
作
品
の
タ
イ
ト
ル
を
ど
う
訳
し
、

ど
う
つ
け
る
か

鹿
島
　
翻
訳
書
の
刊
行
で
は
、
ま
ず
第
一
に
、

書
名
を
ど
う
す
る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
り

ま
す
ね
。
私
は
１
９
９
９
年
の
バ
ル
ザ
ッ
ク

生
誕
２
０
０
年
に
、『
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
と
訳

さ
れ
て
き
たL

e
père

G
oriot

を
『
ペ
ー
ル
・

ゴ
リ
オ
』（
藤
原
書
店
）
と
訳
し
変
え
て
出
し

ま
し
た
。
「
ペ
ー
ル
」
は
「
爺
さ
ん
」
と
い

う
よ
り
も
愛
称
で
、
名
前
の
一
部
に
し
た
ほ

う
が
い
い
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

と
き
に
は
間
違
っ
て
い
る
タ
イ
ト
ル
も
あ

っ
て
、
代
表
的
な
の
が
レ
ー
モ
ン
・
ラ
デ
ィ

ゲ
の
『
肉
体
の
悪
魔
』
で
す
ね
。
肉
体
の
中

に
悪
魔
が
住
ん
で
い
る
み
た
い
な
感
じ
で
す

が
、
原
題
はL

e
D

iable
au

C
orps

。
フ
ラ

ン
ス
語
で
日
常
的
な
場
面
で

J’ai
le

diable

au
corps.

と
い
う
と
、
体
が
む
ず
む
ず
し
て

血
が
騒
い
で
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
意
味
に

な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
激
し
い
恋
心
を
感

じ
る
。
つ
ま
り
「
青
春
の
う
ず
き
」
と
い
う

の
が
一
番
正
し
い
ら
し
い
（
笑
）。

亀
山
　
僕
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ

ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
（
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
）

の
翻
訳
を
出
版
す
る
と
き
に
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ

フ
兄
弟
』
と
す
る
か
、
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
家

の
兄
弟
』
と
す
る
か
、
迷
い
ま
し
た
。
目
新
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鹿か

島し

ま

茂
し
げ
る

明
治
大
学
国
際
日
本
学
部
教
授

亀か

め

山や

ま

郁い

く

夫お

東
京
外
国
語
大
学
長

鴻
こ
う
の

巣す

友ゆ

季き

子こ

翻
訳
家

2000年前後から、古典を翻訳し直した書籍が多く
出版され、一種の「新訳ブーム」となっている

巻
頭
鼎
談

翻
訳
の
現
場
で
は
、

ど
の
よ
う
に
外
国
語
か
ら
日
本
語
へ
と
意
味
が
写
し
取
ら
れ
、

新
た
な
言
葉
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
の
か
。

豊
富
な
翻
訳
経
験
を
持
つ
３
人
に
、

外
国
文
学
の
翻
訳
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

翻
訳
の
可
能
性
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。



し
く
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
兄
弟
』
に
し
よ
う
と
、

最
初
は
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
、

奇
を
て
ら
う
と
す
べ
て
は
敗
北
す
る
と
い
う
、

保
守
的
な
考
え
に
傾
い
て
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
な
タ
イ
ト
ル
に
落
ち
着
き
ま
し
た
。

鴻
巣
　
私
が
『
嵐
が
丘
』（
新
潮
文
庫
）
の
新
訳

を
出
し
た
の
は
２
０
０
３
年
で
し
た
が
、
村

上
春
樹
訳
の
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
『
キ
ャ
ッ
チ
ャ

ー
・
イ
ン
・
ザ
・
ラ
イ
』（
白
水
社
）
の
よ
う

な
原
題
を
そ
の
ま
ま
片
仮
名
に
す
る
ス
タ
イ

ル
が
流
行
る
前
で
し
た
し
、『
ワ
ザ
リ
ン
グ
・

ハ
イ
ツ
』
で
行
こ
う
な
ど
と
は
誰
も
言
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
名

前
み
た
い
で
す
か
ら
（
笑
）。

も
っ
と
も
原
題
か
ら
離
れ
て
つ
け
た
例
は
、

98
年
に
出
版
し
た
ト
マ
ス
・
Ｈ
・
ク
ッ
ク
の

ミ
ス
テ
リ
ー
色
の
強
い
文
芸
作
品
で
し
た
。

原
題
は
、T

he
C

hatham
School

A
ffair

で

す
か
ら
、
そ
の
ま
ま
訳
せ
ば
『
チ
ャ
タ
ム
校

事
件
』
な
ど
と
な
り
ま
す
が
、
周
り
の
反
対

を
押
し
切
っ
て
、
ま
っ
た
く
関
係
な
い
『
緋

色
の
記
憶
』
と
つ
け
た
と
こ
ろ
、
セ
ー
ル
ス

的
に
も
成
功
し
ま
し
た
。
私
は
訳
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
そ
の
後
、
全
然
原
題
の
異
な
る
ク

ッ
ク
の
本
に
邦
題
で
は
「
記
憶
」
を
く
っ
つ

け
て
出
版
し
、
日
本
だ
け
で
「
記
憶
三
部
作
」

と
呼
ん
で
、
売
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

鹿
島
　
昔
の
人
が
つ
け
た
タ
イ
ト
ル
に
は
う
ま

い
も
の
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
例
え
ば
、
モ
ー

パ
ッ
サ
ン
のU

n
e

V
ie

は
直
訳
す
る
と
『
あ

る
人
生
』
『
あ
る
生
涯
』
に
な
り
ま
す
が
、

こ
れ
を
『
女
の
一
生
』
と
訳
し
た
。
そ
の
お

か
げ
で
、
一
つ
の
タ
ー
ム
の
よ
う
に
な
っ
て
、

森
本
薫
の
戯
曲
『
女
の
一
生
』
な
ど
に
も
繋

が
っ
て
い
く
。
『
あ
る
人
生
』
な
ん
て
訳
し

た
ら
、
日
本
で
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
は
読
ま
れ
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
い
ま
新
訳
が

見
直
さ
れ
て
い
る
の
か

鹿
島
　
新
訳
古
典
、
つ
ま
り
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
訳

し
直
し
が
現
在
、
ず
い
ぶ
ん
進
ん
で
、
し
か

も
、
売
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
亀
山
さ

ん
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
を
訳
し
た

い
と
、
昔
か
ら
思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
か
。

亀
山
　
50
代
も
終
わ
り
近
く
な
っ
て
、
自
分
の
人

生
の
締
め
く
く
り
と
し
て
何
か
仕
事
を
し
た

い
と
思
っ
た
と
き
に
、
絶
対
こ
れ
を
や
る
と

決
め
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
文
芸

作
品
を
翻
訳
し
た
機
会
は
少
な
く
、
自
分
が

や
り
た
い
か
ら
と
出
版
社
に
頼
ん
で
出
し
た

本
は
１
０
０
０
〜
１
５
０
０
部
の
世
界
で
し

た
か
ら
、
ま
さ
か
古
典
と
言
え
る
作
品
を
訳

す
機
会
が
訪
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
で
す

ね
。

鹿
島
　
日
本
は
ず
っ
と
新
訳
を
続
け
て
き
た
国

で
す
ね
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
エ
ド
ガ

ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
翻
訳
と
い
う
と
、
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
で
決
ま
り
と
い
う
感
じ
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
、
最
近
に
な
っ
て
、
日
本
で
急

に
新
訳
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

ど
う
し
て
で
し
ょ
う
ね
。

鴻
巣
　
20
世
紀
か
ら
21
世
紀
の
変
わ
り
目
あ
た

り
に
、
ジ
ョ
イ
ス
と
プ
ル
ー
ス
ト
の
改
訳
が

進
ん
だ
り
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
短
編
集
全

新
訳
が
出
た
り
し
ま
し
た
。
最
先
端
の
作
品

を
ど
ん
ど
ん
出
し
て
い
く
と
い
う
翻
訳
の
世

界
の
流
れ
の
な
か
に
も
、
ち
ょ
っ
と
時
間
的

に
戻
っ
て
考
え
よ
う
と
す
る
流
れ
が
あ
る
と

感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
千
石
英

世
さ
ん
の
メ
ル
ヴ
ィ
ル
『
白
鯨
』
の
新
訳
が

出
た
り
、
村
上
春
樹
さ
ん
の
『
キ
ャ
ッ
チ
ャ

ー
・
イ
ン
・
ザ
・
ラ
イ
』、『
嵐
が
丘
』
と
つ
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づ
い
て
、
『
星
の
王
子
さ
ま
』
の
新
訳
が
何

種
類
も
刊
行
さ
れ
て
話
題
に
な
っ
た
り
、
そ

し
て
、
光
文
社
の
古
典
新
訳
文
庫
が
出
て
き

た
。
そ
こ
か
ら
亀
山
先
生
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ

フ
の
兄
弟
』
が
大
ヒ
ッ
ト
し
て
、
古
典
新
訳

が
ぐ
ん
と
浸
透
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

18
、
19
世
紀
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
再
訳
し
た

い
と
い
う
気
運
は
、
80
年
代
ぐ
ら
い
か
ら
あ

っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
実
際

に
は
前
の
世
代
の
訳
者
が
亡
く
な
っ
た
り
、

当
時
の
編
集
者
や
熱
烈
な
支
持
者
が
だ
ん
だ

ん
世
を
去
っ
た
り
し
て
、
そ
の
後
を
継
承
す

る
と
い
っ
た
と
き
に
、
よ
う
や
く
新
訳
が
実

現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

亀
山
　
僕
も
ロ
シ
ア
文
学
者
で
数
々
の
名
訳
で

知
ら
れ
る
原
卓
也
さ
ん
や
江
川
卓た

く

さ
ん
が
、

ま
だ
矍か

く

鑠し
ゃ
く

と
し
て
ご
存
命
だ
っ
た
ら
、
絶
対

に
新
訳
を
出
さ
な
か
っ
た
で
す
ね
。
お
そ
ら

く
怖
く
て
手
を
出
さ
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で

す
。
彼
ら
の
前
で
自
分
の
み
す
ぼ
ら
し
さ
を

絶
対
出
し
た
く
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
。

彼
ら
が
で
き
な
い
こ
と
を
自
分
は
や
る
と
い

う
こ
と
に
、
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
生
き
て
き

た
わ
け
で
す
か
ら
。
あ
の
二
人
が
生
き
て
い

た
ら
、
逆
に
古
典
新
訳
に
お
け
る
ロ
シ
ア
文

学
の
ブ
ー
ム
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と

い
う
気
も
し
ま
す
ね
。
そ
れ
く
ら
い
、
新
潮

文
庫
の
原
先
生
の
訳
は
本
当
に
正
確
で
格
調

高
い
。
そ
れ
に
対
し
て
自
分
が
向
か
う
と
し

た
ら
、
相
当
に
戦
略
を
変
え
な
い
と
だ
め
だ

ろ
う
な
と
思
い
ま
し
た
。

鹿
島
　
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
世
界
で
は
、
大
学
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
事
情
が
違
っ
て
い
ま
し
た
。

東
大
は
渡
辺
一
夫
さ
ん
以
後
、
自
由
度
が
か

な
り
進
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
京
大

で
は
伊
吹
武
彦
さ
ん
、
生
島

い
く
し
ま

遼
一
さ
ん
引
退

後
も
、「
訳
し
返
す
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
」

と
い
う
風
潮
が
あ
り
ま
し
た
。

外
国
文
学
全
集
の
翻
訳
で

家
が
建
っ
た
時
代

鴻
巣
　
か
つ
て
は
「
翻
訳
で
家
が
建
つ
」
と
言

い
ま
し
た
ね
。

鹿
島
「
赤
本
」
の
名
で
親
し
ま
れ
た
中
央
公
論

社
の
全
集
「
世
界
の
文
学
」
で
は
か
な
り
家

が
建
ち
ま
し
た
。
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
に
近
い
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井
の
頭
線
沿
線
や
小
田
急
線
沿
線
は
、
文
学

全
集
住
宅
と
言
わ
れ
た
ぐ
ら
い
で
、
実
際
、

僕
の
先
生
の
山
田b

じ
ゃ
く

さ
ん
が
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー

夫
人
』
を
訳
し
て
成
城
に
建
て
た
「
ボ
ヴ
ァ

リ
ー
夫
人
邸
宅
」
が
あ
り
ま
し
た
。
僕
が

「
そ
の
後
、
中
央
公
論
社
か
ら
出
た
白
本
の

『
感
情
教
育
』
で
は
ど
う
で
し
た
」
と
聞
い
た

ら
、「
あ
れ
は
増
築
の
足
し
に
な
っ
た
だ
け
」

と
い
う
返
事
で
し
た
。
も
う
文
学
全
集
ブ
ー

ム
は
下
火
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
。

そ
の
後
、
文
学
の
翻
訳
の
需
要
が
ぱ
っ
た

り
な
く
な
り
、
僕
ら
の
世
代
は
比
較
的
新
し

い
思
想
関
係
の
も
の
を
訳
し
て
い
ま
し
た
。

出
版
状
況
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

ヌ
ー
ボ
ー
ロ
マ
ン
で
も
な
ん
で
も
、
文
学

を
訳
せ
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
そ
の
こ
ろ
は

記
号
学
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
時
代
で
、

僕
が
81
年
に
最
初
に
手
が
け
た
翻
訳
は
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
・
メ
ッ
ツ
の
『
映
画
と
精
神
分
析
』

で
し
た
。
あ
ま
り
の
難
し
さ
に
胃
を
壊
し
て

し
ま
い
、
「
翻
訳
性
胃
炎
」
と
自
ら
名
づ
け

た
ほ
ど
で
し
た
（
笑
）。

亀
山
　
昔
、
日
本
は
外
国
文
学
と
い
え
ば
ロ
シ

ア
文
学
で
し
た
が
、
そ
の
後
の
落
差
が
激
し

か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
新
し
い
小
説

の
流
れ
が
あ
れ
ば
い
い
け
ど
、
20
世
紀
後
半

は
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
が
一
人
い
た
ぐ
ら

い
で
、
そ
れ
以
外
は
訳
す
価
値
が
な
い
と
い

う
非
常
に
不
毛
な
時
代
で
し
た
。
そ
う
い
う

二
重
の
意
味
で
、
新
し
い
文
学
を
な
か
な
か

訳
し
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
ソ
ビ

エ
ト
時
代
は
人
々
の
生
活
の
様
子
が
よ
く
見

え
て
こ
な
い
た
め
、
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
で
き

る
読
者
が
育
た
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
な
れ
た
翻
訳
を
売
り
に
し
た

プ
ロ
の
翻
訳
家
が
出
て
き
た

鹿
島
　
昔
は
、
例
え
ば
「
大
学
教
授
」
と
い
う

肩
書
き
が
な
い
と
訳
さ
せ
て
も
ら
え
な
か
っ

た
り
、
学
会
の
頂
点
の
先
生
の
推
薦
が
な
い

と
出
版
社
も
頼
み
に
く
か
っ
た
り
し
ま
し
た
。

い
つ
ご
ろ
か
ら
か
、
翻
訳
学
校
を
出
た
非
常

に
こ
な
れ
た
訳
を
す
る
人
に
仕
事
を
ど
ん
ど

ん
や
ら
せ
る
形
に
変
わ
り
ま
し
た
ね
。

鴻
巣
　
明
治
時
代
か
ら
、
森a
外
や
永
井
荷
風

な
ど
の
作
家
や
大
学
の
先
生
が
訳
す
と
い
う

歴
史
が
続
い
て
き
て
、
大
正
も
昭
和
も
ず
っ

と
そ
れ
で
き
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
60
〜
70
年

代
こ
ろ
か
ら
、
早
川
書
房
の
ポ
ケ
ッ
ト
・
ミ

ス
テ
リ
な
ど
が
職
業
翻
訳
家
を
数
多
く
育
て
、

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
は
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
位
置

に
い
る
方
々
が
翻
訳
学
校
で
教
え
始
め
ま
し

た
ね
。

鹿
島
　
確
か
に
、
早
川
の
ミ
ス
テ
リ
ー
や
Ｓ
Ｆ

の
翻
訳
は
学
歴
な
ど
一
切
関
係
な
い
。
旧
大

宅
壮
一
翻
訳
集
団
の
一
人
だ
っ
た
大
久
保
康

雄
さ
ん
が
率
い
る
大
久
保
ス
ク
ー
ル
や
、
そ

の
周
辺
に
い
た
詩
人
の
鮎
川
信
夫
さ
ん
ら
が

や
っ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。

ミ
ス
テ
リ
ー
や
Ｓ
Ｆ
な
ど
の
分
野
と
、
ハ

イ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
呼
ば
れ
た
文
学
と
の
境
目

が
な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

昔
は
内
容
で
棲
み
分
け
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、

今
は
翻
訳
が
う
ま
け
れ
ば
任
せ
る
と
い
う
形

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

鴻
巣
　
た
だ
、
そ
の
う
ま
い
下
手
で
す
が
、
単

に
訳
文
が
こ
な
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の

か
と
い
う
こ
と
も
、
け
っ
こ
う
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
ね
。

亀
山
　
僕
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
専
門
家
で

も
な
い
し
、
な
ん
で
あ
い
つ
が
や
る
ん
だ
と
、

専
門
家
に
反
発
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

素
人
と
し
て
立
ち
向
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
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は
、
大
久
保
康
雄
ス
ク
ー
ル
の
一
人
な
の
か

な
と
自
分
な
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。
他
者
の

言
語
を
置
き
換
え
る
に
は
、
や
は
り
他
者
の

言
葉
を
正
確
な
意
味
で
聞
き
取
る
力
が
絶
対

的
に
必
要
な
の
に
、
僕
は
ず
っ
と
耳
が
悪
い

か
ら
難
し
い
。
し
か
し
、
自
分
に
合
わ
な
い

と
思
い
な
が
ら
、
で
も
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ

う
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。

鹿
島
　
今
の
読
者
の
レ
ベ
ル
が
下
が
っ
て
き
て

い
る
の
は
大
き
な
問
題
で
す
ね
。「
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
を
読
み
な
さ
い
」
と
言
っ
て
も
、

岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
昔
の
米
川
正
夫
さ

ん
の
訳
で
は
読
め
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

で
新
訳
を
と
い
う
こ
と
で
光
文
社
古
典
新
訳

文
庫
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
レ
ベ
ル
を
下
げ
れ
ば
い
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

亀
山
　
僕
も
あ
ま
り
や
わ
ら
か
く
す
る
の
は
犯

罪
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
（
笑
）。
自
分
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄

弟
』
は
決
し
て
い
い
訳
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、

た
だ
や
さ
し
く
し
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
漢

字
を
ひ
ら
が
な
に
し
た
り
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
を
音
楽
を
聴
く
よ
う
な
感
じ
で
、
時
間

の
経
つ
の
を
忘
れ
て
読
め
る
よ
う
な
経
験
が

あ
っ
て
も
い
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
ん
で
、

漢
字
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
の
に
、
そ
の
機

会
を
な
く
す
こ
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
日

本
の
国
語
教
育
の
レ
ベ
ル
を
下
げ
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
忸じ

く

怩じ

た
る
思
い

が
、
翻
訳
し
な
が
ら
も
ず
っ
と
あ
り
ま
し
た
。

語
り
手
の
「
声
」
を
意
識
し
た

翻
訳
が
増
え
て
き
た

鴻
巣
　
さ
き
ほ
ど
、
亀
山
さ
ん
が
他
者
の
言
葉

を
聞
き
取
る
力
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、『
カ
ラ

マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
読
ん
で
、
「
声
」
の

強
い
翻
訳
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。『
カ
ラ
マ
ー

ゾ
フ
の
兄
弟
』
は
一
人
の
語
り
手
が
ず
っ
と

し
ゃ
べ
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

例
え
ば
、
近
年
出
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
『
初

恋
』
の
新
訳
（
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
）
で
沼

野
恭
子
さ
ん
が
、
「
誰
か
に
手
紙
を
読
む
形

だ
」
と
い
う
設
定
で
、
「
で
す
ま
す
」
調
で

訳
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
語
で
は
中
条
省
平
さ
ん
が
、
バ

タ
イ
ユ
の
『
眼
球
譚
』
を
『
目
玉
の
話
』（
同
）

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
告
白
文
体
で
新
訳
さ

れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
英
語
で
は
、
村
上

春
樹
訳
の
『
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
・
イ
ン
・
ザ
・

ラ
イ
』
で
、
こ
れ
ま
で
は
読
者
な
ど
の
漠
然

と
し
た
存
在
を
示
す
も
の
と
し
て
訳
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
主
語
のY

o
u

を
、
「
君
」
と
い

う
か
、
自
分
自
身
へ
の
呼
び
か
け
と
捉
え
直

し
て
、
現
代
の
神
経
症
的
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
に

再
現
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
長
い

目
で
見
る
と
、
声
の
強
い
訳
文
が
増
え
て
い
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る
感
じ
が
す
る
ん
で
す
ね
。

そ
れ
は
、
英
文
学
に
関
す
る
限
り
、
反
動

か
な
と
思
い
ま
す
。
20
世
紀
初
頭
に
ジ
ョ
イ

ス
や
ウ
ル
フ
が
出
て
き
た
こ
ろ
か
ら
、
小
説

の
な
か
に
語
り
手
が
出
て
き
て
、「
こ
う
い
う

お
話
が
ご
ざ
い
ま
す
」
と
も
ろ
に
語
る
よ
う

な
話
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
し

た
意
味
で
、
20
世
紀
文
学
は
声
に
出
し
て
読

み
に
く
い
文
学
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と

思
う
ん
で
す
。

今
、
18
世
紀
、
19
世
紀
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
を

み
ん
な
が
読
み
た
い
と
思
う
の
も
、
語
り
手

の
生
の
声
が
聞
け
る
も
の
が
多
か
っ
た
り
、

し
か
も
新
訳
を
と
お
し
て
、
声
の
躍
動
感
が

伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
惹
か
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ラ
イ
ブ
感
を
重
視

す
る
視
点
が
作
品
の
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
も
あ

る
し
、
さ
ら
に
そ
の
新
訳
も
血
肉
が
通
っ
た

感
じ
が
す
る
。
二
重
の
意
味
で
、
こ
の
半
世

紀
く
ら
い
触
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
そ
う
し

た
温
か
み
に
、
読
者
が
反
応
し
て
い
る
感
じ

が
し
ま
す
。

亀
山
　
本
当
に
そ
う
思
い
ま
す
。『
カ
ラ
マ
ー
ゾ

フ
の
兄
弟
』
は
ほ
と
ん
ど
全
編
会
話
で
す
。
け

れ
ど
、
読
後
感
で
は
地
の
文
で
書
か
れ
た
よ

う
な
構
築
性
の
あ
る
小
説
に
で
き
上
が
っ
て

い
る
。
結
局
、
会
話
で
あ
る
以
上
、
会
話
ら

し
く
訳
そ
う
と
思
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
ミ
ク

シ
ィ
な
ど
で
流
通
し
て
い
る
若
い
人
た
ち
の

言
葉
は
、
本
当
に
言
葉
と
身
体
が
く
っ
つ
い

て
い
て
、
音
引
き
一
つ
、
促
音
の
「
つ
」
の

使
い
方
一
つ
、
も
の
す
ご
く
ス
ト
レ
ー
ト
に

絡
み
が
入
っ
て
く
る
言
葉
に
な
っ
て
ま
す
ね
。

途
中
か
ら
、
実
際
に
セ
リ
フ
と
し
て
、
舞

台
で
聞
い
て
い
る
よ
う
な
感
じ
に
聞
こ
え
て

く
る
よ
う
に
、
意
識
し
て
句
読
点
や
音
引
き

を
入
れ
て
、
で
き
る
だ
け
身
体
的
な
感
覚
に

還
元
で
き
る
よ
う
な
翻
訳
に
し
た
い
な
と
思

い
ま
し
た
ね
。

昔
の
翻
訳
は
息
継
ぎ
の
仕
方
が

今
の
人
に
合
わ
な
く
な
っ
た

鹿
島
　
考
え
て
み
れ
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、

ジ
ョ
イ
ス
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
し
て
も
、
あ
る

意
味
で
一
つ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
昔
あ

っ
た
口
承
文
芸
を
活
字
文
芸
に
し
て
復
活
さ

せ
た
。
つ
ま
り
、
前
近
代
的
な
も
の
の
復
権

を
、
非
常
に
先
鋭
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
し
て
や

る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
ね
。
だ

か
ら
、
今
、
声
を
復
権
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
原
点
に
返
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

書
評
を
数
多
く
や
っ
て
初
め
て
わ
か
っ
た

こ
と
で
す
が
、
人
の
文
を
引
用
し
て
み
る
と
、

文
章
が
う
ま
い
か
ど
う
か
が
す
ぐ
わ
か
り
ま

す
。
言
葉
と
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
て
い
く
場

合
、
ど
こ
か
で
息
継
ぎ
し
な
い
と
長
く
は
語

れ
な
い
わ
け
で
、
ブ
レ
ス
の
う
ま
い
人
は
、

ど
れ
だ
け
長
い
文
章
で
も
全
然
平
気
な
ん
で

す
。
だ
け
ど
、
ブ
レ
ス
が
下
手
だ
と
、
短
い

文
で
も
す
ご
く
読
み
に
く
く
な
る
。
昔
の
翻

訳
は
、
そ
の
息
継
ぎ
が
今
の
若
い
人
に
合
わ

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

鴻
巣
　
読
ん
で
い
る
と
、
す
ぐ
に
息
が
あ
が
っ

ち
ゃ
う
ん
で
し
ょ
う
ね
。

亀
山
　
そ
う
い
う
意
味
で
、
米
川
さ
ん
が
立
派

だ
な
と
思
っ
た
の
は
、
彼
は
歌
が
非
常
に
上

手
だ
っ
た
。
読
ん
で
い
て
、
言
葉
一
つ
ひ
と

つ
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
世
代
に
は
息

の
良
さ
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
思
う
ん
で
す
。

あ
る
時
代
に
あ
る
種
の
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ

て
読
め
た
訳
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

鹿
島
　
そ
の
ス
ピ
ー
ド
感
で
言
え
ば
、
例
え
ば
、
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ヘ
ン
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
の
翻
訳
が
あ
り
ま
す
。

今
、
訳
し
直
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
大

変
良
い
こ
と
で
す
ね
。
以
前
の
ヘ
ン
リ
ー
・

ミ
ラ
ー
の
翻
訳
は
誤
訳
が
多
く
て
、
す
ご
く

乱
暴
な
訳
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ミ
ラ
ー

の
荒
々
し
さ
に
は
、
そ
う
し
た
感
じ
が
ぴ
っ

た
り
合
っ
て
い
る
。
翻
訳
に
は
そ
う
い
う
こ

と
が
あ
る
。

濁
っ
た
翻
訳
の
抵
抗
感
に
よ
っ
て

想
像
力
が
高
ま
る
こ
と
も
あ
る

鴻
巣
　
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
も
読
み
に

く
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
、
徐
々
に
再

訳
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
い
訳
で
は
、

何
が
書
い
て
あ
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
も

と
も
と
ポ
ー
の
文
章
は
曖
昧
模
糊
と
し
て
い

ま
す
が
、
さ
ら
に
何
が
起
き
て
い
る
の
か
わ

か
ら
な
い
。
で
も
、
そ
れ
が
も
の
す
ご
く
怖

い
ん
で
す
（
笑
）。

翻
訳
も
の
っ
て
、
一
般
的
に
、
現
代
的
な

訳
に
な
る
と
、
非
常
に
眺
望
が
き
い
て
、
視

力
が
上
が
っ
た
感
じ
が
し
ま
す
。
よ
く
見
え

る
け
ど
、
あ
ま
り
怖
く
な
い
、
と
い
う
こ
と

が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
ね
。

亀
山
　
本
当
に
そ
の
通
り
で
す
ね
。
翻
訳
の
あ

る
種
の
抵
抗
感
で
想
像
力
が
高
め
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
透
明
だ
と
水
を
覗
い

て
底
が
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
翻
訳
に
は
多

少
濁
り
が
あ
る
。
す
る
と
、
そ
の
濁
り
に
よ

っ
て
膨
ら
ん
で
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
古
典
新
訳
の
わ
か
り
や
す
い

翻
訳
は
、
透
明
で
底
が
見
え
る
ん
で
す
ね
。

で
も
、
本
当
に
底
の
な
い
も
の
は
、
や
は
り

見
え
な
い
わ
け
で
す
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

の
場
合
に
は
、
お
そ
ら
く
底
の
見
え
な
い
文

学
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
ど
ん
な
に
透
明

で
も
、
深
い
も
の
を
経
験
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
む
し
ろ
、
水
を
透
明
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
逆
に
見
え
な
い
部
分
が
意
識
さ
れ

て
く
る
。
こ
れ
ま
で
の
翻
訳
で
は
、
や
は
り

全
部
に
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
て
、
伝
わ
ら
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

鹿
島
　
そ
の
代
表
例
は
、
小
林
秀
雄
訳
の
ラ
ン

ボ
ー
で
す
ね
。
ラ
ン
ボ
ー
の
フ
ラ
ン
ス
語
は

確
か
に
難
し
い
け
ど
、
そ
の
難
し
さ
が
大
い

な
る
誤
解
を
生
ん
で
い
て
、
日
常
的
な
単
語

を
非
日
常
的
な
感
じ
で
読
ん
で
し
ま
う
。
そ

こ
か
ら
生
じ
る
、
誤
解
が
あ
る
ん
で
す
。

あ
る
人
が
カ
ミ
ュ
を
訳
し
て
、
「g

ag
n

er

sa
v

ie

」
と
い
う
く
だ
り
を
「
人
生
を
獲
得

す
る
」
と
訳
し
た
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
生

活
費
を
稼
ぐ
と
い
う
こ
と
。
と
こ
ろ
が
、
カ

ミ
ュ
だ
か
ら
と
、
そ
れ
を
「
人
生
を
獲
得
す

る
」
と
訳
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
で
、
小
林
秀
雄
も
ラ
ン
ボ
ー
を
読
ん
い

る
。
自
我
を
１
０
０
％
拡
大
し
よ
う
と
し
て

い
る
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
の
若
者
が
ラ
ン

ボ
ー
を
読
む
と
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
。
さ

ら
に
自
我
を
全
部
使
い
き
り
た
い
人
が
小
林

訳
を
読
ん
で
、「
よ
し
、
ラ
ン
ボ
ー
だ
！
」
と

な
る
（
笑
）。

鴻
巣
　
昔
の
ロ
ッ
ク
の
訳
詞
も
そ
う
で
し
た
ね
。

大
し
た
こ
と
歌
っ
て
い
な
い
の
に
、
難
し
い

格
好
の
い
い
訳
語
に
な
っ
て
い
る
。「
自
分
を

欺
く
な
」
と
日
本
語
で
書
い
て
い
る
け
ど
、
元

の
歌
詞
を
見
る
と
「
勘
違
い
し
ち
ゃ
い
け
な

い
よ
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
り
す
る
。
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鹿
島
　
青
春
期
特
有
の
勘
違
い
は
、
そ
う
い
う

こ
と
で
す
ね
。
で
も
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で

日
本
の
文
学
史
を
変
え
た
側
面
も
あ
る
。
全

部
が
悪
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
ね
。

下
手
な
原
文
は
下
手
に
訳
す
べ
き
か

こ
な
し
て
訳
す
べ
き
か

鴻
巣
　
下
手
な
も
の
を
下
手
に
訳
す
べ
き
か
と

い
う
の
は
、
翻
訳
者
の
古
く
か
ら
続
く
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
で
す
ね
。
フ
ラ
ン
ス
の
『
翻
訳
再

考
』
を
書
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
学
者
ヴ
ェ

ヌ
ー
テ
イ
が
、
翻
訳
は
異
言
で
な
け
れ
ば
い

け
な
い
、
ト
ラ
ン
ス
し
た
よ
う
に
わ
け
の
わ

か
ら
な
い
こ
と
を
言
う
、
そ
う
し
た
異
言
た

れ
、
と
言
っ
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
こ
な
れ

た
訳
文
と
い
う
の
は
馴

じ
ゅ
ん

致ち

で
あ
っ
て
、
本
当

は
、
そ
の
国
の
言
語
と
違
う
異
質
な
も
の
を

持
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
あ
え
て
読
み
に
く

く
訳
し
な
さ
い
と
。
言
っ
て
く
れ
る
な
と
い

う
感
じ
で
す
け
ど
ね
（
笑
）。
そ
れ
を
や
り
た

い
の
は
山
々
で
す
け
ど
、
や
っ
た
ら
ま
ず
編

集
者
に
も
の
す
ご
く
文
句
を
言
わ
れ
る
で
し

ょ
う
。

こ
な
れ
た
翻
訳
へ
の
信
仰
の
よ
う
な
も
の

が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
出
て
き
た
の
か
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
訳
者
は
戦
々
恐
々
と

し
て
い
ま
す
。
硬
い
訳
は
誤
訳
と
同
じ
く
ら

い
、
異
端
審
問
に
か
け
る
が
ご
と
く
悪
口
を

言
わ
れ
ま
す
か
ら
。
そ
れ
と
戦
っ
て
い
く
に

は
、
か
な
り
の
パ
ワ
ー
が
要
り
ま
す
。

亀
山
　
そ
れ
で
も
昔
の
翻
訳
者
は
楽
で
、
ス
ト

レ
ス
が
な
か
っ
た
と
思
う
。
「
多
少
間
違
っ

た
っ
て
い
い
じ
ゃ
ん
」
と
か
言
っ
て
、
お
酒

を
飲
ん
で
い
ら
れ
た
（
笑
）。
今
は
一
カ
所
で

も
誤
訳
が
あ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
書

か
れ
て
し
ま
う
時
代
で
す
か
ら
ね
。
我
々
の

時
代
は
、
ど
ん
な
営
み
も
絶
え
ず
批
判
さ
れ

る
。
翻
訳
者
の
ス
ト
レ
ス
た
る
や
、
何
十
倍
、

何
百
倍
で
し
ょ
う
ね
。

鴻
巣
　
ひ
ど
い
誤
訳
も
昔
は
出
て
い
た
と
思
い

ま
す
が
、
す
べ
て
の
語
を
ほ
ど
ほ
ど
に
薄
く

正
し
く
カ
バ
ー
し
て
い
る
も
の
よ
り
は
、
誤

訳
も
あ
る
け
れ
ど
、
強
烈
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
日
本
に
根
づ
か
せ
た
、
そ
う

い
う
翻
訳
の
ほ
う
が
偉
大
か
も
し
れ
な
い
と

思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

な
ん
で
も
原
文
の
語
順
に
そ
っ
て

訳
す
の
は
危
険
で
あ
る

鹿
島
　
文
体
の
問
題
は
大
変
で
す
ね
。
原
文
に

文
体
は
あ
る
し
、
訳
者
の
自
分
に
も
拭
え
な

い
文
体
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

亀
山
　
そ
う
で
す
ね
。
自
分
の
文
体
と
原
文
の

文
体
が
水
と
油
ぐ
ら
い
に
違
っ
て
い
て
も
、

逆
に
そ
の
相
性
の
悪
さ
が
い
い
訳
を
生
み
出

す
例
も
あ
り
ま
す
ね
。
ロ
シ
ア
文
学
で
い
う

と
、
原
卓
也
さ
ん
は
非
常
に
原
文
に
忠
実
に

繰
り
返
し
て
訳
し
て
い
る
。

鴻
巣
　
つ
ま
り
、
後
ろ
か
ら
訳
し
て
い
く
、
い
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わ
ゆ
る
「
訳
し
上
げ
」
で
す
ね
。

亀
山
　
そ
れ
が
す
ご
く
い
い
感
じ
の
と
き
も
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
と
こ
ろ
へ
行
く
と
全

然
、
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
訳
者
の
個
性
が
そ

の
作
家
の
あ
る
部
分
と
は
い
い
け
れ
ど
、
こ

っ
ち
は
だ
め
だ
と
い
う
感
じ
で
、
ど
う
し
て

も
一
つ
の
翻
訳
体
の
中
に
凸
凹
が
生
ま
れ
た

り
し
ま
す
。

鹿
島
　
最
近
の
風
潮
は
、
訳
し
上
げ
は
よ
く
な

い
、
原
文
の
語
順
に
沿
っ
て
訳
し
下
げ
ろ
、

と
い
う
こ
と
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
問

題
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
逆
に
訳
し
上
げ
た
ほ

う
が
、
文
章
が
し
ま
る
場
合
は
い
く
ら
で
も

あ
り
ま
す
。

鴻
巣
　
日
本
語
話
者
に
と
っ
て
は
、
語
順
の
後

ろ
か
ら
言
っ
て
く
れ
た
ほ
う
が
頭
に
入
り
や

す
い
場
合
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
を
無
理
や

り
頭
か
ら
訳
し
下
ろ
し
て
い
く
と
、
か
え
っ

て
映
像
が
浮
か
ば
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

亀
山
　
で
も
、
訳
し
下
ろ
し
は
楽
で
す
。
な
ん

と
か
次
の
文
章
で
う
ま
く
接
続
詞
を
繋
げ
ば

や
っ
て
い
け
る
。

鴻
巣
　
訳
し
下
ろ
し
の
ほ
う
が
関
係
性
を
ぼ
や

か
し
た
ま
ま
、
訳
し
て
い
け
ま
す
ね
。

亀
山
　
関
係
性
が
曖
昧
な
ま
ま
、
繋
い
で
い
く

の
で
、
厳
密
に
言
う
と
、
訳
し
下
ろ
し
は
危

険
で
す
ね
。

ハ
イ
に
な
っ
て
、
い
く
ら
で
も

訳
せ
る
瞬
間

鹿
島
　
出
版
社
か
ら
す
る
と
、
速
さ
は
す
ご
く

あ
り
が
た
い
。
い
く
ら
正
確
で
い
い
訳
で
も
、

何
十
年
も
か
か
る
と
困
り
ま
す
。
だ
か
ら
、

僕
が
翻
訳
や
っ
て
い
た
こ
ろ
は
、
「
鹿
島
屋

の
牛
丼
翻
訳
」
と
自
ら
名
乗
っ
て
い
た
。
う

ま
い
、
速
い
、
安
い
（
笑
）。

訳
し
て
い
る
と
き
、
あ
る
程
度
の
ス
ピ
ー

ド
感
は
必
要
で
す
ね
。
延
々
と
か
け
る
と
、

最
初
と
最
後
で
文
体
が
変
わ
っ
て
き
た
り
す

る
。

亀
山
　
そ
う
で
す
ね
。
僕
も
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の

最
後
は
、
文
体
が
変
わ
り
ま
し
た
。
２
年
で

も
ち
ょ
っ
と
変
わ
り
ま
す
か
ら
。

鴻
巣
「
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
タ
ー
ズ
・
ハ
イ
」
み
た

い
に
な
る
と
き
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ラ
ン
ナ

ー
ズ
・
ハ
イ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
い

く
ら
で
も
走
れ
る
、
み
た
い
な
。

亀
山
　
あ
り
ま
す
。
モ
ス
ク
ワ
に
７
日
間
い
て
、

３
０
０
枚
近
く
や
り
ま
し
た
か
ら
ね
。
１
日

18
時
間
、
35
枚
。
や
は
り
積
み
上
げ
て
、
塊

を
つ
く
っ
て
い
か
な
い
と
終
わ
ら
な
い
。

鹿
島
　
す
ご
い
で
す
ね
。
経
験
か
ら
言
う
と
、

１
日
10
枚
以
上
や
る
と
誤
訳
が
出
て
く
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
文
体
も
乱
れ
て

く
る
。
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亀
山
　
小
さ
な
副
詞
を
１
個
抜
か
し
た
り
、
肯

定
文
を
否
定
文
で
訳
し
た
り
。
疲
れ
で
し
ょ

う
ね
。
で
す
か
ら
、
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄

弟
』
は
誤
訳
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
に
５
校
ま
で

校
正
を
と
り
ま
し
た
。

鹿
島
　
僕
は
最
初
の
こ
ろ
に
英
語
の
Ｓ
Ｆ
の
翻

訳
を
や
っ
て
、
翻
訳
で
文
体
が
鍛
え
ら
れ
ま

し
た
。
あ
る
編
集
者
に
原
稿
を
出
し
た
ら
、

「
こ
の
本
は
中
学
生
に
も
読
ま
せ
た
い
か
ら
、

訳
し
直
し
て
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
あ
あ
、

そ
う
い
う
も
の
な
ん
だ
な
と
思
っ
て
、
非
常

に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
ね
。

そ
の
翻
訳
の
仕
事
を
紹
介
し
て
く
れ
た
人

に
、
翻
訳
の
極
意
を
聞
い
た
ら
、
「
ま
ず
類

語
辞
典
の
い
い
も
の
を
手
に
入
れ
ろ
」
と
。

確
か
に
こ
れ
が
翻
訳
家
に
と
っ
て
一
番
重
要

な
こ
と
で
す
ね
。

亀
山
　
今
は
グ
ー
グ
ル
検
索
な
ど
で
、
自
分
の

日
本
語
が
正
し
い
か
ど
う
か
の
チ
ェ
ッ
ク
が

で
き
ま
す
ね
。
こ
う
い
う
表
現
は
ど
う
か
と
、

検
索
を
か
け
て
み
て
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
表
現

か
ど
う
か
わ
か
る
。
ち
ょ
っ
と
冒
険
し
て
訳

そ
う
か
な
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
訳
語
の
適

切
さ
を
調
べ
る
た
め
に
、
必
ず
検
索
エ
ン
ジ

ン
に
か
け
ま
す
。
類
語
辞
典
の
役
割
は
、
検

索
で
で
き
ま
す
か
ら
ね
。

鴻
巣
　
私
は
、
ネ
ッ
ト
上
の
類
語
辞
典
サ
イ
ト

を
使
っ
て
い
ま
す
。
あ
ま
り
精
度
は
よ
く
な

い
の
で
す
が
。
で
も
結
局
、
翻
訳
が
難
し
い

も
の
ほ
ど
、
類
語
辞
典
は
使
わ
な
い
こ
と
が

多
い
で
す
。
ジ
ュ
ニ
ア
で
も
読
め
る
よ
う
な
、

や
さ
し
い
原
文
を
訳
す
と
き
の
ほ
う
が
使
い

ま
す
ね
。

明
治
時
代
に
は
登
場
人
物
の

名
前
ま
で
日
本
風
に
し
た

鹿
島
　
明
治
時
代
の
翻
訳
で
有
名
な
の
は
、
黒

岩
涙
香
で
す
ね
。
「
私
は
熟
読
玩
味
し
た
あ

と
は
、
一
切
原
書
を
見
な
い
で
や
っ
て
き
た
」

と
自
分
で
言
っ
て
い
ま
す
ね
（
笑
）。

鴻
巣
「
余
は
原
書
は
見
な
い
」
と
名
言
を
吐
い

て
い
ま
す
（
笑
）。
涙
香
は
、
翻
訳
者
と
い
う

よ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ん
で
す
ね
。

『
萬

よ
ろ
ず

朝
ち
ょ
う

報ほ
う

』（
１
８
９
２
年
創
刊
の
日
刊
新

聞
）
の
発
行
人
で
も
あ
っ
た
し
、
彼
に
と
っ

て
は
翻
訳
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
海
外
の
、
ぞ
っ
き
本
み
た
い
な
シ
リ

ー
ズ
も
の
を
し
こ
た
ま
買
っ
て
き
て
、
家
の

中
に
つ
く
っ
た
「
読
破
書
斎
」
に
こ
も
っ
て

読
ん
だ
ら
し
い
。
自
分
の
眼
鏡
に
か
な
う
も

の
は
１
０
０
冊
に
１
冊
し
か
な
い
と
豪
語
し

て
い
ま
す
が
、
自
分
の
主
張
を
盛
り
込
む
の

に
う
っ
て
つ
け
の
作
品
を
探
し
て
い
た
の
か

な
と
思
い
ま
す
。

鹿
島
『
鉄
仮
面
』
は
い
い
選
択
で
す
ね
。
作
者

の
ボ
ア
ゴ
ベ
ー
な
ん
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
聞
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い
て
も
誰
も
知
ら
な
い
。

鴻
巣
　
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
で
原
文
の
あ
る
程

度
の
範
囲
を
１
回
読
ん
だ
ら
頭
に
叩
き
込
ん

で
、
「
余
は
原
書
は
見
な
い
」
と
原
書
は
書

斎
に
置
い
て
き
て
、
社
の
デ
ス
ク
で
訳
し
て

は
、
新
聞
連
載
と
し
て
ど
ん
ど
ん
出
し
ま
し

た
。
今
で
言
う
と
、
翻
案
に
近
い
の
で
す
が
、

彼
の
中
で
は
翻
訳
な
ん

で
す
ね
。
自
分
の
や
っ

て
い
る
こ
と
は
純
文
学

で
は
な
く
て
大
衆
小
説

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い

か
に
お
も
し
ろ
い
も
の

を
読
者
に
提
供
す
る
か

と
い
う
鉄
則
に
お
い
て

翻
訳
を
や
っ
て
い
る
の

で
、
何
を
言
わ
れ
て
も

か
ま
わ
な
い
と
。

鹿
島
　
あ
の
時
代
の
翻
訳

の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ

で
す
が
、
登
場
人
物

を
日
本
人
の
名
前
に
変

え
て
い
ま
す
ね
。

鴻
巣
　
ロ
ン
ド
ン
は
日
比

谷
に
な
っ
て
い
た
り
。

『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』

の
ネ
ロ
は
「
清

き
よ
し

」
、
パ

ト
ラ
ッ
シ
ュ
は
「
斑ぶ

ち

」

で
し
た
。

鹿
島
　
大
正
時
代
の
中
ご
ろ
ま
で
は
そ
ん
な
翻

訳
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
飯い

い

田だ

旗き

軒け
ん

が
ゾ
ラ
の
『
ラ
ル
ジ
ャ
ン
』
を
『
金
』
と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
訳
し
て
い
ま
す
。
古
書
で
２

万
円
も
し
て
高
か
っ
た
け
ど
、
買
っ
て
み
た

ら
大
笑
い
。
全
部
、
黒
岩
涙
香
流
に
名
前
を

変
え
て
い
て
、
主
人
公
の
サ
ッ
カ
ー
ル
は

「
相
良
床
兵
衛
」。
サ
ッ
カ
ー
ル
に
敵
対
す
る

グ
ン
デ
ル
マ
ン
は
「
郡
代
三
郎
右
衛
門
」
と
、

ち
ょ
っ
と
似
た
音
を
入
れ
て
日
本
の
名
を
つ

く
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
舞
台
は
ち
ゃ

ん
と
パ
リ
で
、
証
券
取
引
所
の
時
計
が
鳴
っ

て
、
相
良
床
兵
衛
が
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
っ
て

く
る
ん
で
す
ね
（
笑
）。

亀
山
　
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

翻
訳
と
は
自
ら
の
内
側
に

他
者
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る

鹿
島
　
一
般
的
に
言
っ
て
、
考
え
方
も
何
か
ら

何
ま
で
違
う
外
国
の
言
語
に
衝
突
す
る
こ
と

は
、
絶
対
的
に
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

今
は
「
英
語
が
話
せ
れ
ば
い
い
ん
だ
」
と
、

若
い
人
が
外
国
語
に
衝
突
し
な
く
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
日
本
語
を
鍛
え
る
上
で
も
よ

く
な
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
考
え

方
も
体
系
も
違
う
外
国
語
を
い
っ
た
ん
入
れ

な
い
と
、
日
本
語
を
つ
く
る
上
で
も
、
豊
饒

に
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

鴻
巣
　
翻
訳
す
る
こ
と
で
言
葉
が
鍛
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
長
ら
く
日
本
語
の

小
説
で
三
人
称
を
使
う
の
は
、
難
し
い
と
言

わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
明
治
か
ら
さ
す
が
に

百
何
十
年
も
無
理
や
り
書
い
て
く
る
と
、
三

人
称
で
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と

感
じ
ま
す
。

私
は
20
年
く
ら
い
前
か
ら
翻
訳
を
始
め
ま

し
た
が
、
例
え
ば
昔
は
「
彼
は
悲
し
い
」
と

い
っ
た
表
現
は
使
わ
な
か
っ
た
。
誰
か
ら
見

て
悲
し
い
の
か
を
言
わ
な
い
と
日
本
語
と
し

て
成
立
し
な
い
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
で
も
、

今
は
そ
う
書
い
て
も
不
自
然
で
は
な
い
気
が

す
る
。
Ｊ
・
Ｍ
・
ク
ッ
ツ
ェ
ー
な
ん
て
、
全

部
描
出
話
法
的
な
三
人
称
現
在
形
で
書
き
ま

す
か
ら
、
使
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
が
。

ま
あ
、
そ
う
い
う
例
は
措
く
と
し
て
も
、
た

か
だ
か
20
年
く
ら
い
の
間
に
も
、
日
本
語
は

翻
訳
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
て
き
て
い
る
と
い

う
感
じ
を
抱
く
の
で
す
。

鹿
島
　
村
上
春
樹
さ
ん
も
鍛
え
て
い
る
。

鴻
巣
　
そ
う
で
す
ね
。
米
国
の
エ
ド
ガ
ー
賞
の

の
候
補
に
も
な
っ
た
桐
野
夏
生
さ
ん
も
鍛
え

て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。

鹿
島
　
た
だ
、
作
家
が
翻
訳
を
介
し
て
で
は
な

く
、
外
国
語
に
直
接
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
日
本
語
が
新
し
く
な
る
こ
と
は
な
く
な
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っ
て
い
ま
す
ね
。
大
江
健
三
郎
さ
ん
の
時
代

が
典
型
的
で
し
た
が
、
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
語
の

原
文
を
読
む
こ
と
で
、
文
体
に
影
響
が
出
て

く
る
と
い
っ
た
こ
と
が
、
最
近
の
若
い
作
家

に
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

翻
訳
は
自
省
的
な
要
素
を
か
な
り
植
え
つ

け
ま
す
。
例
え
ば
、
須
賀
敦
子
さ
ん
で
す
が
、

気
質
か
ら
し
て
、
翻
訳
を
経
験
し
な
か
っ
た

ら
、
相
当
ベ
タ
ベ
タ
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム

に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
要
す
る

に
、
翻
訳
は
他
者
を
自
分
の
中
に
育
て
る
こ

と
で
す
ね
。
他
者
が
な
い
と
自
己
肥
大
に
な

っ
て
し
ま
う
。

亀
山
　
他
者
が
い
な
い
と
、
カ
ラ
オ
ケ
を
一
人

で
歌
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
他
者
を
受
け

入
れ
る
苦
し
み
は
ま
さ
に
翻
訳
で
す
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
苦
し
む
こ
と
は
な

い
で
す
ね
。

鴻
巣
　
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ベ
ル
マ
ン
と
い
う
人

が
書
い
た
、
翻
訳
学
の
金
字
塔
み
た
い
な
本

の
邦
訳
が
よ
う
や
く
出
ま
し
た
。
『
他
者
と

い
う
試
練
』
（
藤
田
省
一
訳
、
み
す
ず
書
房
）

と
い
う
の
で
す
が
、
も
う
私
は
題
名
見
て
泣

き
ま
し
た
（
笑
）。

そ
の
な
か
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ド
イ

ツ
の
ヘ
ル
ダ
ー
は
「
翻
訳
な
ん
か
し
て
は
い

け
な
い
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
要
す
る
に

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
す
が
、
翻
訳
す
る
と
他

国
語
に
引
っ
張
ら
れ
、
言
葉
が
汚
れ
る
と
い

う
ん
で
す
ね
。
そ
の
う
ち
言
っ
て
い
る
こ
と

が
性
的
妄
想
み
た
い
に
な
っ
て
き
て
、「
ま
だ

他
国
語
を
受
け
入
れ
た
こ
と
の
な
い
ユ
ン
グ

フ
ラ
ウ
の
よ
う
な
言
語
と
い
う
の
は
、
種
族

の
異
な
る
男
と
交
際
し
た
経
験
の
な
い
乙
女

の
よ
う
な
も
の
で
、
い
ま
だ
押
し
広
げ
ら
れ

ず
（
忠
実
と
拡
張
と
い
う
翻
訳
概
念
が
あ
っ
た

の
で
す
ね
）、
強
張
り
、
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
清
純
そ
の
も
の
な
の

で
あ
る
」
と
か
言
っ
て
、
も
う
ほ
と
ん
ど
処

女
崇
拝
み
た
い
な
文
章
に
な
っ
て
い
く
と
こ

ろ
が
、
と
て
も
ス
リ
リ
ン
グ
な
の
で
す
が

（
笑
）。

ヘ
ル
ダ
ー
は
、
他
者
が
い
る
こ
と
を
強
烈

に
意
識
し
て
い
る
か
ら
封
鎖
し
よ
う
と
し
た
。

け
れ
ど
も
、
亀
山
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

「
一
人
カ
ラ
オ
ケ
」
の
人
た
ち
は
、
他
者
が

い
る
と
い
う
こ
と
す
ら
意
識
し
て
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
そ
こ
が
困
り
ま
す
ね
。

鹿
島
　
そ
れ
は
外
国
語
に
限
ら
ず
、
本
を
読
む

と
い
う
こ
と
自
体
が
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
が
『
読
書
論
』
で
言

っ
て
い
ま
す
。
本
を
読
ん
で
、
そ
の
中
に
没

入
す
る
こ
と
は
、
作
者
に
自
我
を
占
領
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
違
う
読
書
体
験
を

す
る
と
、
ま
た
占
領
さ
れ
る
。
こ
の
繰
り
返

し
に
よ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
他
者
を
育
て
て
い

く
。
そ
れ
が
読
書
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

今
の
人
は
読
書
を
し
な
い
。
外
国
語
を
学

ば
な
い
。
こ
れ
で
は
占
領
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
。
他
人
の
思
考
法
と
格
闘
し
て
苦
し
む
こ

と
が
な
い
の
で
す
ね
。
外
国
語
を
訳
し
て
み

れ
ば
誰
で
も
同
じ
で
す
が
、
単
語
一
つ
で
さ

え
も
苦
し
い
。
こ
の
手
触
り
は
、
ど
う
解
釈

し
て
い
い
の
か
、
さ
ん
ざ
ん
苦
し
ん
で
も
、

わ
か
ら
な
い
と
か
。
そ
う
し
た
経
験
が
な
い

か
ら
、
ま
す
ま
す
自
己
中
心
的
に
な
っ
て
し

ま
う
。

亀
山
　
ブ
ロ
グ
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。

鴻
巣
「
わ
が
ユ
ン
グ
フ
ラ
ウ
」
状
態
で
書
く
の

と
、
他
者
と
の
軋
轢

あ
つ
れ
き

の
あ
と
に
一
つ
自
省
を
経

て
書
く
の
と
で
は
文
章
が
違
う
で
し
ょ
う
ね
。

鹿
島
　
今
、
外
国
文
学
と
い
う
と
、
ほ
と
ん
ど

翻
訳
者
に
お
任
せ
っ
て
い
う
感
じ
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
自
ら
原
文
を
読
む
こ
と
が

ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
大
学
の
外

国
文
学
系
の
コ
ー
ス
は
軒
並
み
定
員
割
れ
で

す
し
、
第
二
外
国
語
を
廃
止
し
て
い
る
と
こ

ろ
も
ふ
え
て
い
ま
す
。
言
語
を
学
ん
で
「
す

ぐ
隣
の
言
語
な
の
に
、
こ
ん
な
も
の
が
あ
る

の
か
」
と
い
う
驚
き
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
、
日
本
の
文
学
に
と
っ
て
も
、
よ
く

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。a

（
２
０
０
８
年
３
月
７
日
、
東
京
赤
坂
の
ジ
ャ
パ
ン

フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
に
て
）
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