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訳
者
あ
と
が
き

　
　

　

す
で
に
言
い
た
い
こ
と
は
「
解
説
」
に
書
い
て
し
ま
っ
た
が
、
あ
と
一
つ
だ
け
、
と
く
に
言
い
た

い
こ
と
を
追
加
す
る
。

　

海
の
上
の
老
人
は
、
敵
に
も
味
方
に
も
、
ま
た
自
分
自
身
に
も
話
し
か
け
る
。
実
際
に
声
に
出
し

て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
と
も
か
く
海
に
出
て
し

ま
え
ば
他
の
登
場
人
物
は
い
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
老
人
が
一
人
芝
居
と
し
て
演
じ
き
ら
な
け
れ
ば

話
は
続
か
な
い
。

　

一
応
は
三
人
称
の
小
説
な
の
で
、「
彼
は
〜
」「
老
人
は
〜
」
と
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
が
基
本

だ
が
、
じ
つ
は
老
人
の
心
の
中
に
入
り
込
ん
で
一
人
称
に
近
い
語
り
口
調
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
そ

れ
自
体
は
日
本
語
に
と
っ
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
純
然
た
る
三
人
称
小
説
を
訳
す
よ
り
も
、

こ
っ
ち
の
ほ
う
が
翻
訳
者
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
く
ら
い
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
老
人
が
口
に
出

し
た
り
出
さ
な
か
っ
た
り
し
な
が
ら
考
え
る
こ
と
を
、
い
か
に
読
者
に
伝
え
る
か
、
つ
ま
り
老
人
の
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話
し
方
、
セ
リ
フ
回
し
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
小
説
の
印
象
を
大
き
く
左
右
す
る
。

　

老
人
に
は
独
り
言
の
癖
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
自
己
と
の
対
話
の
一
形
式
と
い
う
こ
と
で
、
あ

ま
り
大
き
な
声
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
老
人
に
は
「
変
わ
っ
た
年
寄
り
」
だ
と
い
う
自
意
識

が
あ
る
が
、
こ
の
「
変
わ
っ
た
（strange

）」
と
い
う
形
容
詞
は
、
決
し
て
否
定
的
な
意
味
で
は
使

わ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
も
し
老
人
が
、
生
き
て
い
る
魚
に
も
死
ん
だ
魚
に
も
、
こ
の
場
に
い
な
い

少
年
に
向
け
て
も
、
あ
る
い
は
味
付
け
に
塩
が
あ
っ
た
ら
い
い
と
思
う
だ
け
で
も
、
そ
の
た
び
に
大

き
な
声
で
叫
ぶ
よ
う
な
、
へ
ん
な
意
味
で
変
わ
っ
た
こ
と
を
し
た
ら
、「
老
人
と
海
」
は
、
た
だ
ち

に
「
変
人
と
海
」
に
な
る
。

　

ま
た
、
一
人
芝
居
と
は
言
い
な
が
ら
、
俳
優
が
観
客
に
向
け
て
声
を
張
る
よ
う
な
芝
居
で
は
な
い
。

老
人
に
叫
ば
せ
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
効
果
が
出
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
客
席
か
ら
老
人
を
見
る
よ
う
に

な
っ
て
、
老
人
の
内
部
か
ら
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
は
視
線
の
方
向
が
逆
転
す
る
。

　

あ
え
て
言
う
が
、『
老
人
と
海
』
に
は
、
サ
ン
チ
ャ
ゴ
が
声
を
張
っ
て
語
る
場
面
は
な
い
。
音
楽

に
た
と
え
れ
ば
、
こ
の
楽
譜
に
は
作
曲
家
が
フ
ォ
ル
テ
と
書
い
た
箇
所
が
な
い
。
従
来
の
翻
訳
で
、

叫
ぶ
、
ど
な
る
、
わ
め
く
、
大
声
で
、
声
高
に
、
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
訳
者
ご
と

の
裁
量
で
そ
う
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
い
わ
ば
演
奏
家
が
独
自
の
判
断
で
音
量
を
上
げ
て
い
た
。
ど
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う
い
う
判
断
が
あ
っ
た
の
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
も
と
も
と
演
奏
記
号
の
少
な
い
楽
譜
な
の
だ
か

ら
、
演
奏
家
に
よ
っ
て
判
断
が
分
か
れ
る
の
は
当
然
だ
と
も
言
え
る
が
、
あ
る
訳
者
が
「
ど
な
っ

た
」
と
書
い
た
箇
所
に
、
別
の
訳
者
が
「
つ
ぶ
や
い
た
」
と
書
く
よ
う
な
事
例
が
あ
る
の
は
、
い
さ

さ
か
奇
異
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　

老
人
の
海
上
で
の
思
考
に
は
、
①
口
に
出
し
て
い
る
、
②
た
だ
考
え
て
い
る
、
③
ど
ち
ら
か
わ
か

ら
な
い
、
と
い
う
三
種
類
が
あ
っ
て
、
も
し
口
に
出
す
場
合
な
ら
、
そ
う
と
示
す
記
号
は
一
つ
だ
け
。

す
な
わ
ち　aloud

　

と
い
う
副
詞
で
あ
る
。
厳
密
に
は
、
老
人
が
自
分
の
独
り
言
に
つ
い
て“talking 

out loud ”

だ
と
い
う
セ
リ
フ
が
一
箇
所
あ
る
が
、
あ
と
は
す
べ
て“he said aloud ”

の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
。

　

こ
の
二
つ
（aloud

　

と　out loud
）
は
同
義
と
思
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
「
大
声
で
（loudly

）」
と

は
違
う
。
た
し
か
に
古
い
時
代
の　aloud
　

は
「
大
声
で
」
の
意
味
だ
っ
た
が
、
現
在
で
は
「
さ
さ
や

く
の
で
は
な
い
普
通
の
声
で
」
と
解
さ
れ
る
。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
が
生
ま
れ
た
十
九
世
紀
末
の
辞
書

で
も
新
し
い
意
味
は
出
て
い
る
。
あ
る
二
十
世
紀
初
頭
の
辞
書
に
は
「
や
っ
と
聞
こ
え
る
程
度
か
ら
、

や
か
ま
し
い
音
声
ま
で
、
意
味
の
幅
が
あ
る
」
と
い
う
注
釈
が
見
ら
れ
る
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
第
二
版

と
呼
ば
れ
る
一
九
三
四
年
の
辞
書
は
、
ま
だ
両
方
の
意
味
を
併
記
し
な
が
ら
、out loud

　

に
つ
い
て
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は
「
普
通
の
声
」
を
優
先
さ
せ
て
い
た
。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
が
自
殺
し
た
直
後
に
刊
行
さ
れ
た
第
三

版
（
一
九
六
一
）
で
は
、
も
は
や
「
大
声
で
」
は
古
語
と
断
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
少
数
派
な
が
ら
古

い
意
味
を
残
し
て
い
る
辞
書
も
あ
り
、
ま
た
英
和
辞
典
に
は
、
か
な
り
近
年
ま
で
「
大
声
で
」
の
よ

う
な
訳
語
が
見
受
け
ら
れ
た
。

　

単
純
に
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
生
没
年
か
ら
す
れ
ば
、
古
い
意
味
で
使
っ
た
可
能
性
が
絶
対
に
な
い

と
は
言
え
な
い
が
、
一
つ
の
参
考
と
し
て
は
、
す
で
に
「
解
説
」
で
も
引
用
し
た
短
篇
「
大
き
な
二

つ
の
心
臓
の
川
」
で
、
寡
黙
な
ニ
ッ
ク
・
ア
ダ
ム
ズ
が
初
め
て
声
を
出
す
と
こ
ろ
に“speaking out 

loud ”

の
例
が
あ
る
。
こ
の
若
者
が
大
声
を
張
り
上
げ
た
と
解
釈
す
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
ほ
か

の
作
品
で　aloud

　

と
い
う
語
が
使
わ
れ
た
場
合
も

―
た
と
え
ば
ニ
ッ
ク
が
奇
妙
な
元
ボ
ク
サ
ー
に

出
会
う
「
拳
闘
家
（�

e Battler

）」
で
、
そ
の
男
が
声
に
出
し
て
六
十
秒
を
数
え
る
場
面
の
よ
う

に

―
あ
ま
り
大
き
な
声
は
出
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、aloud

　

も　out loud

　

も
、
ヘ
ミ

ン
グ
ウ
ェ
イ
の
文
章
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
め
っ
た
に
な
い
。
声
を
出

す
か
ど
う
か
な
ど
は
、
そ
の
場
の
状
況
だ
け
で
わ
か
る
の
が
普
通
だ
か
ら
、
ま
ず
書
か
れ
る
必
要
が

な
い
。

　

と
こ
ろ
が
『
老
人
と
海
』
で
は
、out loud

　

は
一
回
だ
が
、aloud

　

は
三
十
五
回
と
い
う
異
常
な
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ま
で
の
出
現
率
が
あ
る
。
お
も
し
ろ
い
現
象
だ
と
は
思
う
が
、
こ
れ
だ
け
出
る
と
小
魚
の
群
れ
の
よ

う
に
追
い
に
く
い
。
す
べ
て
一
律
に
処
理
す
る
の
は
難
し
く
、
さ
り
と
て
訳
者
が
勝
手
に
操
作
を
し

て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
日
本
語
で
読
め
る
『
老
人
と
海
』
の
事
実
上
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
、
新
潮
文
庫
の
福
田

恆
存
訳
だ
っ
た
ろ
う
。
先
人
の
業
績
に
異
を
唱
え
る
不
遜
を
承
知
で
言
え
ば
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の

aloud

　

に
「
大
声
」「
叫
ぶ
」「
ど
な
る
」
と
繰
り
返
し
た
福
田
訳
に
は
、
私
は
反
対
を
表
明
し
た
い
。

ま
た
、
か
つ
て
集
英
社
の
世
界
文
学
全
集
に
収
め
ら
れ
た
野
崎
孝
訳
は
、「
つ
ぶ
や
く
」「
口
走
る
」

「
声
高
」「
大
声
」
と
幅
が
あ
っ
て
、
い
わ
ば
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
レ
ン
ジ
が
広
い
の
だ
が
、
ど
の
よ
う
に

使
い
分
け
て
い
た
の
か
、
そ
の
真
意
は
測
り
が
た
い
。

　

福
田
氏
の
場
合
は
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
が
老
人
に
対
し
て
「
純
粋
に
客
観
的
な
外
面
描
写
」
を
行

な
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
（
私
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
が
）、
あ
え
て
老
人
を
外
側
か
ら
見
る
よ

う
に
仕
立
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、aloud
　

な
し
の　said

　

で
も
「
ど
な
っ
た
」
こ
と
に
し
た

り
、
め
ず
ら
し
く
原
文
に　softly

　

と
い
う
演
奏
記
号
が
つ
く
箇
所
で
も
「
大
声
」
に
し
た
り
と
い
う

こ
と
で
、
と
も
か
く
徹
底
し
て
老
人
に
叫
ば
せ
る
方
針
だ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

だ
が
、「
解
説
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
翻
訳
に
は
訳
者
が
話
を
作
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
、
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そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
仕
上
が
り
に
な
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
新
規
参
入
の
私
は
、
叫
ば
な
い
老

人
の
物
語
を
提
出
す
る
。
も
し
新
旧
の
比
較
を
し
て
お
読
み
く
だ
さ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
あ
た

り
に
も
目
を
向
け
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
海
の
用
語
を
ど
う
訳
し
た
か
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
小
さ
な
問
題
だ
と
思
う
が
、
カ
ツ
オ
ノ
エ
ボ
シ
、
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
な
ど
、
あ
ま
り
に
も
日

本
語
に
な
り
す
ぎ
る
名
称
は
避
け
た
。
舟
の　bitt

　

を
「
係
柱
」
と
書
く
こ
と
も
し
て
い
な
い
。
ロ
ー

プ
を
つ
な
ぐ
突
起
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
見
慣
れ
な
い
専
門
用
語
を
持
ち
出
す
と
語
感
が
合
わ
な
い

よ
う
な
気
が
し
た
。

　

マ
ノ
ー
リ
ン
少
年
は
「
じ
い
さ
ん
は
一
人
し
か
い
な
い
」
と
言
っ
て
サ
ン
チ
ャ
ゴ
を
喜
ば
せ
た
。

だ
が
私
か
ら
は
「
じ
い
さ
ん
は
一
人
だ
け
ど
、
じ
い
さ
ん
を
訳
す
人
は
た
く
さ
ん
い
る
ん
だ
」
と
言

う
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
で
サ
ン
チ
ャ
ゴ
が
喜
ん
で
く
れ
る
こ
と
を
願
う
。

　
　

　

二
〇
一
四
年
八
月 

小
川
高
義　


