ
れ
ら
を
解
読
し
欠
字
欠
損
破
損
部
分
を
こ

れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
た
研
究
成
果
や
想
像
力
を
も
っ
て
補
い
復
原
し
よ
う
と

す
る
考
古
学
者
た
ち
、
広
義
の
探
偵
た
ち
、
翻
訳
者
た
ち
の
言
語
観
に
は
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
純
粋
言
語
」
観
に
ど
こ
か
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の

で
は
…
…
そ
ん
な
妄
想
に
駆
ら
れ
る
の
だ
。
私
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も

「
純
粋
言
語
」
の
謎
を
解
け
な
い
。
も
し
か
し
て
、
こ
れ
は
「
謎
の
な
い
ス

ピ
ン
ク
ス
」
か
と
怪
し
む
こ
と
さ
え
あ
る
。

最
後
に
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
原
作
者
と
翻
訳
者
に
つ
い
て
語
ろ

う
。9

ミ
ゲ
ー
ル
・
デ
・
セ
ル
バ
ン
テ
ス
・
サ
ベ
ー
ド
ラ
は
『
ド
ン
・
キ

ホ
ー
テ
』
前
篇
の
序
言
に
お
い
て
、「
予
は
、
一
見
父
親
に
見
え
て
も
じ

つ
は
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
継
父
な
の
だ
」（D

Q
,6

）
と
言
っ
て
の
け

る
。
父
親
と
は
原
作
者
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』



「翻訳者の使命」について

31

の
出
生
の
（
秘
密
な
ら
ざ
る
）
経
緯
は
、
第
九
章
で
明
か
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、「
わ
た
し
が
ト
レ
ー
ド
の
ア
ル
カ
ナ
ー
市
場
に
い
る
と
こ
ろ
へ
、
ひ

と
り
の
少
年
が
数
冊
の
雑
記
帳
と
反
古
を
絹
商
人
に
売
り
に
や
っ
て
き

た
」（ibid

,47

）
こ
の
偶
然
か
必
然
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
雑
記
帳
の
う

ち
一
冊
は
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
あ
る
と
判
っ
て
も
「
わ
た
し
」
は
ア
ラ
ビ
ア

語
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
ス
ペ
イ
ン
語
に
通
じ
る
モ
ー
ロ
人
を

捜
す
。
運
よ
く
そ
の
能
力
の
あ
る
男
を
見
つ
け
、
読
ま
せ
る
と
笑
い
出
し
、

そ
の
理
由
は
「
こ
の
本
の
余
白
に
註
と
し
て
書
い
て
あ
る
こ
と
が
お
か
し

か
っ
た
と
い
う
返
事
で
あ
っ
た
」（ibid

,47

）。「
わ
た
し
」
は
、
こ
の
モ

ー
ロ
人
に
『
ア
ラ
ビ
ア
の
史
家
シ
ー
デ
・
ハ
メ
ー
テ
・
ベ
ネ
ン
ヘ
ー
リ
に

よ
り
て
記
さ
れ
た
る
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
・
デ
・
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
』
の
物

語
を
ア
ラ
ビ
ア
語
か
ら
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
語
に
す
っ
か
り
翻
訳
し
て
も
ら

う
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
一
人
称
語
り
手
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
か

ら
ス
ペ
イ
ン
語
へ
の
翻
訳
者
で
さ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
原
作
も
ま
た
次

か
ら
次
へ
と
人
手
に
渡
り
（
写
本
で
あ
る
な
ら
次
々
と
複
数
の
人
に
転
写

さ
れ
と
き
に
は
余
白
に
註
を
書
き
こ
ま
れ
）、
ア
ル
カ
ナ
ー
市
場
に
て
竟

に
「
わ
た
し
」
が
買
い
取
っ
た
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
は
作
者
、
翻
訳
者

で
あ
る
よ
り
む
し
ろ
校
訂
者
、
編
集
者
、
黒
子
の
役
割
を
演
ず
る
。
日
本

語
翻
訳
者
の
配
慮
に
よ
っ
て
か
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
と
明
言
さ
れ
た
作
者

の
「
予
」
と
作
品
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
セ

ル
バ
ン
テ
ス
の
フ
ル
ネ
ー
ム
つ
き
で
一
六
〇
五
年
出
版
に
際
し
て
ベ
ー
ハ

ル
公
爵
に
献
呈
し
、
続
い
て
序
言
を
同
時
代
読
者
に
む
け
て
い
る
。
後
者

は
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
冒
険
遍
歴
を
読
む
者
た
ち
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ

連
れ
ま
わ
す
仕
掛
け
で
あ
る
。（「
わ
た
し
」
の
語
り
は
脱
線
に
つ
ぐ
脱
線

に
明
け
暮
れ
る
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
を
予
表
す
る
騙
り
で
あ
ろ

う
か
。）
そ
れ
に
し
て
も
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
た
雑
記
帳
の
余

白
に
書
か
れ
て
い
た
註
に
は
、
い
か
な
る
言
語
で
な
に
が
書
か
れ
て
あ
っ

た
の
か
、「
わ
た
し
」
は
明
言
し
な
い
。
ア
ラ
ビ
ア
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
の

両
言
語
に
精
通
し
た
モ
ー
ロ
人
に
よ
る
翻
訳
に
、
余
白
の
註
は
反
映
さ
れ

て
い
る
の
か
。
私
た
ち
が
読
む
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
に
は
「
わ
た
し
」
の

注
釈
・
解
釈
も
混
在
し
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
を
響
か
せ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
あ

る
種
の
「
行
間
翻
訳
」
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
前
篇
は
一
六
〇
五
年
一
月
に
出
版
さ
れ
売
れ
行

き
も
好
調
で
あ
っ
た
。
一
六
一
四
年
、
ア
ロ
ン
ソ
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
・

デ
・
ア
ベ
リ
ャ
ネ
ー
ダ
と
称
す
る
作
家
の
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
後
篇
が

出
版
さ
れ
た
。
ア
ベ
リ
ャ
ネ
ー
ダ
の
正
体
・
身
元
に
は
諸
説
あ
る
が
、
こ

の
偽
物
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
後
篇
に
刺
激
さ
れ
て
か
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス

作
の
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
後
篇
が
一
六
一
五
年
十
二
月
に
上
梓
さ
れ
た
。

こ
の
後
篇
は
レ
ー
モ
ス
伯
爵
に
献
呈
さ
れ
て
い
る
が
、「
後
篇
の
名
に
か

く
れ
て
変
装
し
、
こ
の
世
を
う
ろ
つ
き
ま
わ
り
ま
し
た
、
も
う
ひ
と
つ

の
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
が
引
き
起
こ
し
た
」（ibid

, 325

）
不
快
感
を
払

拭
す
る
た
め
に
本
物
を
書
い
た
、
と
執
筆
の
意
図
を
述
べ
て
い
る
。
続
く

読
者
へ
の
序
言
に
も
偽
物
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
後
篇
へ
の
言
及
が
あ
る
。

本
物
作
者
に
よ
る
後
篇
に
お
い
て
、
騎
士
道
ロ
マ
ン
ス
を
耽
読
し
た
あ
ま

り
に
現
実
と
理
想
（
夢
、
幻
想
、
幻
覚
）
の
境
を
越
え
た
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
は
、
竟
に
は
狂
気
か
ら
正
気
に
覚
醒
し
死
を
迎
え
る
。
本
物
作
者
が
も
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た
ら
す
主
人
公
の
死
は
、
偽
物
作
者
の
さ
ら
な
る
続
編
執
筆
を
阻
止
で
き

る
か
の
よ
う
に
。
第
七
四
章
の
終
り
に
は
、
自
称
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
・

デ
・
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
か
ら
一
介
の
善
人
、
本
名
ア
ロ
ン
ソ
・
キ
ハ
ー
ナ
に

も
ど
っ
た
こ
と
の
証
人
に
な
っ
て
く
れ
と
一
登
場
人
物
の
住
職
が
公
証
人

に
頼
む
場
面
が
あ
る
。「
シ
ー
デ
・
ハ
メ
ー
テ
・
ベ
ネ
ン
ヘ
ー
リ
以
外
の

別
の
作
者
が
、
不
届
き
に
も
彼
を
甦
ら
せ
、
彼
の
勲
し
の
物
語
を
数
限
り

な
く
し
よ
う
と
す
る
機
会
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
考
え
方
か
ら
で
あ
る
」

（ibid
, 678

）。
こ
れ
に
続
き
、
作
者
シ
ー
デ
・
ハ
メ
ー
テ
に
よ
る
自
ら

の
鵞
ペ
ン
へ
の
長
い
呼
び
か
け
が
引
用
さ
れ
る
。
そ
の
呼
び
か
け
の
一
節

に
は
、「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
ひ
と
り
予
の
た
め
に
生
ま
れ
、
予
も
ま
た

彼
の
た
め
に
生
ま
れ
た
。
彼
は
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
予
は
ま
た

こ
れ
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
」（ibid

, 678
）
と
あ
る
。

『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
は
粘
土
版
や
石
版
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
断
片
と

し
て
発
掘
さ
れ
解
読
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
パ
ピ
ル
ス
や
オ
ス

ト
ラ
コ
ン
や
羊
皮
紙
に
書
か
れ
て
繰
り
返
し
転
写
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
も

な
い
。
そ
れ
は
印
刷
術
の
時
代
、「
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
銀
河
系
」
の
星
、

技
術
に
よ
る
複
製
が
可
能
と
な
っ
た
時
代
の
産
物
で
あ
る
。『
ド
ン
・
キ

ホ
ー
テ
』
の
作
者
と
は
だ
れ
か
、
そ
れ
を
十
七
世
紀
ス
ペ
イ
ン
に
遡
っ
て

探
索
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
二
十
世

紀
に
は
ボ
ル
ヘ
ス
が
彼
な
り
の
や
り
方
で
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
作
者

ピ
エ
ー
ル
・
メ
ナ
ー
ル
を
創
造
す
る
。10

註1 

「
翻
訳
者
の
使
命
」
の
日
本
語
訳
は
、『
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

著
作
集
6　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
』（
晶
文
社
、
一
九
七
九
）
所
収
、
円
子
修

平
訳
に
よ
り
、W

B
B

と
略
記
、
引
用
頁
を
示
す
。
英
語
訳
は
、W

alter 
B

en
jam

in
, Illu

m
in

a
tion

s, tran
s H

arry Z
o
h
n
, ed

 an
d
 w

ith
 

an
 in

tro
d
u
ctio

n
 H

an
n
ah

 A
ren

d
t, p

reface Leo
n
 W

ieseltier 
(N

ew
 Y

o
rk

: Sch
o
ck

en
 B

o
o
k
s, 2

0
0
7
)

に
よ
り
、ILL

と
略
記
、
引

用
頁
を
示
す
。

2 

今
村
仁
司
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
精
読
』（
岩
波
現
代

文
庫
、
二
〇
〇
〇
）
に
お
い
て
、「
た
し
か
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
説
は

ど
こ
を
と
っ
て
も
一
般
の
常
識
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
し
、
逆
説
的
で
も

あ
る
。
彼
が
い
う
よ
う
な
〈
唯
物
論
〉
は
か
つ
て
い
ち
ど
も
思
想
の
歴

史
の
な
か
に
登
場
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
的

な
〈
賭
け
〉
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
す
ぐ
れ
た

思
想
的
遺
産
を
み
る
の
で
あ
る
」（
同
書
、
一
三
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
居

直
り
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
者
を
激
励
す
る

も
の
で
も
あ
る
。

3 
Sam

u
el W

eb
er, B

en
ja

m
in

’s –a
bilities (C

am
b
rid

ge, M
ass: 

H
arvard

 U
n
iversity P

ress, 2008) 

に
よ
り
、SW

, B
a

と
略
記
、

引
用
頁
を
示
す
。
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w

a
rd

 E
ila

n
d

 a
n

d
 M

ich
a
e
l W

. Je
n

n
in

g
s, W

a
lter 

B
en

ja
m

in
: A

 C
ritica

l Life (C
am

b
rid

g
e, M

ass: H
arvard

 
U

n
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ress, 2016)

に
よ
り
、
こ
の『
評
伝
』をW

B
C

L

と
略
記
、

引
用
頁
を
示
す
。
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n
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ress, 2008), 
136-7.
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6 
『
筑
摩
世
界
文
學
大
系
1　

古
代
オ
リ
エ
ン
ト
集
』
訳
者
代
表　

杉
勇

（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
）
所
収
、
三
笠
宮
崇
仁
「
旧
約
関
係
諸
書
に
つ

い
て
」、
六
五
九
―
六
一
に
よ
る
。

7 
W

alter B
en

jam
in

, R
eflection

s, tran
s E

d
m

u
n
d
 Jep

h
co

tt, 
ed

 an
d
 w

ith
 an
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d
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n
 P
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reface Leo

n
 

W
ieseltier (N

ew
 Y

o
rk

: Sch
o
ck

en
 B

o
o
k
s,2007), 336.  

ド
イ

ツ
語
原
文
はW

as n
ie gesch

rieb
en

 w
u
rd

e, lesen

で
あ
る
。
同
書

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ンxxvi
に
お
い
て
デ
メ
ッ
ツ
は
、「
古
代
の
人
び

と
は
動
物
の
内
臓
、
天
空
の
星
、
ダ
ン
ス
、
ル
ー
ン
文
字
、
象
形
文
字

を
〈
解
読
〉
し
て
い
た
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
魔
術
な
き
時
代
に
お
い
て

事
物
、
都
市
、
社
会
制
度
を
あ
た
か
も
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
の
よ
う
に
〈
解

読
〉
し
続
け
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

8 

『
日
本
古
典
文
學
大
系
14　

源
氏
物
語
一
』
校
注　

山
岸
徳
平
（
岩
波

書
店
、
一
九
五
八
）、
四
―
一
六
、
お
よ
び
『
図
説　

日
本
の
古
典
7　

源
氏
物
語
』
著
者
代
表　

秋
山
虔
（
集
英
社
、
一
九
八
八
）
所
収
、
伊
井

春
樹
「『
源
氏
物
語
』
の
読
者
た
ち　

鑑
賞
と
研
究
の
歴
史
」、
一
六
八

―
七
九
に
よ
る
。

9 

『
筑
摩
世
界
文
學
大
系
15　

セ
ル
バ
ン
テ
ス
』
会
田
由
訳
（
筑
摩
書
房
、

一
九
七
二)

に
よ
り
、D

Q

と
略
記
、
引
用
頁
を
示
す
。
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