
遅
す
ぎ
る
、
こ
と
の
な
い
、

あ
る
秘
め
ら
れ
た

開
か
れ
。

パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
「
ポ
ル
ボ
ウ
――
ド
イ
ツ
の
？
（
１
）」

第
一
節

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
を
貫
く
翻
訳
の
概
念
と
正
義
へ
の
問
い

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
哲
学
の
核
心
に
あ
る
の
は
翻
訳
の
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
翻
訳
と
は
、
一
個
の
制
度
と
見
ら
れ

た
他
の
言
語
で
語
ら
れ
た
内
容
を
情
報
と
し
て
伝
達
す
る
操
作
で
は
な
い
。
彼
が
言
う
翻
訳
と
は
む
し
ろ
、
他
の
言
語
を
見
い
だ
し
、

そ
れ
を
響
か
せ
る
媒
体
を
創
造
す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、
今
日
「
言
語
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
近
代
的
な
仕
組
み
の
手
前
で
、

翻
訳
か
ら
の
正
義
と
救
済

――
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
翻
訳
者
の
課
題
」
と
脱
植
民
地
化
の
文
学
の
可
能
性
――

柿

木

伸

之

西
南
学
院
大
学

国
際
文
化
論
集

第
三
十
八
巻

第
二
号

九
五－

一
二
一
頁

二
〇
二
四
年
三
月

－ 95 －



言
語
そ
の
も
の
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
こ
れ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
最
初
期
の
言
語
論
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
が

示
す
言
語
へ
の
本
質
的
な
洞
察
の
一
つ
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
な
か
で
、「
翻
訳
の
概
念
は
、
言
語
理
論
の
最
深
の
層
に
お
い
て
基
礎
づ

（
２
）

け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。
二
十
四
歳
の
頃
、
こ
の
よ
う
に
提
示
し
た
言
語
哲
学
の
視
点
は
、
彼
の
思
考
を
生
涯
に
わ

た
っ
て
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
翻
訳
か
ら
言
語
そ
の
も
の
を
捉
え
る
基
本
的
な
視
点
を
示
す
言
語
論
を
書
い
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ

時
期
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
正
義
の
範
疇
に
つ
い
て
の
論
考
の
た
め
の
覚
え
書
き
」
を
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
一
六
年
十
月

頃
に
書
か
れ
、
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
の
筆
写
稿
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
正
義
は
、
地
上
の
時
空

間
の
秩
序
の
彼
岸
に
置
か
れ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
と
、
そ
の
秩
序
の
内
部
で
追
い
求
め
ら
れ
る
「
善
」
は
、
行
き
着
く
と
こ
ろ

「
所
有
物
」
の
性
質
を
帯
び
る
が
、
正
義
は
け
っ
し
て
所
有
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
な
い
。「
正
義
は
む
し
ろ
、
所
有
物
で
は
あ
り
え

（
３
）

な
い
よ
う
な
善
の
条
件
に
存
す
る
」。
正
義
は
、
伝
統
的
に
「
徳
」
と
呼
ば
れ
、
行
為
の
目
的
と
さ
れ
て
き
た
善
と
は
別
次
元
に
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
述
べ
る
「
覚
え
書
き
」
の
一
節
を
掲
げ
て
お
く
。

つ
ま
り
正
義
と
は
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
徳
（
謙
虚
、
隣
人
愛
、
忠
誠
、
勇
敢
）
と
並
ぶ
徳
の
一
つ
で
は
な
く
、
一
つ
の
新
た
な
倫

理
的
範
疇
を
創
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
範
疇
は
お
そ
ら
く
、
徳
と
い
う
範
疇
で
す
ら
な
く
、
徳
と
並
ぶ
同
等
の
別
の
範
疇

と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
義
は
、
主
体
の
善
き
意
志
に
は
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
世

界
の
状
態
を
な
し
て
い
る
。
正
義
は
、
現
に
存
在
す
る
こ
と
の
倫
理
的
範
疇
を
、
徳
は
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
そ
れ
を
指
し
て

い
る
の
だ
。
徳
が
追
い
求
め
ら
れ
う
る
の
に
対
し
、
正
義
は
究
極
的
に
は
、
世
界
の
状
態
な
い
し
は
神
の
も
た
ら
す
状
態
と
し
て

（
４
）

の
み
存
在
し
う
る
。
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
考
え
る
正
義
は
、「
善
き
意
志
」
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
徳
と
は
別
の
「
倫
理
的
範
疇
」
を
創
設
す
る
。
さ
ら
に
正

義
が
「
神
の
も
た
ら
す
状
態
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
九
二
〇
年
頃
に
書
か
れ
た
「
神
学
的゠

政
治
的
断
章
」
に
お
い
て
、

（
５
）

「
メ
シ
ア
自
身
が
初
め
て
、
歴
史
的
な
出
来
事
を
完
結
さ
せ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
と
も
照
応
し
て
い
よ
う
。
万
象
が
救
済
さ
れ

た
「
世
界
の
状
態
」
は
、
た
し
か
に
意
志
の
彼
岸
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
が
正
義
を
代
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
正
義
」
の
標

榜
は
欺
瞞
な
の
だ
。
だ
と
し
て
も
、
真
の
正
義
へ
向
け
て
地
上
の
営
み
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、

世
俗
的
な
営
為
が
神
的
な
救
済
に
開
か
れ
る
媒
体
と
し
て
言
語
を
問
い
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
言
語
そ
の
も
の
は
人

（
６
）

間
の
道
具
に
は
な
り
え
な
い
「
媒
体
」
で
あ
る
。

人
が
言
葉
を
語
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
言
葉
が
語
り
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
言
語
の
創
造
の
出
来
事
に
は
つ
ね
に
翻
訳
が
介

在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
翻
訳
が
一
つ
の
世
俗
的
な
営
為
で
あ
る
こ
と
を
顧
み
る
な
ら
、
そ
れ
を
「
正
義
の
範
疇
に
つ
い
て
の
論
考
の
た

（
７
）

め
の
覚
え
書
き
」
に
語
ら
れ
る
「
世
界
を
最
高
の
善
に
変
え
る
努
力
」
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
正
義
」
へ
導

く
と
さ
れ
る
こ
の
「
努
力
」
の
一
つ
と
し
て
翻
訳
の
実
践
を
捉
え
る
際
、
そ
れ
が
他
の
言
語
へ
の
応
答
と
と
も
に
一
つ
の
言
語
を
創
る

こ
と
に
絶
え
ず
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
発
語
そ
の
も
の
と
し
て
の
翻
訳
は
、
他
の
被
造
物
に
応
え
る
言
語
を
生
成
さ
せ
な
が
ら
、

そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
照
応
の
回
路
を
開
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
万
象
の
交
響
が
世
界
と
な
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
が
ア

（
８
）

ダ
ム
に
言
語
が
授
け
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
だ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
被
造
物
へ
の
応
答
と
と
も
に
万
物
照
応
の
世
界
を
開
く
力
は
、
最
初
の
人
間
た
ち
の
楽
園
か
ら
の
追
放
と
「
バ
ベ

ル
」
以
後
の
言
語
の
混
乱
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
言
語
は
、
情
報
伝
達
の
道
具
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
人
間

は
そ
れ
を
駆
使
し
て
自
然
を
支
配
し
、
合
理
的
な
生
産
の
仕
組
み
を
張
り
巡
ら
す
。
そ
の
体
制
の
な
か
で
言
葉
が
記
号
と
し
て
機
能
す
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る
よ
う
に
な
る
と
、
い
つ
し
か
人
間
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
言
語
」
と
い
う
歴
史
的
な
制
度
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
最
初
期
の
言
語
論

の
な
か
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
バ
ベ
ル
」
の
名
に
「
言
語
精
神
の
堕
罪
」
の
象
徴
を
見
て
い
る
が
、
こ
の
「
堕
罪
」
に
よ
っ
て
自
然
が

人
間
に
よ
る
一
方
的
な
支
配
の
対
象
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
自
身
も
、
地
上
に
分
立
し
て
い
る
「
言
語
」
の
い
ず
れ
か
の
仕
組

（
９
）

み
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

お
そ
ら
く
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
念
頭
に
あ
っ
た
言
語
の
制
度
化
の
下
、
従
属
的
な
地
位
に
追
い
や
ら
れ
た
被
造
物
は
、
人
間
を
含
め
、

自
己
を
伝
え
る
言
葉
を
完
全
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、

そ
れ
に
よ
る
深
い
沈
黙
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
そ
の
沈
黙
の
な
か
か
ら
「
哀
し
み
」
を
感
じ
取
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
声
に
な
ら

な
い
「
嘆
き
」
と
な
っ
て
空
気
を
揺
ら
し
て
い
る
の
を
聴
き
取
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
近
代
以
後
、
な
い
し
は
近
代
の
破
局
以
後
の

詩
作
の
出
発
点
に
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
の
が
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
論
で
あ
る
が
、
そ
の
議
論
の
出
発
点
と
な
っ

た
初
期
の
言
語
論
に
お
い
て
は
、「
言
語
精
神
の
堕
罪
」
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
沈
黙
か
ら
の
「
自
然
の
救
済
の
た
め
に
」、
人
間
の
言

語
が
被
造
物
へ
の
応
答
と
し
て
存
在
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

自
然
に
言
語
が
授
け
ら
れ
る
な
ら
、
す
べ
て
の
自
然
が
嘆
き
始
め
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
形
而
上
学
的
な
真
理
で
あ
る
。

（
こ
こ
で
「
言
語
が
授
け
ら
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
む
ろ
ん
「
自
然
が
話
せ
る
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
以
上
の
こ
と
で
あ
る
。）

こ
の
命
題
に
は
二
重
の
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
が
第
一
に
意
味
す
る
の
は
、
自
然
は
言
語
自
体
を
嘆
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
葉
の
喪
失
。
こ
れ
こ
そ
自
然
の
大
い
な
る
苦
悩
で
あ
る
。（
そ
し
て
自
然
の
救
済
の
た
め
に
、
人
が
思
う
よ
う
に
独
り
詩
人
の

生
と
言
語
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
生
と
言
語
が
自
然
の
う
ち
に
あ
る
。）
こ
の
命
題
が
第
二
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
自
然
そ
の
も

の
が
嘆
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

10
）。
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こ
の
と
き
「
人
間
の
言
語
」
を
形
づ
く
る
翻
訳
に
は
、
沈
黙
を
強
い
る
抑
圧
か
ら
被
造
物
を
解
放
し
、
そ
の
言
語
を
救
済
す
る
潜
在

力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
翻
訳
の
力
が
言
語
の
創
造
と
と
も
に
発
揮
さ
れ
て
こ
そ
、「
世
界
の
状
態
」
と
し
て
の
正
義
が

近
づ
き
う
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
被
造
物
が
救
済
さ
れ
た
こ
の
状
態
を
、
人
間
が
意
図
的
に
招
来
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

れ
は
究
極
的
に
は
、
歴
史
の
終
わ
り
に
の
み
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
他
の
被
造
物
へ
の
応
答
と
し
て
行
な
わ
れ
、
言
語
を
絶
え
ず
新
た

に
形
成
す
る
翻
訳
の
実
践
は
、
地
上
の
世
界
を
正
義
と
い
う
状
態
に
開
き
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
一
六
年
の
秋
に
始
ま
る
正
義
と

い
う
新
た
な
倫
理
的
範
疇
に
つ
い
て
の
考
察
と
呼
応
す
る
か
た
ち
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
つ
の
「
努
力
」
で
も
あ
る
よ
う
な
翻
訳
に

つ
い
て
省
察
を
深
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
が
書
か
れ
た
一
九
一
六
年
か
ら
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
貫
し
て
翻
訳
の
概
念
を
被
造
物

の
解
放
と
救
済
を
導
く
可
能
性
へ
向
け
て
掘
り
下
げ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
余
の
後
、「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」

の
テ
ー
ゼ
の
草
稿
と
し
て
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
そ
の
一
つ
に
お
い
て
彼
は
、
人
類
の
進
歩
の
過
程
と
し
て
近
代

の
思
想
が
想
定
し
て
き
た
「
普
遍
史
」
の
概
念
を
斥
け
、
も
う
一
つ
の
「
メ
シ
ア
的
」
な
「
普
遍
史
」
の
概
念
を
提
起
し
て
い
る
。

メ
シ
ア
的
な
世
界
は
、
全
面
的
で
何
ひ
と
つ
欠
け
る
も
の
が
な
い
よ
う
な
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
呈
す
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界

に
初
め
て
普
遍
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
今
日
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
類
い
に
す
ぎ
な
い
。
バ

ベ
ル
の
塔
の
建
設
が
引
き
起
こ
し
た
混
乱
が
完
全
に
収
ま
る
ま
で
は
、
普
遍
史
に
相
当
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
普
遍
史
は
、
生

者
な
い
し
死
者
の
書
い
た
ど
の
言
葉
も
、
そ
こ
へ
縮
減
さ
れ
る
こ
と
な
く
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
な
言
語
を
前
提
と
す
る
。
あ
る
い
は

よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
普
遍
史
と
は
こ
の
言
語
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
祝
祭
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と
と
も
に
祝
福
さ
れ
た
言
語
と
し
て
。
こ
の
祝
祭
は
あ
ら
ゆ
る
祝
典
を
一
掃
し
て
い
て
、
い
か
な
る
祝
祭
の
歌
も
知
ら
な
い
。
そ

の
言
語
と
は
、
散
文
の
理
念
そ
の
も
の
で
あ
り
、
鳥
た
ち
の
言
葉
が
幸
運
の
星
の
下
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
解
さ
れ
る
よ
う

に
し
て
す
べ
て
の
人
間
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る（

11
）。

「
普
遍
史
」
が
語
ら
れ
る
と
は
、
死
者
を
含
め
た
生
あ
る
者
の
言
葉
が
す
べ
て
翻
訳
さ
れ
、
そ
の
記
憶
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
地
上
の
被
造
物
を
沈
黙
か
ら
解
放
し
な
が
ら
、
人
々
を
隔
て
て
き
た
「
言
語
」
の
壁
を
取
り
払
う
言
葉
な

の
だ（

12
）。

こ
の
よ
う
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
言
語
を
再
帰
的
に
形
成
す
る
作
用
と
し
て
、
さ
ら
に
は
被
造
物
を
抑
圧
か
ら
解
放
し
、
言
葉
の
「
ア

ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
に
お
い
て
救
済
す
る
歴
史
哲
学
的
な
可
能
性
を
も
見
据
え
て
翻
訳
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
彼

の
翻
訳
論
を
、
二
〇
二
三
年
に
『
パ
リ
風
景
』
独
仏
対
訳
版
の
序
言
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
か
ら
百
年
の
節
目
を
迎
え
た
「
翻
訳
者
の
課

題
」
を
中
心
に
検
討
し
、
そ
の
意
義
を
ガ
ヤ
ト
リ
・
Ｃ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
翻
訳
論
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、
言
語
の
脱
植
民
地
化
へ
向
け

て
探
る
こ
と
に
し
た
い（

13
）。

と
く
に
「
翻
訳
者
の
課
題
」
に
お
い
て
文
学
的
実
践
の
地
平
で
論
じ
ら
れ
る
翻
訳
は
、
近
代
的
な
制
度
と
し

て
の
「
言
語
」
に
対
し
て
破
壊
的
に
作
用
す
る
。
そ
の
力
は
、
こ
れ
と
同
じ
頃
に
書
か
れ
た
「
暴
力
批
判
論
」
に
語
ら
れ
る
、
法
を
壊

滅
さ
せ
る
力
で
す
ら
あ
り
う
る
は
ず
だ（

14
）。

ヴ
ェ
ル
ト
リ
ヒ

「
翻
訳
者
の
課
題
」
の
議
論
は
、
原
文
を
「
字
句
通
り
」
翻
訳
す
る
こ
と
の
意
義
へ
収
斂
し
て
い
く
。
異
質
な
言
葉
遣
い
を
「
言

語
」
へ
導
き
入
れ
る
そ
の
実
践
は
、
そ
の
制
度
を
揺
さ
ぶ
る
。
こ
の
こ
と
に
は
、
法
の
う
ち
に
構
造
化
さ
れ
る
暴
力
の
歴
史
を
中
断
し

な
が
ら
、
言
語
の
あ
い
だ
に
対
等
な
、
そ
し
て
呼
応
し
合
う
関
係
を
切
り
開
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
義
の
縮
約
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さ
れ
た
姿
を
示
す
言
語
間
の
関
係
の
う
ち
に
、
従
来
の
支
配
、
被
支
配
の
関
係
の
な
か
で
声
を
奪
わ
れ
、
存
在
す
ら
認
め
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
他
者
の
言
語
が
見
い
だ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
そ
の
言
語
を
反
響
さ
せ
る
言
語
も
生
成
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、

こ
の
出
来
事
を
媒
介
す
る
潜
在
力
を
「
字
句
通
り
」
翻
訳
す
る
こ
と
に
見
て
い
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
実
践
の
破
壊
的
か
つ
創
造
的
な

作
用
に
迫
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節

翻
訳
に
よ
る
言
語
の
破
壊
と
純
化

「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
か
ら
「
翻
訳
者
の
課
題
」
に
至
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
哲
学
の
展
開
の
原
動
力
と

な
っ
た
の
は
、
一
九
一
五
年
に
始
ま
っ
た
シ
ョ
ー
レ
ム
と
の
交
流
、
と
く
に
彼
と
の
詩
的
な
作
品
の
翻
訳
を
め
ぐ
る
意
見
交
換
だ
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
両
者
が
詩
の
翻
訳
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
早
く
か
ら
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

『
悪
の
華
』
の
翻
訳
を
進
め
て
い
た（

15
）。

そ
の
こ
と
が
、
一
九
二
三
年
に
こ
の
詩
集
の
一
部
で
あ
る
「
パ
リ
風
景
」
の
独
仏
対
訳
の
刊
行

に
結
び
つ
い
た
の
だ
っ
た
。
他
方
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
一
九
一
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
雅
歌
と
哀
歌
を
ド
イ
ツ
語

へ
翻
訳
し
て
い
る
。
と
く
に
哀
歌
の
翻
訳
に
は
「
嘆
き
と
哀
歌
に
つ
い
て
」
と
い
う
跋
文
を
添
え
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
を
刺
激
し
た
は
ず
だ（

16
）。

実
際
、「
翻
訳
者
の
課
題
」
を
執
筆
す
る
際
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
翻
訳
の
実
践
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
論
的
反
省
を
重
ね
て
き
た

シ
ョ
ー
レ
ム
の
意
見
を
求
め
た（

17
）。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
そ
れ
に
先
立
ち
、
シ
ョ
ー
レ
ム
の
雅

歌
の
翻
訳
に
批
判
的
な
論
評
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
一
七
年
七
月
十
七
日
付
の
シ
ョ
ー
レ
ム
宛
書
簡
に
お
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
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ン
は
、
改
訂
さ
れ
た
雅
歌
の
翻
訳
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
「
ヘ
ブ
ラ
イ
語
へ
の
愛
」
が
「
ド
イ
ツ
語
と
い
う
媒
体
」
に
お
い
て
充
分
に
表

現
さ
れ
て
い
な
い
点
を
問
題
視
し
て
い
る（

18
）。

ヘ
ブ
ラ
イ
語
へ
の
畏
敬
が
勝
っ
て
い
る
――
彼
は
、
こ
の
聖
書
の
言
語
は
堕
罪
を
免
れ
て

い
る
と
日
記
に
記
し
て
い
た
――
た
め
に
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
雅
歌
を
ド
イ
ツ
語
へ
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
を
新
た
に
響
か

せ
る
媒
体
を
見
い
だ
す
に
は
至
っ
て
い
な
い（

19
）。

こ
の
点
を
指
摘
す
る
際
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
引
き
合
い
に
出
す
の
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
よ
る
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
頌
歌
の
翻
訳
で
あ
る
。

ス
フ
ェ
ー
レ

そ
こ
に
は
、「
ド
イ
ツ
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
が
同
等
で
あ
る
圏
域
が
開
か
れ
た
」
の
だ（

20
）。

翻
訳
は
、
二
つ
の
言
語
が
対
等
に
響
き
合
う
一

ル
フ
ト
ク
ラ
イ
ス

つ
の
新
た
な
圏
域
を
切
り
開
く
。
そ
の
圏
域
は
「
翻
訳
者
の
課
題
」
に
お
い
て
は
、「
言
語
の
よ
り
高
次
で
純
粋
な
気
圏
」
と
呼
ば
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
言
語
の
宥
和
と
成
就
の
領
域
」
で
も
あ
る
と
い
う（

21
）。

ギ
リ
シ
ア
語
の
原
作
が
こ
の
圏
域
へ
向
か
っ
て
い
る

こ
と
を
ド
イ
ツ
語
の
う
ち
に
引
き
出
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
よ
る
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
頌
歌
の
翻
訳
は
、
ソ
ポ
ク
レ
ス

ウ
ア
ビ
ル
ダ
ー

の
悲
劇
の
翻
訳
と
と
も
に
、「
翻
訳
と
い
う
形
式
の
原
像
」
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
二
つ
の
言
語
の
独
特
の
「
ハ
ー
モ
ニ
ー
」
が

響
く
の
だ（

22
）。

こ
だ
ま

言
語
と
言
語
の
照
応
関
係
を
表
わ
す
こ
の
「
ハ
ー
モ
ニ
ー
」
は
、
実
際
に
は
翻
訳
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
う
「
原
作
の
谺
」

と
し
て
鳴
り
響
く（

23
）。

そ
の
響
き
は
、
彼
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
微
か
に
し
か
意
味
を
伝
え
な
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
翻
訳
は
、
そ
れ
ほ

ヴ

ェ

ル

ト

リ

ヒ

カ

イ

ト

ど
ま
で
に
「
字
句
通
り
で
あ
る
こ
と
」
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
一
方
で
は
、
言
語
の
慣
習
化
し
た
制
度
が
破
壊
さ
れ
る
。

統
辞
を
含
め
て
「
字
句
通
り
」
翻
訳
す
る
な
ら
、
あ
る
「
言
語
」
の
自
然
化
さ
れ
た
流
れ
が
遮
断
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
異
質
な
言
葉
遣

い
が
入
り
込
む
の
だ
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
突
き
詰
め
て
「
翻
訳
」
作
品
を
構
成
す
る
な
ら
、「
真
の
翻
訳
は
透
明
で
あ
る
」
と
述
べ

ら
れ
る
よ
う
に
、
内
容
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た
原
作
の
言
葉
の
一
つ
ひ
と
つ
が
何
か
を
語
る
作
用
に
お
い
て
鳴
り
響
く
媒
体
が
形
成
さ
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れ
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
考
え
て
い
た（

24
）。

こ
こ
に
あ
る
「
言
語
」
の
制
度
の
破
壊
に
よ
る
言
語
の
透
明
化
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
後
に
「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
」
に
お
い
て
語
る

ラ
イ
ニ
グ
ン
グ

「
純
化
」
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
彼
は
そ
の
な
か
で
「
被
造
物
の
根
源
に
あ
る
の
は
、
純
粋
さ
で
は
な
く
、
純
化
で
あ
る
」
と

デ
ィ
・
フ
ァ
ッ
ケ
ル

述
べ
る（

25
）。

単
独
編
集
で
雑
誌
『
松
明
』
を
出
し
続
け
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
常
套
句
が
「
現
実
」
を
作
り
上
げ
る
状
況
に
対
し
て
絶
望

的
な
抵
抗
を
試
み
る
ク
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
そ
の
方
法
と
は
引
用
で
あ
る
。
引
用
を
つ
う
じ
て
テ
ク
ス
ト
が
新
た
に
編
み
上
げ
ら
れ
る

の
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
純
化
さ
れ
た
媒
体
が
構
成
さ
れ
、
そ
こ
で
言
語
が
そ
の
創
造
性
を
発
揮
す
る
。
こ
の
地
点
は
、
原
作
の
言
葉
を

「
字
句
通
り
」
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
目
指
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
翻
訳
も
引
用
も
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
は
破
壊

的
で
あ
る
。

救
出
し
つ
つ
懲
罰
す
る
引
用
に
お
い
て
言
語
は
、
自
己
自
身
が
正
義
の
字
母
で
あ
る
こ
と
を
証
す
。
引
用
は
言
葉
を
そ
の
名
で
呼

び
出
す
と
と
も
に
、
そ
れ
を
文
脈
か
ら
破
壊
的
に
引
き
剝
が
す
が
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
言
葉
を
そ
の
根
源
へ
呼
び
戻
す
の
だ
。

新
た
に
組
み
上
げ
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
言
葉
は
、
韻
律
を
欠
く
こ
と
な
く
姿
を
現
わ
し
、
調
子
を
合
わ
せ
な
が
ら
鳴
り
響

く
。
押
韻
と
い
う
か
た
ち
で
引
用
は
、
そ
の
ア
ウ
ラ
の
う
ち
に
類
似
す
る
も
の
を
集
め
る
。
引
用
は
名
と
し
て
独
り
、
表
現
を
も

た
な
い
ま
ま
佇
ん
で
い
る
。
言
語
の
前
で
二
つ
の
領
域
――
根
源
と
破
壊
――
が
証
明
さ
れ
る
。
ま
た
逆
に
、
こ
れ
ら
の
領
域
が

浸
透
し
合
う
と
こ
ろ
で
――
す
な
わ
ち
引
用
に
お
い
て
――
の
み
、
言
語
は
完
成
さ
れ
て
い
る
。
引
用
に
映
し
出
さ
れ
る
の
は
天

使
の
言
語
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
言
葉
が
、
意
味
で
言
葉
が
連
な
る
牧
歌
的
な
文
脈
か
ら
遮
断
さ
れ
、
創
造
の
書
の
モ
ッ

ト
ー
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

26
）。
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こ
の
よ
う
に
字
句
通
り
の
翻
訳
の
思
想
を
、
ク
ラ
ウ
ス
論
に
お
け
る
「
言
葉
を
そ
の
名
で
呼
び
出
す
」
引
用
の
思
想
と
結
び
つ
け
る

な
ら
、
翻
訳
の
言
語
の
正
義
へ
向
け
た
実
践
と
し
て
の
側
面
を
照
ら
し
出
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ク
ラ
ウ
ス
の
方
法
と
し
て
の
引
用
に

も
突
き
詰
め
れ
ば
そ
の
よ
う
な
要
素
が
含
ま
れ
る
が
、
言
葉
遣
い
の
一
つ
ひ
と
つ
に
忠
実
に
原
文
を
翻
訳
す
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言

葉
が
新
た
に
、
別
の
言
語
で
響
き
始
め
る
。
こ
の
出
来
事
が
生
じ
る
と
き
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
翻
訳
の
言
語
と
、
後
世
の
新
た
な
展
開

を
示
す
原
作
の
言
語
の
あ
い
だ
に
は
、
呼
応
し
合
う
対
等
な
関
係
が
生
ま
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
正
義
の
あ
り

か
を
暗
示
し
な
が
ら
「
ハ
ー
モ
ニ
ー
」
を
鳴
り
響
か
せ
る
言
語
間
の
関
係
へ
向
け
た
実
践
が
、「
法
」
と
し
て
言
語
を
支
配
す
る
秩
序

を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
翻
訳
の
破
壊
性
は
、「
翻
訳
者
の
課
題
」
に
お
い
て
は
、「
翻
訳
の
自
由
」
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

む
し
ろ
翻
訳
の
自
由
は
、
翻
訳
者
の
言
語
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
つ
つ
、
純
粋
言
語
の
た
め
に
こ
そ
そ
の
真
価
を
発
揮
す
る
の
だ
。

異
質
な
言
語
の
う
ち
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
あ
の
純
粋
言
語
を
、
み
ず
か
ら
の
言
語
の
う
ち
に
救
済
す
る
こ
と
、
作
品
の
う
ち
に
囚

わ
れ
て
い
る
も
の
を
改
作
の
う
ち
に
解
き
放
つ
こ
と
、
こ
れ
が
翻
訳
者
の
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
課
題
の
た
め
に
、
翻
訳

者
は
自
身
の
言
語
と
い
う
腐
っ
た
柵
を
打
ち
破
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
ル
タ
ー
、
フ
ォ
ス
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
ゲ
オ
ル
ゲ
は
、

ド
イ
ツ
語
の
限
界
を
押
し
広
げ
た
の
で
あ
る（

27
）。

原
作
の
言
葉
の
一
つ
ひ
と
つ
の
語
る
働
き
へ
注
意
を
注
ぐ
翻
訳
は
、
引
用
と
同
様
、
言
葉
を
「
そ
の
名
で
呼
び
出
す
」
力
を
発
揮
す
る

は
ず
だ
。
そ
の
た
め
に
翻
訳
は
、
制
度
的
な
「
言
語
」
で
の
言
葉
の
意
味
を
伝
え
る
こ
と
か
ら
は
、
徹
底
的
に
自
由
で
あ
る
必
要
が
あ
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る
。
こ
う
し
て
翻
訳
は
、
言
語
を
そ
の
純
粋
な
根
源
へ
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
言
語
」
へ
呼
び
戻
し
て
純
化
す
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、

制
度
と
し
て
分
立
す
る
「
言
語
」
の
破
壊
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
最
初
に
破
壊
さ
れ
る
の
は
翻
訳
者
の
言
語
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、「
純
粋
言
語
」
と
し
て
語
る
作
用
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
翻
訳
は
、
翻
訳
す
る
言
語
の
う
ち
に
あ
る
「
腐
っ
た
柵
を
打
ち
破
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
翻
訳
者
の
課
題
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
暴
力
批
判
論
」
に
お
い
て
、
生
死
を
左
右
す
る
暴
力
を
独
占
し
、
そ

の
行
使
に
よ
っ
て
自
己
を
強
化
す
る
法
的
制
度
に
「
ど
こ
か
腐
っ
た
も
の
」
が
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
の
と
重
な
る（

28
）。

法
に
も
と
づ
く

制
度
は
、
権
力
の
た
め
に
暴
力
を
行
使
し
続
け
る
。
翻
っ
て
翻
訳
論
に
現
わ
れ
る
「
固
有
の
言
語
と
い
う
腐
っ
た
柵
」
と
い
う
言
葉
が

暗
示
し
て
い
る
の
は
、「
母
語
」
と
し
て
自
然
化
さ
れ
、
神
話
化
さ
れ
た
「
言
語
」
も
ま
た
、
人
工
の
制
度
で
あ
る
こ
と
に
ほ
な
か
ら

な
い
。
意
訳
と
し
て
の
翻
訳
は
、
他
の
言
語
で
語
ら
れ
た
言
葉
を
、
意
味
の
次
元
で
既
成
の
「
言
語
」
の
制
度
に
吸
い
上
げ
さ
せ
、
そ

の
支
配
力
を
強
化
す
る
の
で
あ
る
。

「
バ
ベ
ル
」
の
後
で
分
立
し
た
言
語
の
い
く
つ
か
は
、
文
法
な
ど
の
制
度
を
整
え
、
支
配
的
な
地
位
を
確
立
し
た
。
あ
る
言
語
が
、

他
言
語
の
言
葉
が
そ
こ
へ
翻
訳
さ
れ
る
べ
き
言
語
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
翻
訳
は
こ
の
言
語
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
だ

と
い
う
認
識
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
語
の
支
配
的
な
地
位
を
物
語
っ
て
い
る
。
意
訳
が
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
言
語
は

「
主
要
言
語
」
と
し
て
の
支
配
力
を
強
化
し
、
マ
イ
ナ
ー
な
言
語
の
声
を
奪
っ
て
い
く
。
日
本
語
を
含
め
、
近
代
的
な
制
度
と
し
て
の

「
言
語
」
は
、
そ
の
よ
う
な
植
民
地
主
義
的
な
暴
力
を
振
る
い
続
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
制
度
の
「
腐
っ
た
柵
」
を
打
ち
破
り
、
言

語
と
言
語
が
対
等
に
呼
応
し
合
う
「
高
次
で
純
粋
な
気
圏
」
へ
言
語
を
導
く
の
が
翻
訳
の
課
題
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
こ
に
あ
る
愛

に
も
と
づ
く
作
用
を
掘
り
下
げ
て
い
き
た
い
。
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第
三
節

異
な
る
言
葉
遣
い
へ
の
愛
か
ら
の
正
義

近
代
の
歴
史
に
お
い
て
「
主
要
言
語
」
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
言
語
の
支
配
圏
の
拡
大
は
、
意
訳
と
し
て
の
翻
訳
を
伴
っ
て
き

た
。
そ
の
過
程
は
、
地
球
全
体
へ
の
植
民
地
支
配
の
拡
大
の
そ
れ
と
も
重
な
る
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
が
『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
性
批
判
』

の
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
翻
訳
が
「
侵
犯
」
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
く
に
帝
国
主

義
の
時
代
に
は
、
翻
訳
さ
れ
る
マ
イ
ナ
ー
な
言
語
が
劣
位
に
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
て
い
た
。
そ
の
場
所
は
、
小
説
の
一
場
面
で
も
あ
る
。

例
え
ば
そ
こ
で
植
民
地
の
被
支
配
者
は
、
ぎ
く
し
ゃ
く
と
し
た
英
語
を
語
ら
さ
れ
る
の
だ（

29
）。

逆
に
、
英
語
を
は
じ
め
支
配
的
な
言
語
を

滑
ら
か
に
話
せ
る
よ
う
に
な
る
と
は
、
そ
の
言
語
の
論
理
に
身
体
か
ら
飼
い
馴
ら
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
、
言
語
を
媒
介

に
植
民
地
主
義
が
浸
透
し
て
い
く
。

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
論
を
こ
の
「
侵
犯
」
と
し
て
の
翻
訳
の
方
向
性
に
対
置
す
る
一
方
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
訳

業
に
翻
訳
の
「
原
像
」
を
見
る
と
こ
ろ
に
は
、
西
洋
の
文
学
を
支
配
し
て
き
た
古
典
語
へ
の
崇
敬
が
色
濃
く
表
わ
れ
て
い
る
と
も
述
べ

て
い
る（

30
）。

た
し
か
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
哲
学
の
視
野
に
、
第
三
世
界
の
言
語
を
は
じ
め
、
支
配
的
な
「
主
要
言
語
」
か
ら
す
る
と
マ

イ
ナ
ー
な
言
語
が
主
題
と
し
て
入
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
と
は
い
え
、
言
語
間
の
支
配
と
被
支
配
の
関
係
を
解
体
す
る
翻
訳
の

可
能
性
を
め
ぐ
る
彼
の
思
考
は
、「
正
義
」
に
通
じ
る
言
語
と
言
語
の
対
等
な
関
係
を
翻
訳
か
ら
考
え
る
手
が
か
り
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
し
て
細
部
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
関
係
の
回
路
が
開
か
れ
る
と
い
う
彼
の
思
想
は
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
翻
訳
の
理
論
と
通
底
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
は
、「
字
句
通
り
」
の
翻
訳
の
姿
を
示
し
た
以
下
の
一
節
に
凝
縮
さ
れ
て
い
よ
う
。「
つ
ま
り
、
一
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つ
の
器
の
か
け
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
に
は
、
欠
片
ど
う
し
が
最
も
微
細
な
細
部
に
至
る
ま
で
相
互
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

同
じ
形
を
し
て
い
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
、
翻
訳
は
み
ず
か
ら
を
原
作
の
意
味
に
似
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
愛
を
こ
め
て
、
個
々

の
細
部
に
至
る
ま
で
、
原
作
が
示
す
意
味
す
る
仕
方
を
み
ず
か
ら
の
言
語
の
う
ち
に
形
づ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

31
）」。

ス
ピ
ヴ
ァ
ク

は
、
ま
さ
に
こ
の
一
文
を
『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
性
批
判
』
に
引
用
し
、「
侵
犯
」
と
し
て
の
翻
訳
を
批
判
し
て
い
る
。
他
者
の
言

葉
を
翻
訳
し
、
新
た
に
響
か
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
、「
字
句
通
り
」
に
異
質
な
言
葉
遣
い

へ
の
愛
を
貫
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
愛
の
行
為
と
し
て
の
翻
訳
の
理
論
を
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、『
教
育
装
置
の
内
部
の
外
』
に
収
め
ら
れ
た
論
文
「
翻
訳
の
政

治
学
」
で
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
翻
訳
を
、「
最
も
親
密
な
読
み
の
行
為
」
と
定
義
す
る（

32
）。

そ
の
行
為
も
異
質

な
言
葉
へ
の
愛
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
愛
は
、
言
語
間
の
関
係
を
脱
植
民
地
化
す
る
。「
主
要
言
語
」
の
文
化
的
覇
権
を
揺
さ
ぶ

り
な
が
ら
、
そ
の
な
か
で
沈
黙
を
強
い
ら
れ
て
き
た
声
を
届
け
よ
う
と
す
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
愛
の
行
為
を
、
彼
女
は
自
身
の
翻
訳

の
実
践
を
背
景
に
論
じ
て
い
る
。「
最
も
親
密
な
読
み
の
行
為
」
と
い
う
翻
訳
の
定
義
は
、
彼
女
が
十
八
世
紀
に
ベ
ン
ガ
ル
語
で
書
か

れ
た
詩
を
英
語
へ
翻
訳
し
た
際
に
訳
者
の
序
文
に
記
し
た
も
の
で
、「
翻
訳
の
政
治
学
」
で
は
、
こ
の
愛
の
行
為
と
し
て
の
翻
訳
を
、

他
者
の
馴
致
と
し
て
の
翻
訳
と
対
照
さ
せ
て
い
る
。

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
自
身
が
手
が
け
た
詩
の
翻
訳
を
、
同
じ
詩
が
西
洋
人
の
「
詩
」
へ
の
期
待
に
応
え
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
語
へ
翻
訳

さ
れ
た
例
と
比
較
す
る
。
後
者
で
は
、
母
親
の
生
活
と
深
く
結
び
つ
き
な
が
ら
自
嘲
が
入
り
交
じ
る
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
原
作
の
調
子
が
失

わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
に
よ
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
求
め
る
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
気
高
さ

を
帯
び
る
。
こ
う
し
て
知
に
よ
っ
て
他
者
の
言
葉
を
均
し
、
飼
い
馴
ら
す
翻
訳
に
対
置
さ
れ
る
の
が
、
他
者
の
言
葉
に
寄
り
添
う
な
か
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で
翻
訳
す
る
言
語
の
ほ
う
が
擦
り
切
れ
、
そ
の
組
成
が
ほ
つ
れ
て
い
く
よ
う
な
翻
訳
で
あ
る
。
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、「
翻
訳
す
る
と
き
、

私
は
テ
ク
ス
ト
に
降
伏
す
る
」
と
も
語
っ
て
い
る（

33
）。

愛
に
も
と
づ
く
翻
訳
は
、
翻
訳
す
る
言
語
が
解
体
す
る
ま
で
に
、
徹
底
的
に
テ
ク

ス
チ
ュ
ア
に
付
き
従
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
翻
訳
を
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
は
、
西
洋
人
の
欲
望
を
満
た
す
か
た
ち
で
意
味
と
美
的
な
価
値
を
伝
達
す
る
従
来
の
翻
訳
と
峻
別

す
る
。
彼
女
が
実
践
を
背
景
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
翻
訳
す
る
言
語
が
「
ほ
つ
れ
る
こ
と
を
許
容
す
る
一
方
で
、
翻
訳
者
の
作
用
と
、

そ
の
想
像
上
の
、
あ
る
い
は
現
実
の
聞
き
手
の
要
求
を
斥
け
る
よ
う
な
一
つ
の
愛
」
を
浸
透
さ
せ
る
翻
訳
な
の
で
あ
る
。
彼
女
は
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
論
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
「
翻
訳
者
の
課
題
」
を
こ
う
規
定
す
る
。「
翻
訳
者
の
課
題
と
は
、
原
作
と
そ
の
影
の

あ
い
だ
に
こ
の
愛
が
行
き
渡
る
よ
う
促
す
こ
と
で
あ
る（

34
）」。

こ
の
異
質
な
言
葉
遣
い
へ
の
愛
を
貫
く
翻
訳
は
、
言
語
の
あ
い
だ
に
よ
り

緊
密
な
関
係
の
回
路
を
開
く
だ
ろ
う
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
翻
訳
者
の
課
題
」
で
は
、
他
者
の
言
葉
に
寄
り
添
う
翻
訳
は
言
語
と
言
語
の
緊
密
な
関
係
へ
向
か
う
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
合
目
的
な
生
の
現
わ
れ
は
、
そ
の
合
目
的
性
一
般
と
同
様
、
結
局
の
と
こ
ろ
生
に
と
っ
て
で
は
な
く
、
生
の
本
質
の
表

現
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
の
表
出
に
と
っ
て
合
目
的
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
翻
訳
は
究
極
的
に
は
、
言
語
ど
う
し

の
最
も
内
的
な
関
係
の
表
現
に
対
し
て
合
目
的
で
あ
る
。
翻
訳
は
、
こ
の
隠
さ
れ
た
関
係
そ
の
も
の
を
啓
示
す
る
こ
と
も
造
り
出

す
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
翻
訳
が
そ
の
関
係
を
萠
芽
的
に
、
あ
る
い
は
集
約
的
に
実
現
す
る
こ
と
で
、
そ
の
関
係
を
表
出

す
る
こ
と
な
ら
で
き
る（

35
）。
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イ
ン
ニ
ヒ

イ
ン
ニ
ヒ

翻
訳
か
ら
暗
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
言
語
間
の
「
最
も
内
的
な
」
関
係
は
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
翻
訳
論
に
照
ら
せ
ば
、「
最
も
親
密
な
」

関
係
で
も
あ
る
。
異
質
な
言
葉
遣
い
を
受
け
容
れ
、
愛
を
込
め
て
そ
の
細
部
に
寄
り
添
う
翻
訳
は
、「
主
要
言
語
」
の
存
在
が
示
す
言

語
間
の
階
層
秩
序
を
解
体
し
な
が
ら
、
言
語
と
言
語
の
あ
い
だ
に
対
等
で
親
密
な
関
係
の
回
路
を
開
く
。
そ
こ
か
ら
未
聞
の
言
葉
が
響

く
と
き
、
一
つ
の
言
語
は
、
他
の
言
語
と
呼
応
し
な
が
ら
、
初
期
の
言
語
論
を
書
い
た
頃
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
語
っ
た
「
世
界
の
状
態
」

と
し
て
の
正
義
に
開
か
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
状
態
は
、
四
半
世
紀
ほ
ど
後
に
彼
が
「
真
の
普
遍
史
」
と
と
も
に
語
っ
た

「
メ
シ
ア
的
な
世
界
」
の
状
態
で
も
あ
る
。

生
あ
る
も
の
が
語
っ
た
言
葉
が
死
者
の
そ
れ
を
含
め
て
応
え
合
い
な
が
ら
鳴
り
響
く
、
言
語
の
万
物
照
応
と
も
言
う
べ
き
「
世
界
の

ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス

状
態
」。
こ
れ
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
古
く
は
教
父
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
語
っ
た
「
万
物
復
興
」
と
し
て
思
い
描
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か（

36
）。

と

も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
救
済
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
関
し
て
は
今
、
二
つ
の
こ
と
が
顧
み
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、
す
べ
て
の
被
造

コ
ン
ス
テ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン

物
が
解
放
さ
れ
た
こ
の
状
態
の
ど
こ
に
も
中
心
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
星
座
」
の
像
で
表
わ
し
た
よ
う
に
、

救
済
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
は
、
生
者
の
言
葉
も
、
死
者
の
言
葉
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
交
換
不
可
能
か
つ
共
約
不
可
能
な
ま
ま
に
響
き
合

う（
37
）。

こ
の
こ
と
は
、
と
も
に
従
う
べ
き
法
――
そ
れ
は
均
す
こ
と
で
同
等
の
権
利
を
定
め
る
だ
ろ
う
――
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
と
は

別
の
正
義
を
指
し
示
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
正
義
と
い
う
範
疇
に
つ
い
て
の
「
覚
え
書
き
」
に
お
い
て
す
で
に
、「
法
と
正
義
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
の
本
質
か

ら
し
て
途
方
も
な
い
深
淵
が
口
を
開
け
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る（

38
）。

正
義
と
法
は
本
質
的
に
架
橋
さ
れ
な
い
。
正
義
は
、
法
と
そ
の
支

配
す
る
力
――
彼
が
言
う
「
神
話
的
暴
力
」
――
か
ら
の
完
全
な
解
放
と
し
て
実
現
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
正
義
は
、
神
的
な
救
済
と

し
て
の
み
あ
り
う
る
。
と
は
い
え
、
地
上
の
被
造
物
が
こ
の
法
外
な
正
義
に
近
づ
く
方
法
は
あ
る
。
そ
の
方
法
が
翻
訳
で
あ
る
こ
と
も
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あ
ら
た
め
て
顧
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
翻
訳
は
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
も
脱
植
民
地
化
へ
向
け
て
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
異
質

な
言
葉
遣
い
へ
の
愛
に
貫
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
翻
訳
は
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
「
言
語
」
の
制
度
を
内
側
か

ら
揺
さ
ぶ
り
、
そ
こ
に
他
者
へ
の
通
路
を
開
く
。

言
語
と
言
語
の
あ
い
だ
に
密
や
か
に
応
え
合
う
回
路
を
切
り
開
き
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
緊
密
に
し
て
親
密
な
関
係
を
新
た
に
響
か
せ

る
と
こ
ろ
に
「
バ
ベ
ル
」
以
後
の
翻
訳
の
実
践
の
余
地
が
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
翻
訳
の
理
論
の
検
討
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
の
は
こ
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
実
践
は
、
制
度
と
し
て
の
「
言
語
」
に
対
し
て
破
壊
的
に
作
用
す
る
一
方
、
他
の
言
語
に
開
か
れ

な
が
ら
自
己
を
再
帰
的
に
創
り
出
す
可
塑
性
を
、
言
語
そ
の
も
の
に
取
り
戻
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
他
者
の
言
葉
遣
い
に
細
や
か

に
寄
り
添
う
翻
訳
は
、
破
壊
的
で
あ
り
な
が
ら
、
言
語
を
純
化
す
る
の
だ
。
で
は
、
こ
う
し
て
愛
に
よ
っ
て
他
者
と
の
あ
い
だ
に
言
葉

と
い
う
媒
体
を
創
造
す
る
翻
訳
の
実
践
を
ど
の
よ
う
に
構
想
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
翻
訳
と
歴
史
を
結
び
つ
け
て
い
た
こ

と
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。

第
四
節
「
微
か
な
メ
シ
ア
の
力
」
――
翻
訳
か
ら
の
文
学
の
潜
在
力

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
翻
訳
論
は
、
彼
女
自
身
の
翻
訳
の
実
践
を
背
景
に
、
異
質
な
言
葉
を
意
味
の
次
元
を
越
え
て
、
そ
の
物
質
的
な
組
成

ま
で
受
け
容
れ
て
い
く
翻
訳
の
姿
を
提
示
す
る
。
そ
の
よ
う
な
翻
訳
は
、
例
え
ば
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ベ
ル
マ
ン
が
論
じ
た
自
民
族
中
心

主
義
を
乗
り
越
え
る
倫
理
的
な
実
践
で
あ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い（

39
）。

そ
れ
は
「
言
語
」
の
制
度
を
内
側
か
ら
揺
さ
ぶ
り
な
が
ら
、
言

語
間
の
支
配
と
被
支
配
の
関
係
を
覆
す
政
治
的
な
実
践
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
脱
植
民
地
化
を
実
践
す
る
翻
訳
を
貫
く
の
が
、
他
者
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の
言
葉
へ
の
愛
で
あ
る
。
こ
の
愛
は
他
者
の
言
語
と
の
あ
い
だ
に
、
支
配
す
る
側
に
対
し
て
は
秘
密
で
あ
る
よ
う
な
親
密
な
関
係
を
築

く
。
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
抑
圧
さ
れ
て
き
た
言
語
が
聴
き
出
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
と
き
、
法
の
彼
岸
に
あ
る
正
義
が
、
愛
に
も
と
づ

く
脱
中
心
的
な
関
係
か
ら
萠
し
て
い
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
、
他
の
言
語
と
共
鳴
す
る
も
う
一
つ
の
言
語
が
、
制
度
と
し
て
の
「
言
語
」
の
限
界
を
越
え
て

生
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
た
な
言
語
と
共
鳴
す
る
な
か
、
原
作
の
言
語
も
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
頃
に
は
見
い
だ
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
可
能
性
を
発
現
さ
せ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
言
語
と
言
語
の
「
最
も
内
的
な
関
係
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
言
語
の
生
長
――
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
れ
を
「
聖
な
る
生
長
」
と
呼
ぶ
――
を
活
性
化
さ
せ
る
呼
応
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
翻
訳
と
は
、
そ
の
回
路
を
切
り

開
く
実
践
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
意
味
す
る
仕
方
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
言
語
に
お
い
て
敵
対
し
合
う
の
に
対
し
、
そ
れ
ら
が
属
す
る
二
つ
の
言
語
に
お

い
て
は
相
互
に
補
完
し
合
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
言
語
に
お
い
て
は
、
意
味
す
る
仕
方
が
、
意
味
さ
れ
る
も
の
へ
向
け
て
相
互
に

補
完
し
合
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
個
別
の
補
完
さ
れ
て
い
な
い
言
語
に
お
い
て
は
、
個
々
の
語
や
文
の
場
合
と
同
様
、

そ
こ
で
意
味
さ
れ
て
い
る
も
の
は
け
っ
し
て
相
対
的
に
自
立
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
絶
え
ざ
る
変
容
の
う
ち
に
置
か
れ
て

い
る
。
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
な
か
か
ら
、
意
味
す
る
仕
方
の
す
べ
て
が
純
粋
言
語
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
。

そ
の
と
き
ま
で
意
味
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
諸
言
語
の
な
か
に
隠
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
さ
ま
ざ
ま
な
言
語

フ
ォ
ル
ト
レ
ー
ベ
ン

が
そ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
歴
史
の
メ
シ
ア
的
終
末
に
達
す
る
ま
で
生
長
す
る
と
す
れ
ば
、
諸
作
品
の
永
遠
な
る
死
後
の
生
と
言
語

の
無
限
の
活
性
化
に
触
れ
て
燃
え
立
つ
翻
訳
こ
そ
、
絶
え
ず
新
た
に
言
語
の
聖
な
る
生
長
を
検
証
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
言
語
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の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
が
啓
示
か
ら
ど
れ
だ
け
遠
く
離
れ
て
い
る
か
、
そ
の
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
こ
の
隔
た
り
を
知

る
な
か
に
ど
れ
ほ
ど
ま
で
現
前
し
う
る
か
を（

40
）。

翻
訳
の
実
践
は
、
原
作
の
「
死
後
の
生
」
の
展
開
を
証
言
し
な
が
ら
、
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
た
言
語
の
自
己
創
造
を
、
言
語
間
の
相
互

補
完
の
う
ち
に
展
開
す
る
。
そ
の
歴
史
の
「
メ
シ
ア
的
終
末
」
に
論
及
し
て
い
る
点
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
神
学
的
思
考
と
ス
ピ
ヴ
ァ
ク

の
世
俗
的
思
考
の
対
蹠
点
を
示
し
て
い
よ
う
。

「
翻
訳
者
の
課
題
」
で
語
ら
れ
る
こ
の
終
末
に
お
い
て
は
、「
純
粋
言
語
」
と
呼
ば
れ
る
創
造
的
な
言
葉
が
、「
言
語
の
宥
和
と
成
就

の
領
域
」
に
お
い
て
直
接
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
終
末
と
は
、
翻
訳
論
と
同
時
期
の
「
暴
力
批
判
論
」
に
お
け

る
「
暴
力
の
歴
史
の
終
わ
り
」
で
も
あ
る
は
ず
だ（

41
）。

そ
こ
に
あ
る
の
が
「
神
学
的゠

政
治
的
断
章
」
に
語
ら
れ
る
、
メ
シ
ア
自
身
に
よ

る
歴
史
に
お
け
る
出
来
事
の
救
済
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
と
も
に
、「
生
者
な
い
し
死
者
の
書
い
た
ど
の
言
葉
も
、
そ
こ
へ
縮
減
さ
れ

る
こ
と
な
く
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
な
言
語
」
が
響
き
始
め
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
一
節
が
示
す
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
言
葉
に
お

い
て
創
造
が
行
な
わ
れ
た
の
と
表
裏
一
体
の
か
た
ち
で
、
救
済
も
ま
た
言
葉
に
お
い
て
成
就
す
る
と
考
え
て
い
た
。
翻
訳
の
実
践
は
、

こ
の
救
済
へ
向
け
て
地
上
の
言
語
を
解
放
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
世
俗
的
な
翻
訳
は
、
こ
の
よ
う
な
「
メ
シ
ア
的
終
末
」
そ
の
も
の
を
到
来
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
翻
訳
者
の
課

題
」
に
よ
れ
ば
、
翻
訳
は
む
し
ろ
、
終
末
と
の
距
離
を
測
る
か
た
ち
で
、
そ
こ
へ
向
け
た
言
語
の
「
聖
な
る
生
長
」
を
賦
活
す
る
。
そ

の
実
践
は
、「
神
学
的゠

政
治
的
断
章
」
に
言
わ
れ
る
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
――
そ
こ
で
は
、
世
俗
的
な
秩
序
の
衰
滅
を
求
め
る
「
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
」
が
地
上
の
「
世
界
政
治
」
に
お
け
る
「
方
法
」
と
さ
れ
て
い
る
――
に
も
通
じ
る
か
た
ち
で
、
言
語
の
制
度
を
徹
底
的
に
破
壊
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し
、
言
語
間
の
支
配
と
被
支
配
の
関
係
を
解
体
す
る
だ
ろ
う（

42
）。

こ
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
実
践
に
よ
っ
て
、
他
言
語
で
語
ら
れ
た
言
葉
を
、

「
言
語
」
の
桎
梏
か
ら
解
き
放
つ
の
だ
。
そ
の
と
き
、
初
期
の
「
覚
え
書
き
」
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
、「
正
義
は
闘
争
の
倫
理
的
側
面

で
あ
る
」
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う（

43
）。

こ
の
闘
争
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
貫
し
て
法
の
破
壊
と
考
え
て
い
た
。「
暴
力
批
判
論
」
が
書
か
れ
た
時
期
の
断
章
に
お
い
て
彼
は

繰
り
返
し
「
ア
ナ
ー
キ
ー
」
と
「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」
を
語
り
、
支
配
の
廃
絶
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
る（

44
）。

例
え
ば
、「
世
界
と
時
間
」

と
い
う
見
出
し
で
始
ま
る
こ
の
頃
の
断
章
に
は
、「
世
俗
の
領
域
に
お
け
る
ア
ナ
ー
キ
ー
の
意
味
は
、
自
由
の
歴
史
哲
学
的
な
場
と
規

定
さ
れ
う
る
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る（

45
）。

ま
た
、「
私
の
道
徳
哲
学
」
が
示
唆
さ
れ
る
同
時
期
の
断
章
で
は
、「
そ
の
文
脈
に
お
い
て

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
い
う
術
語
は
、
理
論
の
た
め
に
使
わ
れ
う
る
は
ず
だ
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」
は
、「
倫

理
的
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
も
斥
け
る
徹
底
的
な
脱
支
配
で
あ
る（

46
）。

た
だ
し
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
頃
、
闘
争
が
愛
に

よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
も
示
し
て
い
た
。

「
翻
訳
者
の
課
題
」
に
お
い
て
語
ら
れ
る
愛
は
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
の
愛
に
よ
る
翻
訳
の
理
論
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
他
者
の
言
葉
遣
い
の
細
部
に
寄
り
添
う
翻
訳
の
実
践
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
他
者
の
言
語
を
支
配
と
被

支
配
の
関
係
か
ら
解
放
す
る
と
同
時
に
、
翻
訳
者
の
言
語
を
も
歴
史
的
な
制
度
か
ら
解
放
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
言
語
と
い

う
媒
体
は
そ
れ
自
身
の
可
塑
性
へ
向
け
て
純
化
さ
れ
る
。
翻
訳
に
言
語
の
自
己
創
造
が
鳴
り
響
く
と
き
、
そ
の
倍
音
に
は
他
の
言
語
と

の
対
等
で
呼
応
し
合
う
関
係
も
響
い
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
翻
訳
は
、「
言
語
ど
う
し
の
最
も
内
的
な
関
係
の
表
現
に
対
し
て
合
目

的
」
な
の
で
あ
る
。
言
語
の
制
度
に
と
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
破
壊
的
な
そ
の
表
現
に
は
、
愛
に
よ
る
正
義
の
萠
芽
が
あ
り
、
そ
れ
は
同

時
に
救
済
の
予
兆
で
も
あ
る
。
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
翻
訳
者
の
課
題
」
を
書
い
た
頃
、
救
済
と
し
て
の
正
義
の
萠
し
が
現
わ
れ
る
場
を
、
来
た
る
べ
き
文
学
に
見
よ
う

と
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
彼
が
自
身
の
編
集
に
よ
る
文
学
雑
誌
『
新
し
い
天
使
』
の
刊
行
を
計
画
し
、
そ
の
な
か
で
翻
訳
に
、
創
作

と
批
評
と
同
等
の
重
要
性
を
持
た
せ
よ
う
と
構
想
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
証
し
立
て
て
い
る
。「
生
成
す
る
言
語
そ
の
も
の

に
不
可
欠
の
厳
格
な
修
練
課
程
」
と
し
て
の
翻
訳
を
展
開
し
な
が
ら
雑
誌
は
、
文
学
を
そ
の
媒
体
か
ら
形
成
す
る
は
ず
だ
っ
た（

47
）。

た
し

か
に
創
作
と
批
評
に
並
ぶ
も
の
と
し
て
翻
訳
を
位
置
づ
け
る
見
方
は
、「
翻
訳
者
の
課
題
」
に
お
け
る
詩
作
と
翻
訳
の
区
別
を
含
め
、

旧
来
の
文
学
観
に
囚
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
学
の
営
み
と
、
正
義
へ
向
け
た
ア
ナ
ー
キ
ー
な
実
践
の

関
係
も
見
通
し
に
く
く
な
っ
て
い
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
正
義
と
い
う
範
疇
の
た
め
の
「
覚
え
書
き
」
と
時
を
同
じ
く
し
て
言
語
論
を
書
き
下
ろ
し
た
時
期

か
ら
、
地
上
の
被
造
物
が
そ
の
言
語
に
お
い
て
救
出
さ
れ
る
媒
体
を
創
造
す
る
行
為
と
し
て
翻
訳
を
考
察
し
て
い
た
こ
と
も
顧
み
ら
れ

る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
翻
訳
を
、
神
話
の
軛
――
そ
こ
に
は
「
言
語
」
と
い
う
神
話
の
そ
れ
も
含
ま
れ
る
――
か
ら
被
造
物
を

解
放
し
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
言
語
を
響
か
せ
る
実
践
と
し
て
の
翻
訳
の
可
能
性
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、

彼
が
そ
の
歴
史
哲
学
の
展
開
の
な
か
で
、
翻
訳
の
「
メ
シ
ア
的
」
と
も
言
う
べ
き
概
念
に
触
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
、
出

会
い
え
た
他
者
の
言
葉
に
「
死
後
の
生
」
に
お
い
て
向
き
合
う
文
学
の
営
為
と
し
て
翻
訳
を
捉
え
直
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
は

「
微
か
な
メ
シ
ア
の
力
」
が
あ
る
は
ず
だ
。

私
た
ち
の
な
か
に
羨
望
の
念
を
呼
び
起
こ
す
幸
福
は
、
一
緒
に
話
し
か
け
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
人
々
や
、
私
た
ち
に
身
を
委
ね

る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
女
性
た
ち
と
と
も
に
、
私
た
ち
が
呼
吸
し
て
い
た
空
気
の
な
か
に
し
か
存
在
し
な
い
。
言
い
換

－ 114 －



え
る
な
ら
、
幸
福
の
想
念
の
な
か
で
は
、
救
済
の
想
念
が
、
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
た
ち
で
鳴
り
響
い
て
い
る
の
だ
。
歴

史
が
事
と
す
る
過
去
の
想
念
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
過
去
は
、
時
代
の
索
引
を
伴
っ
て
お
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
過
去
は
救
済
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
。
前
の
世
代
と
私
た
ち
の
世
代
の
あ
い
だ
に
は
、
密
か
な
約
束
が
あ
る
。

私
た
ち
は
、
こ
の
地
上
で
待
ち
受
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
の
世
代
に
先
立
つ
ど
の
世
代
と
も
同
様
、
私
た
ち
に
は
微

か
な
メ
シ
ア
の
力
が
授
け
ら
れ
て
お
り
、
過
去
は
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
の
要
求
を
適
当
に
あ
し
ら
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
史
的
唯
物
論
者
は
、
こ
の
道
理
を
心
得
て
い
る（

48
）。

従
来
の
「
文
学
」
の
概
念
を
越
え
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
新
た
な
歴
史
叙
述
に
も
開
か
れ
た
姿
で
構
想
さ
れ
る

文
学
的
実
践
と
し
て
の
翻
訳（

49
）。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
も
試
み
て
い
た
詩
的
作
品
の
翻
訳
で
も
あ
り
う
る
。
翻
訳
は
ま
た
、

パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
作
の
よ
う
に
、
翻
訳
を
作
品
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
に
編
み
込
み
な
が
ら
、「
ド
イ
ツ
語
」
の
よ
う
な
歴
史
的
な

「
言
語
」
を
批
評
的
に
突
き
崩
し
て
詩
の
言
語
を
形
成
す
る
創
作
で
も
あ
り
う
る
に
ち
が
い
な
い（

50
）。

さ
ら
に
は
ス
ヴ
ェ
ト
ラ
ー
ナ
・
ア

レ
ク
シ
エ
ー
ヴ
ィ
チ
の
文
学
が
示
す
よ
う
な
、
今
も
続
く
暴
力
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
た
者
た
ち
の
「
歴
史
」
の
神
話
化
に
よ
っ
て
封
印

さ
れ
て
き
た
声
を
作
品
に
反
響
さ
せ
る
「
聞
き
書
き
」
か
ら
の
文
学
も
、
翻
訳
の
実
践
に
数
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

51
）。

そ
れ

は
歴
史
叙
述
の
可
能
性
を
拡
張
す
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
翻
訳
の
実
践
は
、
支
配
的
な
「
言
語
」
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
神
話
と
し
て
の
「
歴
史
」
に
よ
っ
て
声
を
奪
わ

れ
て
き
た
者
――
そ
れ
は
「
人
間
」
の
埒
外
へ
追
い
や
ら
れ
た
者
で
も
あ
る
――
の
声
が
響
い
て
く
る
回
路
を
、
言
語
と
言
語
の
あ
い

だ
に
切
り
開
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
言
語
そ
の
も
の
が
脱
植
民
地
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
言
語
が
解
放
さ
れ
、
他
者
に
開
か
れ
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る
瞬
間
に
、
定
型
化
さ
れ
た
情
報
の
喧
騒
は
止
ま
る
。
過
去
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
「
微
か
な
メ
シ
ア
の
力
」
と
は
、
暴
力
の
歴
史
が

こ
の
ま
ま
続
く
こ
と
を
中
断
す
る
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
葉
の
未
聞
の
響
き
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
翻
訳
が

救
済
と
し
て
の
正
義
の
到
来
に
言
語
を
開
く
と
き
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ク
ラ
ウ
ス
論
の
な
か
で
述
べ
た
よ
う
に
、
言
語
と
は
「
正
義
の
字

母
で
あ
る
」
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

註

（
１
）Paul

C
elan,

»Port
B

ou
–

D
eutsch?«

,
in

:
D

ie
G

edichte
:

kom
m

entierte
G

esam
tausgabe

in
einem

B
and

,
herausgegeben

und
kom

m
en-

tiert
von

B
arbara

W
iedem

ann,
Frankfurt

am
M

ain
:

Suhrkam
p,

2005,
S.

510.

一
九
六
八
年
七
月
十
九
日
に
書
か
れ
た
こ
の
詩
の
題
に
挙

げ
ら
れ
て
い
る
「
ポ
ル
ボ
ウ
」
と
は
、
一
九
四
〇
年
九
月
二
十
六
日
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
自
死
を
遂
げ
た
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
国
境
の
都
市
の

名
で
あ
る
。

（
２
）W

alter
B

enjam
in,

»Ü
ber

Sprache
überhaupt

und
über

die
Sprache

des
M

enschen«,
in

:
G

esam
m

elte
Schriften

(G
S

)
B

d.
II,

Frankfurt

am
M

ain
:

Suhrkam
p,

1977,
S.

151.

日
本
語
訳
は
、「
言
語
一
般
に
つ
い
て
、
ま
た
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」、
山
口
裕
之
編
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
五
頁
。
翻
訳
か
ら
言
語
そ
の
も
の
を
、
他
に
開
か
れ
た
不
断
の
自
己
創
造
と
考
え
る

言
語
哲
学
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
著
も
参
照
さ
れ
た
い
。『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
哲
学
――
翻
訳
と
し
て
の
言
語
、
想
起
か
ら
の
歴
史
』
平
凡

社
、
二
〇
一
四
年
。

（
３
）Idem
,

»N
otizen

zu
einer

A
rbeit

über
die

K
ategorie

der
G

erechtigkeit«,
in

:
F

rankfurter
A

dorno
B

lätter
B

d.
IV

,
herausgegeben

vom

T
heodor

W
.A

dorno
A

rchiv,
M

ünchen
:

E
dition

Text+
K

ritik,
1995,

S.
41.

英
語
訳
（N

otes
to

a
Study

on
the

C
ategory

of
Justice

）
は
、

以
下
の
論
考
に
含
ま
れ
て
い
る
。E

ric
Jacobson,

M
etaphysics

of
the

P
rofane

:
T

he
Political

T
heology

of
W

alter
B

enjam
in

and
G

ershom

Scholem
,

N
ew

Y
ork

:
C

olom
bia

U
niversity

Press,
2003,

pp.166－
167.

な
お
、「
正
義
の
範
疇
に
つ
い
て
の
論
考
の
た
め
の
覚
え
書
き
」
が

最
初
に
公
表
さ
れ
た
の
は
、
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
の
『
日
記
』
に
お
い
て
で
あ
る
。G

ershom
Scholem

,
Tagebücher

nebst
A

ufsätze
und

E
ntw

ürfen
bis

1923
1.

H
albband

:
1913－

1917,
Frankfurt

am
M

ain
:

Jüdischer
V

erlag,
1995,

S.
401f.

（
４
）W

.
B

enjam
in,

»N
otizen

zu
einer

A
rbeit

über
die

K
ategorie

der
G

erechtigkeit«,
S.

41.
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（
５
）Idem

,
»T

heologisch-politisches
Fragm

ent«,
in

:
G

S
B

d.
II,

S.
203.

日
本
語
訳
は
「
神
学
的
・
政
治
的
断
章
」、
前
掲
『
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』、

八
三
頁
。

（
６
）「
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
い
ず
れ
の
言
語
も
自
己
自
身
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
伝
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
も
純
粋
な
意
味
に
お
い
て
伝
達

の
『
媒
体M

edium

』
な
の
で
あ
る
」。Idem

,
»Ü

ber
Sprache

überhaupt
und

über
die

Sprache
des

M
enschen«,

S.
143.

日
本
語
訳
は
、
前

掲
『
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』、
一
一
頁
。
言
語
が
「
中
動
態
」
に
お
い
て
自
己
再
帰
的
に
生
成
す
る
と
考
え
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
哲
学
を
、
近
代
ド

イ
ツ
の
言
語
哲
学
の
系
譜
に
位
置
づ
け
た
論
考
と
し
て
以
下
も
参
照
。W

infried
M

enninghaus,
W

alter
B

enjam
ins

T
heorie

der
Sprachm

agie,

Frankfurt
am

M
ain

:
Suhrkam

p,
1995.

（
７
）W

.
B

enjam
in,

»N
otizen

zu
einer

A
rbeit

über
die

K
ategorie

der
G

erechtigkeit«,
S.

41.

（
８
）
聖
書
の
「
創
世
記
」
に
語
ら
れ
る
最
初
の
人
間
ア
ダ
ム
の
創
造
に
つ
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
神
は
人
間
を
言
語
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
く
、
神
に
創
造
の
媒
質
と
し
て
仕
え
た
言
語
を
人
間
の
な
か
に
解
き
放
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
点
で
人
間
の
言
語
は
、
そ
れ
自

体
と
し
て
は
世
界
を
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
開
く
力
を
具
え
て
い
る
。Idem

,
»Ü

ber
Sprache

überhaupt
und

über
die

Sprache
des

M
enschen«,

S.
149.

前
掲
『
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』、
二
二
頁
。

（
９
）Ibid.,

S.
153.

前
掲
訳
書
、
二
八
頁
。

（
10
）Ibid.,

S.
155.

前
掲
訳
書
、
三
二
頁
。

（
11
）Idem

,
E

ntw
ürfe

und
Fassungen

zu
den

T
hesen

»Ü
ber

den
B

egriff
der

G
eschichte«,

in
:

W
erke

und
N

achlaß
:

K
ritische

G
esam

taus-

gabe
(W

uN
)

B
d.

19
:

Ü
ber

den
B

egriff
der

G
eschichte,

B
erlin

:
Suhrkam

p,
2010,

S.
109.

（
12
）
こ
の
よ
う
な
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る
「
普
遍
史
」
の
概
念
を
、
普
遍
史
の
思
想
の
系
譜
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
検
討
し
た
論
考
と
し
て
、
以
下

を
参
照
。
宇
和
川
雄
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
――
ミ
ク
ロ
ロ
ギ
ー
と
普
遍
史
』
人
文
書
院
、
二
〇
二
三
年
。

（
13
）「
翻
訳
者
の
課
題
」は
、
一
九
二
三
年
に
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ
イ
ス
バ
ッ
ハ
の
出
版
社
か
ら『
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル「
パ
リ
風
景
」
――
ヴ
ァ

ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
に
翻
訳
者
の
課
題
に
つ
い
て
の
序
言
を
添
え
て
』
と
い
う
表
題
で
刊
行
さ
れ
た
詩
集
の
「
序
言
」
に

あ
た
る
。C

f.
C

harles
B

audelaire,
Tableaux

Parisiens,
deutsche

Ü
bertragung

m
it

einem
V

orw
ort

über
die

A
ufgabe

des
Ü

bersetzers
von

W
alter

B
enjam

in,
in

:
W

uN
B

d.
7

:
C

harles
B

audelaire
Tableaux

Parisens,
B

erlin
:

Suhrkam
p,

2017,
S.

7.

（
14
）
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
暴
力
批
判
論
」
に
お
い
て
、
法
を
措
定
し
、
維
持
す
る
暴
力
、
す
な
わ
ち
「
神
話
的
暴
力
」
の
概
念
と
鋭
く
対
立
さ
せ
る
か
た

ち
で
法
を
「
壊
滅
さ
せ
る
」
ほ
ど
の
威
力
を
示
す
「
神
的
暴
力
」
の
概
念
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。Idem

,

»Z
ur

K
ritik

der
G

ew
alt«,

in
:

G
S

B
d.

II,
S.

200.

日
本
語
訳
は
、「
暴
力
の
批
判
的
検
討
」、
前
掲
『
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』、
七
二
頁
。
こ
こ
で
は
、
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言
語
を
媒
介
と
す
る
紛
争
の
非
暴
力
的
解
決
に
も
論
及
す
る
「
暴
力
批
判
論
」
が
、「
翻
訳
者
の
課
題
」
と
も
呼
応
す
る
と
こ
ろ
に
着
目
す
る
。

（
15
）
シ
ョ
ー
レ
ム
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
評
伝
に
、
彼
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
頃
、「
彼
〔
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
〕
は
私
に
、
目
下
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
〔『
悪
の
華
』

の
〕
翻
訳
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
語
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。G

ershom
Scholem

,
W

alter
B

enjam
in

—
D

ie
G

eschichte
einer

F
reundschaft,

Frankfurt
am

M
ain

:Suhrkam
p,

1975,
S.

23.

日
本
語
訳
は
、
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
『
わ
が
友
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
』
野
村
修
訳
、
晶
文
社
、

一
九
七
八
年
、
二
四
頁
。

（
16
）
シ
ョ
ー
レ
ム
に
よ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
雅
歌
と
哀
歌
の
ド
イ
ツ
語
訳
な
ら
び
に
後
者
へ
の
跋
文
な
ど
は
、
以
下
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。Idem

,

Poetica
:

Schriften
zur

L
iteratur,

Ü
bersetzungen,

G
edichte,

B
erlin

:
Jüdischer

V
erlag,

2019.

（
17
）W

.
B

enjam
in,

B
rief

an
G

ershom
Scholem

,
B

erlin,
26.

M
ärz

1921,
in

:
G

esam
m

elte
B

riefe
(G

B
)

B
d.

II
:

1919－
1924,

Frankfurt
am

M
ain

:
Suhrkam

p,
1996,

S.
145f.

（
18
）Idem

,
B

rief
an

G
ershom

Scholem
,

Z
ürich,

17.
Juli

1917,
in

:
G

B
B

d.
I

:
1910－

1918,
1995,

S.
370.

（
19
）「
お
そ
ら
く
ヘ
ブ
ラ
イ
語
だ
け
が
い
か
な
る
堕
罪
も
被
っ
て
い
な
い
。現
代
の
言
語
は
す
べ
て
罪
に
堕
ち
た
」。G.

Scholem
,

Tagebücher
1.

H
albband,

S.
466.

（
20
）W

.
B

enjam
in,

B
rief

an
G

ershom
Scholem

,
Z

ürich,
17.

Juli
1917,

G
B

B
d.

I,
S.

371.

（
21
）Idem

,
»D

ie
A

ufgabe
des

Ü
bersetzers«,

in
:

W
uN

B
d.

7,
S.

17.

日
本
語
訳
は
、「
翻
訳
者
の
課
題
」、
前
掲
『
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』、
九
七
頁
。

（
22
）Ibid.,

S.
24.

前
掲
訳
書
、
一
〇
八
頁
。

（
23
）Ibid.,

S.
19.

前
掲
訳
書
、
九
九
頁
。

（
24
）Ibid.,

S.
21.

前
掲
訳
書
、
一
〇
四
頁
。

（
25
）Idem

,
»K

arl
K

raus«,
in

:
G

S
B

d.
II,

365.

日
本
語
訳
は
、「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
」、
前
掲
『
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』、
一
六
六
頁
。

（
26
）Ibid.,

S.
363.

前
掲
訳
書
、
一
六
三
頁
以
下
。

（
27
）Idem

,
»D

ie
A

ufgabe
des

Ü
bersetzers«,

S.
23.

前
掲
訳
書
、
一
〇
六
頁
。

（
28
）Idem

,
»Z

ur
K

ritik
der

G
ew

alt«,
S.

188.

前
掲
訳
書
、
六
二
頁
。
こ
こ
で
は
、
死
刑
制
度
が
刑
の
執
行
ご
と
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
新
た
な
規
則

を
定
め
な
が
ら
自
己
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
両
義
性
に
法
の
根
本
的
な
腐
敗
が
見
て
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
」
に

お
い
て
は
、「
法
の
作
り
事
か
ら
来
る
両
義
性
」
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ス
に
よ
る
批
判
の
眼
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。Idem

,
»K

arl
K

raus«,
S.

367.

前
掲
訳
書
、
一
七
〇
頁
以
下
。

（
29
）G

ayatri
C

hakravorty
Spivak,

A
C

ritique
of

Postcolonial
R

eason
:

Tow
ard

a
H

istory
of

the
Vanishing

P
resent,

C
am

bridge
:

H
arvard

－ 118 －



U
niversity

Press,
1999,

pp.
157－

163.

日
本
語
訳
は
、
ガ
ー
ヤ
ッ
ト
リ
ー
・
チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ォ
ル
テ
ィ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル

理
性
批
判
――
消
え
去
り
ゆ
く
現
在
の
歴
史
の
た
め
に
』
上
村
忠
男
他
訳
、
月
曜
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
三
〇
頁
以
下
。
そ
こ
で
は
ラ
デ
ィ
ヤ
ー

ド
・
キ
プ
リ
ン
グ
の
作
品
が
「
侵
犯
」
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
30
）Ibid.,

p.
162.

前
掲
訳
書
、
二
六
三
頁
以
下
。

（
31
）W

.
B

enjam
in,

»D
ie

A
ufgabe

des
Ü

bersetzers«,
S.

21.

前
掲
『
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』、
一
〇
三
頁
。

（
32
）G

.
C

.
Spivak,

»T
he

Politics
of

T
ranslation«,

in
:

O
utside

in
the

Teaching
M

achine,
L

ondon
:

R
outledge,

1993,
p.

201.

日
本
語
訳
は
、

ガ
ヤ
ト
リ
・
チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ォ
ー
テ
ィ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ッ
ク
「
翻
訳
の
政
治
学
」
鵜
飼
哲
他
訳
、『
現
代
思
想
』
青
土
社
、
一
九
九
六
年
七
月
号
、
二

九
頁
。
こ
の
「
翻
訳
の
政
治
学
」
の
翻
訳
論
と
、
そ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
翻
訳
者
の
課
題
」
と
の
照
応
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
論
で
詳
し
く
紹

介
し
て
い
る
。「
言
語
の
死
後
の
生
へ
――
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
翻
訳
者
の
課
題
」
と
そ
の
継
承
」、『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
一

三
六
号
、
二
〇
二
四
年
一
月
。

（
33
）G

.
C

.
Spivak,

»T
he

Politics
of

T
ranslation«,

pp.
205－

211.

前
掲
「
翻
訳
の
政
治
学
」、
三
二
頁
以
下
。

（
34
）Ibid.,

p.
202.

前
掲
日
本
語
訳
、
三
〇
頁
。

（
35
）W

.
B

enjam
in,

»D
ie

A
ufgabe

des
Ü

bersetzers«,
S.

14.

前
掲
『
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』、
九
一
頁
。

（
36
）Idem

,
D

as
Passagen-W

erk,
in

:
G

S
B

d.
V

,
1983,

S.
573.

日
本
語
訳
は
、
今
村
仁
司
、
三
島
憲
一
他
訳
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
３
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
三
年
、
一
七
七
頁
。「
万
物
復
興
」
の
概
念
を
検
討
し
た
論
考
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
残
り
の
時
』
上

村
忠
男
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。

（
37
）
地
上
の
現
象
は
「
一
回
的
に
し
て
極
端
な
も
の
」
た
ち
の
「
星
座
〔
布
置
〕」
と
し
て
、「
理
念
」
の
次
元
で
救
出
さ
れ
る
と
い
う
視
点
を
『
ド
イ

ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
「
認
識
批
判
的
序
説
」
で
示
し
て
以
来
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
歴
史
を
、
共
約
不
可
能
な
も
の
た
ち
の
星
座
の
よ
う
な
布
置
に
描

き
出
そ
う
と
い
う
構
想
を
持
ち
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。W

.
B

enjam
in,

U
rsprung

des
deutschen

Trauerspiels,
in

:
G

S
B

d.
I,

1974,
S.

215.

日
本
語
訳
は
、『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』
岡
部
仁
訳
、
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
四
頁
以
下
。「
星
座
〔
布
置
〕」
の
概
念
は
歴
史
哲
学

に
お
い
て
は
、
過
去
と
の
遭
遇
に
お
け
る
時
系
列
的
な
過
程
の
革
命
的
な
静
止
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
論
じ
な
が
ら
、
翻
訳
概

念
の
歴
史
哲
学
的
な
意
義
に
も
迫
っ
た
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。Jean

M
arie

G
agnebin,

G
eschichte

und
E

rzählung
bei

W
alter

B
enjam

in,

aus
dem

französischen
O

riginal
übersetzt

von
Judith

K
lein,W

ürzburg,
K

önigshausen
und

N
eum

ann,
2001.

（
38
）W

.
B

enjam
in,

»N
otizen

zu
einer

A
rbeit

über
die

K
ategorie

der
G

erechtigkeit«,
S.

42.

（
39
）C

f.
A

ntoine
B

erm
an,

L
a

traduction
et

la
lettre

ou
l’auberge

du
lointain

,
Paris

:
Seuil,

1999.

日
本
語
訳
は
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ベ
ル
マ
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ン
『
翻
訳
の
倫
理
学
』
藤
田
省
一
訳
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
四
年
。

（
40
）W

.
B

enjam
in,

»D
ie

A
ufgabe

des
Ü

bersetzers«,
S.

16f.

前
掲
『
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』、
九
五
頁
以
下
。

（
41
）Idem

,
»Z

ur
K

ritik
der

G
ew

alt«,
S.

202.

前
掲
訳
書
、
七
七
頁
。

（
42
）Idem

,
»T

heologisch-politisches
Fragm

ent«,
S.

204.

前
掲
訳
書
、
八
五
頁
。

（
43
）Idem

,
»N

otizen
zu

einer
A

rbeit
über

die
K

ategorie
der

G
erechtigkeit«,

S.
42.

（
44
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
も
参
照
。G

abriele
G

uerra,
Judentum

zw
ischen

A
narchie

und
T

heokratie
:

E
ine

religionspolitische

D
iskussion

am
B

eispiel
der

B
egegnung

zw
ischen

W
alter

B
enjam

in
und

G
ershom

Scholem
,

B
ielefeld

:
A

isthesis,
2007.

（
45
）W

.
B

enjam
in,

»W
elt

und
Z

eit…
«,

in
:

G
S

B
d.V

I,
1985,

S.
98.

（
46
）Idem

,
»D

as
R

echt
zur

G
ew

altanw
endung«,

ibid
.,

S.
106f.

（
47
）Idem

,
»A

nkündigung
der

Z
eitschrift

A
ngelus

N
ovus«,

in
:

G
S

B
d.II,

S.
243f.

日
本
語
訳
は
、「
雑
誌
『
新
し
い
天
使
』
の
予
告
」、
浅
井

健
二
郎
編
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
４
――
批
評
の
瞬
間
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
一
八
頁
。

（
48
）Idem

,
»Ü

ber
den

B
egriff

der
G

eschichte
–

A
bschrift«,

in
:

W
uN

B
d.

19,
S.

69f.

日
本
語
訳
は
、「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」、
前
掲
『
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
』、
三
六
〇
頁
以
下
。

（
49
）
歴
史
叙
述
と
文
学
的
営
為
を
架
橋
す
る
試
み
と
し
て
以
下
の
論
考
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
議
論
の
方
向
性
は
、
そ
れ
と
は
い
く
ぶ
ん
異

な
っ
て
い
る
。
イ
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ャ
ン
ブ
ロ
ン
カ
『
歴
史
は
現
代
文
学
で
あ
る
――
社
会
科
学
の
た
め
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
真
野
倫
平
訳
、
名
古
屋

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
。
両
者
の
関
係
は
、
後
に
触
れ
る
「
聞
き
書
き
」
を
含
め
た
広
義
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
践
も
視
野
に
収

め
つ
つ
、
さ
ら
に
「
文
学
」
の
更
新
へ
向
け
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
50
）
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
正
義
の
理
念
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
複
数
言
語
的
な
対
話
と
し
て
の
詩
作
、
さ
ら
に
は
翻
訳
と
し
て
の
詩
作
に
正
義
の
探

究
を
見
届
け
る
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。W

erner
H

am
acher,

Sprachgerechtigkeit,
Frankfurt

am
M

ain
:

Fischer,
2018.

そ
れ
に
よ
る

と
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
作
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
巨
大
な
不
正
が
犯
さ
れ
て
し
ま
っ
た
後
の
世
界
の
正
義
か
ら
の
距
離
を
測
り
つ
つ
、
言
葉
を
持

ち
え
な
い
者
た
ち
に
耳
を
澄
ま
す
。
そ
の
点
で
「
詩
（G

edicht
）
は
、
法
廷
（G

ericht

）
で
は
な
い
」（S.

335

）
と
い
う
。

（
51
）『
戦
争
は
女
の
顔
を
し
て
い
な
い
』（
三
浦
み
ど
り
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
を
は
じ
め
、
ア
レ
ク
シ
エ
ー
ヴ
ィ
チ
の
作
品
を
、
森
崎
和
江

ら
に
よ
る
日
本
列
島
に
お
け
る
「
聞
き
書
き
」
の
文
学
の
展
開
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
検
討
し
、
人
が
死
ぬ
に
ま
か
さ
れ
、
死
体
と
し
て
扱
わ
れ
、

つ
い
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
も
さ
れ
う
る
「
死
政
治
」
の
時
代
に
お
け
る
文
学
の
可
能
性
を
探
究
し
た
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
佐

藤
泉
『
死
政
治
の
精
神
史
――
「
聞
き
書
き
」
と
抵
抗
の
文
学
』
青
土
社
、
二
〇
二
三
年
。
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付
記

本
稿
は
、
二
〇
二
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
に
か
け
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
協
会

（International
W

alter
B

enjam
in

Society

）
の
研
究
集
会
「
正
義
の
政
治
――
テ
ク
ス
ト
、
イ
メ
ー
ジ
、
実
践
」
に
お
い
て
、「
言
語
の
正
義
の
た
め

の
行
為
と
し
て
の
翻
訳
――
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
理
論
の
実
践
的
意
義
に
関
す
る
一
考
察T

ranslation
as

A
ction

for
Justice

of
L

an-

guages
:

A
n

Inquiry
into

the
Practical

M
eaning

of
W

alter
B

enjam
in’s

T
heory

of
T

ranslation

」
と
い
う
表
題
で
行
な
っ
た
研
究
発
表
の
原
稿
の
日

本
語
の
草
稿
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
発
表
時
間
の
関
係
で
英
語
の
原
稿
に
盛
り
込
め
な
か
っ
た
論
点
な
ど
を
含
め
る
か
た
ち
で
、
草
稿
を
大
幅
に
改
稿
し

た
。
註
の
な
か
で
触
れ
た
と
お
り
、
本
稿
の
第
三
節
に
、『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
一
三
六
号
（
二
〇
二
四
年
一
月
）
所
載
の
拙
論
「
言

語
の
死
後
の
生
へ
――
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
翻
訳
者
の
課
題
」
と
そ
の
継
承
」
と
一
部
重
な
る
議
論
が
あ
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。
た
だ
し
、
そ
の

展
開
の
方
向
性
は
本
稿
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
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