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翻
訳
は
如
何
様

い
か
よ
う

に
す
べ
き
も
の
か
、
其
の
標
準
は
人
に
依
っ
て
、
各
お
の
お
の異
ろ

う
か
ら
、
も
と
よ
り
一
概
に
云
う
こ
と
は
出
来
ぬ
。
さ
れ
ば
、
自
分
は
、
自

分
が
従
来
や
っ
て
来
た
方
法
し
か
た
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
一
体
、
欧
文
は
唯
だ
読
む
と
何
で
も
な
い
が
、
よ
く
味
う
て
見
る
と
、
自

ら
一
種
の
音
調
が
あ
っ
て
、
声
を
出
し
て
読
む
と
よ
く
抑
揚
が
整
う
て
い
る
。

即
ち 

音 

楽 

的 

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
が
読
む
の
を
聞
い
て
い
て
も
中
々
に

面
白
い
。
実
際
文
章
の
意
味
は
、
黙
読
し
た
方
が
よ
く
分
る
け
れ
ど
、
自
分

の
覚
束
な
い
知
識
で
充
分
に
分
ら
ぬ
所
も
、
声
を
出
し
て
読
む
と
面
白
く
感

ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
欧
文
の
一
特
質
で
あ
る
。

　
処
が
、
日
本
の
文
章
に
は
こ
の
調
子
が
な
い
、
一
体
に
だ
ら
だ
ら
し
て
、
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黙
読
す
る
に
は
差
支
え
な
い
が
、
声
を
出
し
て
読
む
と
頗
る  

単    

調  

モ
ノ
ト
ナ
ス

だ
。

啻ただ
に
抑
揚
な
ど
が
明
ら
か
で
な
い
の
み
か
、
元
来
読
み
方
が
出
来
て
い
な
い

の
だ
か
ら
、
声
を
出
し
て
読
む
に
は
不
適
当
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
苟
い
や
しく
も
外
国
文
を
翻
訳
し
よ
う
と
す
る
か
ら
に
は
、
必
ず
や

そ
の
文
調
を
も
移
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
こ
れ
が
自
分
が
翻
訳
を
す
る
に
つ
い

て
、
先
ず
形
の
上
の
標
準
と
し
た
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
コ
ン
マ
や
ピ
リ
オ
ド
の
切
り
方
な
ど
を
研
究
す
る
と
、
早
速
目

に
着
い
た
の
は
、
句
を
重
ね
て
同
じ
こ
と
を
云
う
こ
と
で
あ
る
。
一
例
を
挙

ぐ
れ
ば
、
マ
コ
ー
レ
ー
の
文
章
な
ど
に
よ
く
あ
る in spite of 

の
如
き
は
そ

れ
だ
。
意
味
か
ら
云
え
ば
、
二
つ
と
か
、
三
つ
と
か
、
も
し
く
ば
四
つ
と
か

で
充
分
で
あ
る
も
の
を
、
音
調
の
関
係
か
ら
も
う
一
つ
云
い
添
え
る
と
い
う
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こ
と
が
あ
る
。
併
し
意
味
は
既
に
云
い
尽
し
て
あ
る
し
、
も
と
よ
り
意
味
の

違
っ
た
こ
と
を
書
く
訳
に
は
行
か
ぬ
か
ら
仕
方
な
し
に
重
複
し
た
余
計
の
こ

と
を
云
う
。

　
こ
れ
は
語
こ
と
ばの
上
に
も
あ
る
こ
と
で
、
日
本
語
の
「
や
た
ら
む
し
ょ
う
」
な

ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
、
或
は
「
強
く
厳
し
く
彼
を
責
め
た
」
と
か
、
或
は
、

「
優
し
く
角
立
た
ぬ
よ
う
に
説
得
し
た
」
と
か
云
う
類
は
、 

屡  

々 

し
ば
し
ば

欧
文
に

見
る
同
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
凡
て
文
章
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
以
外
、

音
調
の
関
係
か
ら
し
て
、
副
詞
を
入
れ
た
い
か
ら
入
れ
た
り
、
二
つ
で
充
分

に
足
り
て
い
る
形
容
詞
を
も
、
一
つ
加
え
て
三
つ
と
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

コ
ン
マ
の
切
り
方
な
ど
も
、
単
に
意
味
の
上
か
ら
切
る
ば
か
り
で
な
く
、
文

調
の
関
係
か
ら
切
る
場
合
が
少
く
な
い
。
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さ
れ
ば
、
外
国
文
を
翻
訳
す
る
場
合
に
、
意
味
ば
か
り
を
考
え
て
、
こ
れ

に
重
き
を
置
く
と
原
文
を
こ
わ
す
虞
お
そ
れが
あ
る
。
須
す
べ
から
く
原
文
の
音
調
を
呑
み

込
ん
で
、
そ
れ
を
移
す
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
こ
う
自
分
は
信
じ
た
の

で
、
コ
ン
マ
、
ピ
リ
オ
ド
の
一
つ
を
も
濫みだ
り
に
棄
て
ず
、
原
文
に
コ
ン
マ
が

三
つ
、
ピ
リ
オ
ド
が
一
つ
あ
れ
ば
、
訳
文
に
も
亦
ピ
リ
オ
ド
が
一
つ
、
コ
ン

マ
が
三
つ
と
い
う
風
に
し
て
、
原
文
の
調
子
を
移
そ
う
と
し
た
。
殊
に
翻
訳

を
為
始
め
た
頃
は
、
語
数
も
原
文
と
同
じ
く
し
、
形
を
も
崩
す
こ
と
な
く
、

偏ひと
え
に
原
文
の
音
調
を
移
す
の
を
目
的
と
し
て
、
形
の
上
に
大
変
苦
労
し
た

の
だ
が
、
さ
て
実
際
は
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
行
か
ぬ
、
中
に
は
ど
う
し
て

も
自
分
の
標
準
に
合
わ
す
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
も
あ
っ
た
。
で
、
自
分
は
自

分
の
標
準
に
依
っ
て
訳
す
る
丈
け
の
手う
腕で
が
な
い
も
の
と
諦
ら
め
て
も
見
た
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が
、
併
し
そ
れ
は
決
し
て
本
意
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
其
の
後のち
と
て
も
長
く

形
の
上
に
は
、
此
の
方
針
を
取
っ
て
お
っ
た
。

　
処
で
、
出
来
上
っ
た
結
果
は
ど
う
か
、
自
分
の
訳
文
を
取
っ
て
見
る
と
、

い
や
実
に
読
み
づ
ら
い
、
佶 

倔 

聱 

牙 

き
っ
く
つ
ご
う
が

だ
、
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
如
何
に
と
も

出
来
栄
え
が
悪
い
。
従
っ
て
世
間
の
評
判
も
悪
い
、 

偶  

々 

た
ま
た
ま

賞
美
し
て
呉
れ

た
者
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
お
し
な
べ
て
非
難
の
声
が
多
か
っ
た
。
併
し
、
私

が
苦
心
を
し
た
結
果
、
出
来
損
っ
た
と
い
う
心
持
を
呑
み
込
ん
で
、
此
処
が

失
敗
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
者
は
な
く
、
ま
た
、
此
処
は
何ど
の
位
ま
で
成
功

し
た
と
見
て
呉
れ
た
者
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
誉
め
ら
れ
て
も
標
準
に
無

交
渉
な
の
で
嬉
し
く
も
な
け
れ
ば
、
譏そし
ら
れ
て
も
見
当
違
い
だ
か
ら
、
何
の

啓
発
さ
れ
る
所
も
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
、
自
分
で
独
り
角
力
を
取
っ
て
い
た
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の
で
、
実
際
毀
誉
褒
貶
以
外
に
超
然
と
し
て
、
唯
だ
或
る
点
に
目
を
着
け
て

苦
労
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
文
学
に
対
す
る
尊
敬
の
念
が

強
か
っ
た
の
で
、
例
え
ば
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
が
其
の
作
を
す
る
時
の
心
持
は
、

非
常
に
神
聖
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
翻
訳
す
る
に
も
同
様
に
神
聖
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
就
て
は
、
一
字
一
句
と
雖
い
え
ど
も、
大
切
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
よ
う
に
信
じ
た
の
で
あ
る
。

　
併
し
乍
ら
、
元
来
文
章
の
形
は
自
ら
其
の
人
の
詩
想
に
依
っ
て
異
な
る
の

で
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
文
体
が
あ
り
、
ト
ル
ス
ト
イ
に

は
ト
ル
ス
ト
イ
の
文
体
が
あ
る
。
其
の
他
凡
そ
一
家
を
な
せ
る
者
に
は
各
独

特
の
文
体
が
あ
る
。
こ
の
事
は
日
本
で
も
支
那
で
も
同
じ
こ
と
で
、
文
体
は

其
の
人
の
詩
想
と
密
着
の
関
係
を
有
し
、
文
調
は
各
自
に
異
っ
て
い
る
。
従
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っ
て
こ
れ
を
翻
訳
す
る
に
方
っ
て
も
、
或
る
一
種
の
文
体
を
以
て
何
人
に
で

も
当
て
嵌
め
る
訳
に
は
行
か
ぬ
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、
ゴ
ル

キ
ー
は
ゴ
ル
キ
ー
と
、
各
別
に
そ
の
詩
想
を
会
得
し
て
、
厳
し
く
云
え
ば
、

行
住
座
臥
、
心
身
を
原
作
者
の
儘
に
し
て
、
忠
実
に
其
の
詩
想
を
移
す
位
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
是
れ
実
に
翻
訳
に
お
け
る
根
本
的
必
要
条
件
で
あ
る
。

　
今
、
実
例
を
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
取
っ
て
こ
れ
を
云
え
ば
、
彼
の
詩
想
は
秋

や
冬
の
相
で
は
な
い
、
春
の
相
で
あ
る
、
春
も  

初    

春  

し
ょ
し
ゅ
ん

で
も
な
け
れ
ば
中

春
で
も
な
い
、
晩
春
の
相
で
あ
る
、
丁
度
桜
花
さ
く
ら
が
爛
熳
と
咲
き
乱
れ
て
、
稍や

や々

散ち
り
初そ
め
よ
う
と
い
う
所
だ
、
遠
く
霞
ん
だ 

中  

空 

な
か
ぞ
ら

に
、
美
し
く
お
ぼ
ろ

お
ぼ
ろ
と
し
た
春
の
月
が
照
っ
て
い
る
晩
を
、
両
側
に
桜
の
植
え
ら
れ
た
細

い
長
い
路
を
辿
る
よ
う
な
趣
が
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
艶
麗
の
中うち
に
ど
っ
か
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寂
し
い
所
の
あ
る
の
が
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
詩
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
其
の

当
然
の
結
果
と
し
て
、
彼
の
小
説
に
は
全
体
に
其
の
気
が
行
き
渡
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
翻
訳
す
る
に
は
其
の
心
持
を
失
わ
な
い
よ
う
に
、
常
に

其
の
人
に
な
っ
て
書
い
て
行
か
ぬ
と
、
往
々
に
し
て
文
調
に
そ
ぐ
わ
な
く
な

る
。
此
の
際
に
在
て
は
、
徒
ら
に
コ
ン
マ
や
ピ
リ
オ
ド
、
又
は
其
の
他
の
形

に
ば
か
り
拘
泥
し
て
い
て
は
い
け
な
い
、
先
ず
根
本
た
る
詩
想
を
よ
く
呑
み

込
ん
で
、
然
る
後
、
詩
形
を
崩
さ
ず
に
翻
訳
す
る
よ
う
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

　
実
際
自
分
が
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
を
翻
訳
す
る
時
は
、
力
め
て
其
の
詩
想
を
忘

れ
ず
、
真
に
自
分
自
身
其
の
詩
想
に
同
化
し
て
や
る
心
算
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

ど
う
も
旨
く
成
功
し
な
か
っ
た
。
成
功
し
な
か
っ
た
と
は
云
え
、
標
準
は
矢
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張
り
其
処
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
但た
だ
、
自
分
が
其
の
間
に 

種  

々 

い
ろ
い
ろ

と
考
え

て
見
る
と
、
一
体
、
自
分
の
立
て
た
標
準
に
法
っ
て
翻
訳
す
る
こ
と
は
、
必

ず
し
も
出
来
ぬ
と
断
言
は
さ
れ
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
少
く
と
も
自
分
に
取
っ

て
は
六
ヶ
敷
む
つ
か
しい
や
り
方
で
あ
る
と
思
っ
た
。
何
故
と
い
う
に
、
第
一
自
分
に

は
日
本
の
文
章
が
よ
く
書
け
な
い
、
日
本
の
文
章
よ
り
は
ロ
シ
ア
の
文
章
の

方
が
よ
く
分
る
よ
う
な
気
が
す
る
位
で
、
即
ち
原
文
を
味
い
得
る
力
は
あ
る

が
、
こ
れ
を
リ
プ
ロ
ヂ
ュ
ー
ス
す
る
力
が
伴
う
て
お
ら
な
い
の
だ
。

　
で
、
外
に
翻
訳
の
方
法
は
な
い
も
の
か
と 

種  

々 

い
ろ
い
ろ

研
究
し
て
見
る
と
、
ジ

ュ
コ
ー
フ
ス
キ
ー
一
流
の
や
り
方
が
面
白
い
と
思
わ
れ
た
。
ジ
ュ
コ
ー
フ
ス

キ
ー
は
ロ
シ
ア
の
詩
人
で
あ
る
が
、
寧
ろ
翻
訳
家
と
し
て
名
を
成
し
て
い
る
。

バ
イ
ロ
ン
を
多
く
訳
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
妙
に
巧うま
い
。
尤
も
当
時
の
ロ
シ
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ア
は
、
其
の
社
会
状
態
が
小
バ
イ
ロ
ン
を
盛
ん
に
生
ん
だ
時
代
で
、
殊
に
ジ

ュ
コ
ー
フ
ス
キ
ー
の
如
き
は
、
鉄
中
錚
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
求
め

ず
し
て
バ
イ
ロ
ン
の
詩
想
と
合
致
す
る
を
得
て
、
大
に
成
功
し
た
の
か
も
知

れ
ぬ
が
、
兎
に
角
其
の
訳
文
は
立
派
な
ロ
シ
ア
文
と
な
っ
て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
バ
イ
ロ
ン
の
原
詩
と
比
べ
て
見
る
と
、
其
の
云
い
方

が
大
変
違
う
、
原
文
の
仄
起
そ
っ
き
を 

平  

起 

ひ
ょ
う
き

と
し
た
り
、
平
起
を
仄
起
と
し
た
り
、

原
文
の
韻
の
あ
る
の
を
無
韻
に
し
た
り
、
或
は
原
文
に
な
い
形
容
詞
や
副
詞

を
附
け
て
、
勝
手
に 

剪  

裁 

せ
ん
さ
い

し
て
い
る
。
即
ち
多
く
は
原
文
を
全
く
崩
し
て
、

自
分
勝
手
の
詩
形
と
し
、
唯
だ
意
味
だ
け
を
訳
し
て
い
る
。
処
が
其
の
両
者

を
読
み
比
べ
て
見
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
。
英
文
は
元
来
自
分
に
は
少
し
お
か

っ
た
る
い
方
だ
か
ら
、
余
り
大
口
を
利
く
訳
に
は
行
か
ぬ
が
、
兎
に
角
原
詩
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よ
り
も
訳
の
方
が
、
趣
味
も
詩
想
も
よ
く
分
る
、
原
文
で
は
十
遍
読
ん
で
も

分
ら
ぬ
の
が
、
訳
の
方
で
は
一
度
で
種
々
の
美
所
が
分
っ
て
来
る
、
し
か
も

其
の
イ
ム
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
を
考
え
て
見
る
と
、
如
何
に
も
バ
イ
ロ
ン
的
だ
。

即
ち
こ
れ
を
要
す
る
に
、
覚
束
な
い
英
語
で
バ
イ
ロ
ン
を
味
う
よ
り
は
、
ジ

ュ
コ
ー
フ
ス
キ
ー
の
訳
を
読
む
方
が
労
少
く
し
て
得
る
所
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
其
処
で
自
分
は
考
え
た
、
翻
訳
は
こ
う
せ
ね
ば
成
功
せ
ま
い
、
自
分
の
や

り
方
で
は
、
形
に
拘
泥
す
る
の
結
果
、
筆
力
が
形
に
縛
ら
れ
る
か
ら
、
読
み

づ
ら
く
窮
屈
に
な
る
。
こ
れ
は
宜
し
く
ジ
ュ
コ
ー
フ
ス
キ
ー
の
如
く
、
形
は

全
く
別
に
し
て
、
唯
だ
原
作
に
含
ま
れ
た
る
詩
想
を
発
揮
す
る
方
が
よ
い
。

と
こ
う
は
思
っ
た
も
の
の
、
さ
て
自
分
は
臆
病
だ
、
そ
ん
な
ら
と
云
う
て
こ

れ
を
決
行
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
何
故
か
と
云
う
に
、
ジ
ュ
コ
ー
フ
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ス
キ
ー
流
に
や
る
に
は
、
自
分
に
充
分
の
筆
力
が
あ
っ
て
、
よ
し
や
原
詩
を

崩
し
て
も
、
そ
の
詩
想
に
新
詩
形
を
附
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
は
な
ら
ぬ

の
だ
が
、
自
分
に
は
、
こ
の
筆
力
が
覚
束
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
だ
。
従
来

や
り
来
っ
た
翻
訳
法
で
見
る
と
、
よ
し
成
功
は
し
な
い
乍
ら
も
、
形
は
原
文

に
捉
つ
か
まっ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
非
常
に
や
り
損
う
こ
と
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、

ジ
ュ
コ
ー
フ
ス
キ
ー
流
に
や
る
と
、
成
功
す
れ
ば
光
彩
燦
然
た
る
者
で
あ
る

が
、
も
し
失
敗
し
た
が
最
後
、
こ
れ
ほ
ど
見
じ
め
な
も
の
は
な
い
の
だ
か
ら
、

余
程
自
分
の
手う
腕で
を
信
ず
る
念
が
な
い
と
や
り
き
れ
ぬ
。
自
分
は
さ
す
が
に

そ
れ
ほ
ど
大
胆
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
ど
う
も 

険  

呑 

け
ん
の
ん

に
思
わ
れ
て
断
行
し

得
な
か
っ
た
。
で
、
依
然
旧
翻
訳
法
で
や
っ
て
い
た
が
、
…
…

　
併
し
そ
れ
は
以
前
自
分
が
真
面
目
な
頭
で
、
翻
訳
に
従
事
し
た
頃
の
こ
と

14余が翻訳の標準



で
あ
る
、
近
頃
の
は
、
い
や
も
う
お
話
し
に
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
九
年
一
月
「
成
功
」
）
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16余が翻訳の標準



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
平
凡
・
私
は
懐
疑
派
だ
」
講
談
社
文
芸
文
庫
、
講
談
社

　
　
　1997
（
平
成9

）
年12

月10

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
二
葉
亭
四
迷
全
集
　
第
一
、
二
、
三
、
四
、
七
巻
」
筑
摩

書
房

　
　
　1984

（
昭
和59
）
年11
月
〜1991

（
平
成3

）
年11

月

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：
長
住
由
生

校
正
：
も
り
み
つ
じ
ゅ
ん
じ
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2000

年5

月4

日
公
開

2006
年3

月27

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

18余が翻訳の標準



余が翻訳の標準
二葉亭四迷
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