
185

こ
の
翻
訳
書
は
、
原
著
者
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ハ
ン
タ
ー
の
意
図
通
り
、

一
九
世
紀
中
葉
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
日
本
の
軽
工
業
理
解

に
新
し
い
光
を
あ
て
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
阿
部
武
司
氏
と

谷
本
雅
之
氏
の
監
訳
に
よ
る
邦
訳
も
す
ば
ら
し
い
。
本
書
の
簡
潔
な

要
約
は
既
に
阿
部
・
谷
本
両
氏
が
「
監
訳
者
あ
と
が
き
」
に
記
し
て

い
る
の
で
、
評
者
と
し
て
は
こ
の
本
の
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
を
追
っ
て

み
た
い
。

著
者
は
、
あ
え
て
今
ま
で
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
テ
ー
マ
、

つ
ま
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
従
来
は
不
可

解
な
こ
と
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
副
次
的
問
題
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
て
こ

ず
、
あ
る
い
は
、
女
性
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
場
合
で
も
、
哀
れ
む

べ
き
存
在
と
し
て
片
付
け
ら
れ
が
ち
で
、
女
性
自
体
を
能
動
的
主
体

と
し
て
扱
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
本
の
初
期
工
業
化
に
お
け
る
労

働
者
の
う
ち
膨
大
な
数
を
占
め
た
の
は
女
性
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
当

時
の
日
本
に
と
っ
て
工
業
化
と
は
軽
工
業
化
を
意
味
し
た
。
一
九
一

四
年
に
は
、
一
〇
〇
万
の
労
働
者
が
、
軽
工
業
の
三
部
門
、
す
な
わ

ち
紡
績
業
・
製
糸
業
・
織
物
業
に
就
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
一

九
三
〇
年
代
に
は
こ
れ
ら
三
部
門
の
み
で
工
業
に
従
事
す
る
労
働
者

総
数
の
三
分
の
一
と
ま
で
は
い
わ
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
四

分
の
一
は
占
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
部
門
で
圧
倒
的
多
数

を
し
め
て
い
た
の
は
女
性
で
あ
る
。
紡
績
業
で
は
約
七
〇
％
か
ら
八

〇
％
、
製
糸
業
・
織
物
業
で
は
じ
つ
に
九
〇
％
が
女
性
で
あ
っ
た
と

〔
書

評
〕

ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ハ
ン
タ
ー
著
、
阿
部
武
司
・
谷
本
雅
之
監
訳

『
日
本
の
工
業
化
と
女
性
労
働
─
戦
前
期
の
繊
維
産
業
─
』牧

村

保

広

（
岩
本
真
一
訳
）
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推
計
さ
れ
て
い
る
（
四
四
頁
）。
こ
れ
ら
三
部
門
間
の
技
術
や
当
時

の
日
本
経
済
に
お
け
る
各
々
の
役
割
は
違
っ
た
に
せ
よ
、
一
つ
の
重

要
な
要
素
は
共
通
し
て
い
た
。
こ
の
要
素
を
解
析
す
る
こ
と
で
、
著

者
は
非
常
に
興
味
深
い
疑
問
に
行
き
つ
き
、
そ
し
て
興
味
深
い
研
究

結
果
を
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

繊
維
産
業
の
労
働
者
の
大
半
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
当
然

す
ぎ
る
事
実
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
じ
っ
さ
い
、
工
場
で
働
く
少

女
た
ち
の
窮
状
（
い
わ
ゆ
る
「
女
工
哀
史
」）
は
日
本
で
よ
く
知
ら
れ

た
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
事
実
の
構
造
的
な
諸
要
因

に
つ
い
て
、
日
本
の
学
者
た
ち
が
真
面
目
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
な

か
っ
た
。
な
ぜ
こ
れ
ら
三
部
門
は
と
く
に
女
性
を
労
働
者
と
し
て

雇
っ
た
の
か
。
な
ぜ
、
と
り
わ
け
少
女
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ

こ
に
は
い
か
な
る
含
意
が
あ
っ
た
の
か
。
義
務
教
育
と
児
童
労
働
保

護
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
後
で
も
、
少
女
を
好
ん
で
雇
い
た

が
る
傾
向
は
続
い
た
。
工
場
主
は
単
に
就
労
年
齢
を
一
〇
代
前
半
か

ら
一
〇
代
後
半
に
移
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
一
九
二
四
年
の

大
阪
の
三
八
工
場
で
は
、
雇
用
の
年
齢
条
件
は
一
六
歳
か
ら
三
〇
歳

ま
で
に
制
限
さ
れ
て
い
た
（
六
四
頁
）。
古
典
派
経
済
学
者
や
マ
ル

ク
ス
主
義
経
済
学
者
に
よ
る
従
来
の
解
説
が
こ
う
し
た
疑
問
に
直
接

答
え
る
こ
と
は
つ
い
ぞ
な
か
っ
た
。
古
典
派
経
済
学
者
は
、
進
ん
だ

工
業
部
門
（
都
市
部
門
）
と
遅
れ
た
農
村
部
門
と
い
う
初
期
の
日
本

産
業
経
済
に
み
ら
れ
る
二
重
構
造
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
農
村
か
ら
の

都
市
の
工
場
へ
の
労
働
移
動
を
説
明
し
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
こ

の
二
重
構
造
に
注
目
し
、
搾
取
さ
れ
た
労
働
者
は
貧
困
農
村
の
出
身

ゆ
え
に
弱
い
立
場
に
立
た
さ
れ
た
と
説
明
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ

の
説
明
に
お
い
て
も
、
な
ぜ
労
働
者
が
若
く
、
か
つ
女
性
で
あ
ら
ね

ば
な
か
っ
た
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、
な
ぜ
女
性
が
男
性
よ
り
も
低
賃

金
で
働
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
っ
き

り
述
べ
て
は
い
な
い
。

著
者
の
ハ
ン
タ
ー
に
拠
る
と
、
こ
れ
は
二
重
の
プ
ロ
セ
ス
の
結
果

で
あ
っ
た
。
一
つ
目
は
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
。
若
い
女
性
を
安
価

に
雇
用
で
き
る
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
た
ち
は
一

家
の
大
黒
柱
で
あ
る
父
親
を
助
け
て
、
家
計
の
足
し
に
働
い
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
工
場
主
た
ち
は
言
い
募
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら

で
あ
る
。
労
働
者
が
成
人
男
性
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
成
人
女
性
で

あ
っ
た
に
し
て
も
、
工
場
主
に
は
こ
の
様
な
言
い
訳
は
で
き
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
二
つ
目
は
文
化
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
工
場
主
と
労

働
者
は
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
雇
用
と
い
う
考
え
を
共
有
し
て
お
り
、
こ

れ
が
後
の
良
妻
賢
母
を
理
想
と
す
る
女
性
像
と
合
致
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
の
女
性
像
の
も
と
で
、
少
女
の
工
場
労
働
者
は
、
仕
事
を
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通
じ
て
じ
か
に
世
間
に
触
れ
、
よ
り
広
い
世
界
に
つ
い
て
学
び
、
そ

う
し
た
の
ち
、
離
職
す
る
や
、
彼
女
ら
に
と
っ
て
真
の
意
味
の
就
職
、

す
な
わ
ち
結
婚
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
立
て
ば
賃
金
は
、

報
酬
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
な
る
。
工
場
主

が
他
の
非
経
済
的
報
酬
を
、
例
え
ば
従
業
員
寮
で
の
共
同
生
活
と
い

う
経
験
や
、
就
業
時
間
後
に
裁
縫
、
華
道
、
茶
道
な
ど
を
習
う
機
会

を
提
供
す
る
限
り
、
賃
金
は
安
く
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

本
書
が
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
経
済
的
行
動
と
い
う
も
の
が

合
理
的
金
銭
的
理
由
と
文
化
的
風
習
と
の
入
り
混
じ
っ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
雇
う
側
と
雇
わ
れ
る
側
の
双
方
で
生
じ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
実
証
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
例
え
ば
、
工
業
化
初
期
に
わ
ず

か
な
賃
金
し
か
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
女
工
が
よ
く
工
場

や
勤
務
先
を
転
々
と
し
た
こ
と
が
本
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
年
も

働
か
な
い
で
辞
め
た
り
、
よ
り
高
い
賃
金
を
求
め
て
工
場
を
移
っ
た

り
す
る
女
工
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
流
動
性
が
、
そ
し
て
こ
れ

は
評
者
の
私
見
な
の
で
あ
る
が
江
戸
期
に
少
年
が
丁
稚
奉
公
に
出
て

い
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
明
治
期
に
女
性
労
働
者
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
雇
用
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
治
期
に
少
女
は
江
戸

期
の
少
年
と
似
た
存
在
と
な
り
、
奉
公
を
終
え
た
の
ち
に
終
身
雇
用

が
待
っ
て
い
た
。
女
性
の
場
合
そ
れ
は
結
婚
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

廉
価
な
労
働
力
へ
の
依
存
が
、
日
本
産
の
繊
維
製
品
を
安
価
に
留
め

た
主
因
で
あ
り
、
ひ
と
た
び
輸
出
が
始
ま
る
と
競
争
力
を
持
た
せ
た

の
で
あ
る
。
日
本
の
工
場
主
は
世
界
規
模
で
競
争
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
ら
、
労
働
コ
ス
ト
を
切
り
詰
め
、
収
益
を
高
く
す
る
こ

と
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
至
上
命
題
で
あ
っ
た
（
賃
金
を
上
げ
、
熟
練
工

を
雇
い
、
品
質
を
向
上
さ
せ
て
、
価
格
で
は
な
く
品
質
で
競
う
と
い
う
方

向
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
）。

こ
の
よ
う
に
、
流
動
的
な
労
働
力
を
廉
価
に
抑
え
る
た
め
、
労
働

者
に
対
し
て
投
資
を
極
力
控
え
て
い
た
工
場
主
で
あ
っ
た
が
、
職
場

に
お
け
る
女
性
を
新
し
い
国
民
文
化
の
出
現
と
無
縁
な
ま
ま
に
し
て

お
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
社
会
派
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
政
府

の
役
人
が
低
賃
金
・
長
時
間
労
働
の
も
と
に
お
か
れ
た
女
工
の
悲
惨

な
現
状
を
暴
い
て
、
世
間
を
騒
が
せ
た
。
国
の
宝
で
あ
る
少
女
を
、

そ
し
て
未
来
の
母
親
を
守
れ
と
い
う
政
府
、
モ
ラ
リ
ス
ト
双
方
に
よ

る
国
民
運
動
が
起
こ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
企
業
は
良
妻
賢
母
と
い
う

新
し
い
女
性
の
理
想
像
に
あ
わ
せ
て
自
己
改
革
を
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
女
性
像
を
受
け
入
れ
て
、
国
の
宝
た
る
労

働
者
を
一
時
的
に
預
か
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
モ

ラ
リ
ス
ト
の
工
場
主
は
、
安
価
に
使
い
捨
て
で
き
る
歯
車
と
し
て
で
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は
な
く
、「
親
代
わ
り
」
と
し
て
彼
女
ら
に
接
し
は
じ
め
る
。
ぞ
ん

ざ
い
に
労
働
者
を
扱
う
工
場
は
評
判
を
落
と
し
て
新
規
労
働
者
を
確

保
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
風
潮
は
結
局
、
経
済
的
に

も
理
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
女
性
労
働
者
を
終
身
雇

用
し
て
労
働
コ
ス
ト
を
上
げ
、
人
的
資
本
に
投
資
す
る
よ
り
も
、
長

期
的
に
利
用
で
き
る
寮
や
設
備
を
整
え
て
、
相
対
的
に
低
い
賃
金
で

雇
用
で
き
る
労
働
者
を
次
々
と
入
れ
替
え
て
い
っ
た
方
が
安
上
が
り

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
労
働
者
と
工
場
主
の
間
の
綱
引
き
の
様
な
力
関
係
に

ハ
ン
タ
ー
は
女
性
の
能
動
性
を
見
出
す
。
た
と
え
学
歴
に
差
が
あ
り
、

年
端
が
い
か
な
く
て
も
、
ま
た
、
性
差
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
た
と
し

て
も
、
彼
女
た
ち
は
自
力
で
そ
の
人
生
を
良
く
し
よ
う
と
努
力
し
た
。

搾
取
さ
れ
る
者
が
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
彼

女
た
ち
は
戦
っ
た
。
ス
ト
ラ
イ
キ
で
現
状
打
破
を
図
っ
た
り
、
現
状

の
な
か
で
上
手
に
立
ち
回
る
こ
と
で
良
い
結
婚
相
手
を
探
そ
う
と
し

た
り
、
あ
る
い
は
工
場
主
や
契
約
請
負
人
か
ら
契
約
金
を
受
け
取
っ

た
後
に
工
場
か
ら
逃
亡
し
た
り
（
あ
る
い
は
全
然
通
勤
せ
ず
に
契
約
金

を
騙
し
取
っ
た
り
）
も
し
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
女
た
ち
は
、
た
だ
運

命
に
翻
弄
さ
れ
る
ま
ま
の
、
哀
れ
む
べ
き
、
守
っ
て
や
る
べ
き
対
象

に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
能
動
的
に
行
動
す
る
主
体

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
ひ
と
つ
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
こ
の
書
評
を
終
え
る
こ
と

に
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
工
場
で
働
く
の
は
楽
し
く
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
と
い
う
の
が
、
評
者
の
得
た
全
体
的
印
象
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
が
ひ
た
す
ら
酷
い
だ
け
の
も
の
で
あ
っ

た
な
ら
ば
、
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
農
村
で
暮
ら

す
と
い
う
こ
と
に
は
想
像
以
上
の
辛
さ
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
少
女

た
ち
は
農
村
を
離
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
都
会
で
の

暮
ら
し
に
は
少
女
を
ひ
き
つ
け
る
に
足
る
何
か
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
プ
ッ
シ
ュ
要
因
と
プ
ル
要
因
に
つ
い
て
は
、
村
の
窮
乏

が
わ
か
っ
て
い
る
が
故
に
帰
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
当
時
の

女
性
の
嘆
き
の
声
を
紹
介
し
つ
つ
、
本
書
で
も
多
少
は
触
れ
ら
れ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
都
市
生
活
に
お
け
る
楽
し
み
に
つ
い
て
は
あ
ま

り
語
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
著
者
が
強
調
す
る
の
は
、
都
会
で
の

暮
ら
し
が
楽
園
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
、
工
場
同
士
が
比
較
的
流
動
性
の
高
い
労
働
力
を
確
保
し
よ
う

と
激
し
く
競
争
す
る
な
か
で
、
二
〇
世
紀
に
は
賃
金
は
ゆ
っ
く
り
と
、

し
か
し
確
実
に
上
が
っ
て
い
っ
た
。
一
九
二
〇
年
・
三
〇
年
代
に
も

な
る
と
、
女
性
の
な
か
に
は
、
田
舎
に
帰
ら
ず
に
都
会
で
生
計
を
立

て
ら
れ
る
者
も
出
て
く
る
。
た
と
え
都
会
が
楽
園
で
は
な
か
っ
た
と
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し
て
も
、
住
め
る
場
所
を
確
保
し
、
自
力
で
生
計
を
立
て
て
い
っ
た

こ
れ
ら
の
女
性
の
生
き
様
に
こ
そ
、
日
本
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

の
原
点
が
あ
る
と
い
え
ま
い
か
。

ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ハ
ン
タ
ー
著
、
阿
部
武
司
・
谷
本
雅
之
監
訳
、
中
林
真

幸
・
橋
野
知
子
・
榎
一
江
訳
『
日
本
の
工
業
化
と
女
性
労
働
─
戦
前
期

の
繊
維
産
業
─
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
六
月
刊
、
Ａ
５
判
、
三
七
六

頁
、
本
体
価
格
四
、
九
○
○
円
）

（
ま
き
む
ら

や
す
ひ
ろ
・
米
国

ア
イ
オ
ナ
大
学
准
教
授
）

（
訳
／
い
わ
も
と

し
ん
い
ち
・
大
阪
経
済
大
学
日
本
経
済
史
研
究
所
研
究
員
、

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
）

〔
編
集
委
員
会
注
記
〕
本
稿
は
ア
イ
オ
ナ
大
学
・
牧
村
保
広
氏
が
訳
書

の
み
な
ら
ず
原
著
に
も
あ
た
り
な
が
ら
英
文
で
書
か
れ
た
書
評
を
、

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
・
岩
本
真
一
氏
が
日
本
語
訳
し
た
も
の
で
あ

る
。


