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和
田
忠
彦
著

『
声
、
意
味
で
は
な
く ̶

 

わ
た
し
の
翻
訳
論 

』

平
凡
社　
二
〇
〇
四
年

　

ぼ
く
は
翻
訳
を
好
ま
な
い
。
翻
訳
の
文
章
を
読
ま
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。

そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
分
で
翻
訳
す
る
の
が
好
き
で

は
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
中
学
、
高
校
、
大
学
を
通
じ
て
、
日
本
で
受
け
た
外
国

語
の
教
育
が
ひ
と
つ
の
例
外（
大
学
院
で
受
け
た
蓮
實
重
彥
先
生
の「
一
八
五
〇

年
代
に
お
け
る
文
学
的
変
容
」
に
か
ん
す
る
授
業
）
を
除
い
て
、
明
け
て
も
暮

れ
て
も
訳
読
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
思
う
。

　

大
学
で
フ
ラ
ン
ス
語
に
立
ち
向
か
っ
た
と
き
、
ぼ
く
に
は
ひ
と
つ
の
決
意
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
森
有
正
に
お
け
る
〈
経
験
〉
の
概
念
に
触
発
さ
れ
て
の
こ

と
だ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ま
で
強
い
ら
れ
て
き
た
英
語
学
習
法
と
訣
別

し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
ま
ず
な
に
よ
り
も
音
と
し
て
、
響
き
と
し
て
自
分
の
な

か
に
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
時
間
が
か

か
る
に
せ
よ
、
言
葉
を
音
に
よ
る
〈
経
験
〉
と
し
て
沈
殿
さ
せ
な
け
れ
ば
何
事

も
始
ま
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
の
注
意
は
フ
ラ

ン
ス
語
の
言
葉
を
聴
く
こ
と
に
向
か
っ
た
。
音
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
教
材

に
ひ
た
す
ら
耳
を
傾
け
、
文
字
と
し
て
し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
言
葉
は
か

た
っ
ぱ
し
か
ら
音
に
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
染
め
上
げ
ら

れ
た
言
語
意
識
を
手
に
入
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
世
界
の
住
人
に
な
ろ
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
勉
強
と
い
う
よ
り
は
修
行
、
あ
る
い
は
訓
練
で
、
ピ

ア
ノ
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
巨
匠
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
で
さ
え
も
日
々
の
音
階
練

習
を
欠
か
さ
な
い
の
と
同
じ
で
、
結
局
は
一
生
続
く
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
か
げ
な
の
か
、
ぼ
く
は
、
あ
る
時
期
か
ら
、
自
分

の
専
門
的
な
仕
事
の
対
象
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
表
現
の
文
学
テ
ク
ス
ト
を
前

に
す
る
と
、
そ
れ
が
ま
る
で
楽
譜
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
音
と
し
て
立
ち
上
っ

て
く
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
〈
読
む
〉
と
は
、
結
局
、
テ
ク
ス
ト
に
固
有
の
〈
声
〉
を
聴
く
経
験
な
の
だ

と
い
う
こ
と
を
し
み
じ
み
と
感
じ
て
い
る
ぼ
く
に
と
っ
て
、
和
田
忠
彦
さ
ん

の
『
声
、
意
味
で
は
な
く ̶

 

わ
た
し
の
翻
訳
論
』
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
こ
と
は
、

親
し
い
友
人
に
再
会
し
た
と
き
の
歓
び
に
似
て
い
た
。
テ
ク
ス
ト
が
一
種
の
楽

譜
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
〈
読
む
〉
こ
と
は
い
わ
ば
演
奏interprétation

で
あ
り
、
演
奏
と
は
即
解
釈interprétation

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
別
の
言
語
に
移
動
・
変

換
す
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
解
釈
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
ひ
と
つ
の
〈
翻
訳
〉

interprétation = traduction

な
の
で
あ
る
。

　

＊　

＊　

＊

　
『
声
、
意
味
で
は
な
く ̶

 

わ
た
し
の
翻
訳
論
』
に
は
い
く
つ
も
仕
掛
け
が
ほ

ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
め
ま
い
を
も
よ
お
さ
せ
る
ほ
ど
多
様
な
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ

る
二
〇
の
短
い
エ
ッ
セ
イ
が
独
立
し
つ
つ
、
し
か
し
数
珠
の
よ
う
に
一
本
の
糸

に
よ
っ
て
、
と
き
に
は
し
り
と
り
遊
び
（
と
い
う
人
が
い
る
）
を
連
想
さ
せ
る

よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
両
端
か
ら
挟
み
こ
む
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よ
う
に
、「
読
む
こ
と
、
訳
す
こ
と
」、「
声
を
さ
が
し
つ
づ
け
て
」
と
題
さ
れ

た
翻
訳
と
い
う
営
み
そ
れ
自
体
に
か
ん
す
る
少
し
ば
か
り
理
論
的
な
文
章
が
配

さ
れ
て
い
る
と
い
う
構
成
の
妙
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ

う
な
堅
固
な
構
造
と
一
見
そ
れ
と
は
反
対
の
自
由
を
見
事
に
両
立
さ
せ
て
い
る

仕
掛
け
を
、
ぼ
く
は
一
種
の
変
奏
曲
の
よ
う
に
読
ん
だ
。
こ
の
本
は
音
楽
へ

の
参
照
が
多
い
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
実
は
本
質
的
に
音
楽
的
な
構
成
を

取
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
和
田
さ
ん
が
そ
の
こ
と
に
意
識
的
な
の
か
ど
う

か
、
ぼ
く
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
二
二
の
文
章
の
つ
ら
な
り
を
、
ぼ
く

は
た
し
か
に
翻
訳
を
め
ぐ
る
主
題
と
変
奏
と
し
て
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。
冒

頭
の
翻
訳
理
論
の
回
顧
的
な
考
察
の
最
後
に
ぽ
つ
ん
と
も
ら
さ
れ
る
欠
如
感
が

呼
び
水
と
な
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
続
く
二
〇
の
変
奏
が
導
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

変
奏
曲
と
い
う
と
、
バ
ッ
ハ
の
『
ゴ
ー
ル
ド
ベ
ル
ク
変
奏
曲
』、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
の
『
デ
ィ
ア
ベ
リ
の
主
題
に
よ
る
変
奏
曲
』、
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
『
ハ
イ
ド
ン
の

主
題
に
よ
る
変
奏
曲
』
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、

作
曲
家
は
主
題
に
強
い
魅
力
を
感
じ
る
と
同
時
に
あ
る
種
の
欠
如
感
を
抱
い
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
ひ
と
つ
の
主
題
を
引
き

受
け
、
そ
の
同
一
性
を
維
持
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
延
々
と
変
形
を
加
え
る
な
ど

と
い
う
作
業
に
身
を
「
窶
せ
る
」
だ
ろ
う
か
。
主
題
の
魅
力
と
、
し
か
し
そ
こ

に
同
時
に
認
め
ら
れ
る
欠
如
を
な
ん
と
か
埋
め
た
い
と
い
う
欲
望
と
の
せ
め
ぎ

あ
い
が
変
奏
曲
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
す
れ
ば
、『
声
、
意
味
で
は
な
く̶

わ
た
し
の
翻
訳
論
』
の
初
発
に
は
た
し
か
に
そ
う
い
う
せ
め
ぎ
あ
い
の
痕
跡
が

認
め
ら
れ
る
。
音
楽
に
お
け
る
変
奏
曲
の
傑
作
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
主
題

が
そ
の
同
一
性
を
頑
固
に
維
持
し
な
が
ら
も
、
当
初
の
欠
如
を
埋
め
る
た
め
に

微
妙
な
差
異
の
連
鎖
を
抱
え
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
無
限
に
変
容
し
て
ゆ
く
姿
は
、

精
神
の
限
り
な
い
可
能
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
喚
起
し
て
い
る
よ
う
で
な

ん
と
も
心
地
よ
い
。

　

＊　

＊　

＊

　
『
声
、
意
味
で
は
な
く ̶

 

わ
た
し
の
翻
訳
論
』
の
も
う
ひ
と
つ
の
有
力
な
仕

掛
け
は
、
読
者
と
の
最
初
の
接
点
、
音
楽
で
い
う
「
ア
タ
ッ
ク
」
に
あ
た
る
タ

イ
ト
ル
の
な
か
に
見
い
だ
せ
る
よ
う
に
思
う
。「
声
、
意
味
で
は
な
く
」。
な
ん

と
意
外
な
、
な
ん
と
動
的
な
、
つ
ま
り
本
文
へ
の
緩
や
か
な
、
し
か
し
確
実
な

移
行
を
喚
起
す
る
ア
タ
ッ
ク
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
第
三
交
響
曲
第
一
楽
章
冒

頭
の
意
外
性
と
第
四
交
響
曲
第
一
楽
章
冒
頭
の
流
動
性
の
両
方
を
兼
ね
備
え
た

よ
う
な
不
思
議
な
ア
タ
ッ
ク
。
和
田
さ
ん
は
「
声
、
意
味
で
は
な
く
」
と
い

う
。
こ
の
言
い
方
は
、
声
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
を
排
除

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
実
は
そ
う
で
は
な

い
。〈
翻
訳
〉
が
、
意
味
を
追
い
か
け
な
が
ら
そ
の
実
け
っ
し
て
意
味
に
追
い
つ

く
こ
と
の
な
い
訳
読
と
呼
ば
れ
る
、
だ
れ
も
が
一
度
は
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
た
こ

と
の
あ
る
労
苦
と
間
違
っ
て
も
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
ゆ

え
に
、
和
田
さ
ん
は
あ
え
て
こ
う
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
意
味
は
、

実
は
、
声
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
つ
か
ま
ら
な
い
。
ぼ
く
は
、
今
も
続
く

修
行
の
途
上
で
、
和
田
さ
ん
も
引
い
て
お
ら
れ
る
ジ
ャ
ン・ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー

の
仕
事
に
出
会
い
、
そ
れ
を
通
し
て
、
言
葉
に
耳
を
傾
け
るêtre à l’écoute 

des m
ots

と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
を
教
え
ら
れ
た
と
い
う

気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
和
田
さ
ん
の
、
実
は
意
味
に
向
け
ら
れ
た
「
声
、

意
味
で
は
な
く
」
と
い
う
言
い
方
に
は
な
ん
の
抵
抗
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
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ろ
か
、
こ
の
ア
タ
ッ
ク
か
ら
、
ぼ
く
は
、
い
ち
は
や
く
、
後
続
す
る
文
章
に
お

い
て
展
開
さ
れ
る
に
違
い
な
い
、
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
翻

訳
と
は
縁
遠
い
作
法
を
想
像
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
想
像
は
ほ
と
ん
ど
裏
切
ら

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
わ
た
し
の
翻
訳
論
」
と
い
い
な
が
ら
、実
は
、

こ
の
本
は
通
常
の
意
味
で
の
翻
訳
論
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
タ
イ
ト
ル

に
仕
込
ま
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
仕
掛
け
で
あ
る
。

　

＊　

＊　

＊

　

こ
こ
ま
で
書
い
て
、
も
う
与
え
ら
れ
た
紙
幅
が
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
。
ぼ

く
は
書
評
と
い
う
日
本
の
制
度
的
な
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
の
で

ほ
と
ん
ど
読
ま
な
い
し
、
ま
た
書
く
こ
と
も
敬
遠
し
て
い
る
。
著
者
が
長
い
時

間
を
か
け
、
心
血
を
注
い
で
彫
琢
し
た
言
葉
の
高
み
と
釣
り
合
う
言
葉
を
数
日
、

数
週
間
で
紡
ぐ
こ
と
な
ど
、
ぼ
く
に
は
と
う
て
い
で
き
る
は
ず
が
な
い
か
ら
だ
。

し
か
し
、
こ
れ
は
ぼ
く
だ
け
の
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
も
思
う
。
今
回
、
和

田
さ
ん
の
本
の
魅
力
に
抗
し
き
れ
ず
に
、
み
ず
か
ら
書
評
の
よ
う
な
も
の
を
書

く
段
に
な
っ
て
、『
声
、
意
味
で
は
な
く ̶

 

わ
た
し
の
翻
訳
論
』
に
つ
い
て
書

か
れ
た
文
章
を
拾
い
読
み
し
て
み
た
の
だ
け
れ
ど
、
著
者
の
言
葉
の
伴
奏
・
伴

走
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た

か
ら
だ
。
み
す
ぼ
ら
し
い
言
葉
を
並
べ
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

を
ぼ
く
は
十
分
に
認
識
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
こ
の
本
の
な
か
で
試
み
ら
れ

て
い
る
、
一
見
、
翻
訳
と
は
縁
遠
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
実
は
翻
訳
の
概
念
そ

れ
自
体
を
ラ
ジ
カ
ル
に
更
新
す
る
よ
う
な
、〈
翻
訳
〉
と
い
う
新
た
な
〈
読
み
〉、

あ
る
い
は
〈
翻
訳
〉
と
い
う
行
為
を
と
お
し
て
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
新
た
な

〈
読
み
〉
の
作
法
に
多
少
な
り
と
も
触
れ
ず
に
こ
の
文
章
を
終
え
る
こ
と
は
、
や

は
り
で
き
な
い
。

　

そ
の
作
法
の
な
ん
た
る
か
を
簡
明
に
縁
取
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
だ
け

れ
ど
も
、
そ
の
核
心
に
あ
る
も
の
が
言
語
的
越
境
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
。
単
に
、
リ
ー
ビ
英
雄
、
多
和
田
葉
子
、
ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド
、
プ

レ
ス
ブ
ル
ゲ
ル
兄
弟
と
い
っ
た
模
範
的
な
言
語
的
越
境
者
た
ち
が
考
察
の
対
象

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
和
田
さ
ん
自
身
が
、
古
井
由

吉
と
ダ
ニ
ロ
・
キ
シ
ュ
、
キ
ッ
シ
ュ
と
山
崎
佳
代
子
、
吉
田
健
一
と
セ
ル
バ
ン

テ
ス
、
内
田
百
閒
と
ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
と
い
う
ふ
う
に
「
と
」
を
多
用
さ
れ
、
異

な
る
言
語
を
実
践
す
る
表
現
者
た
ち
の
あ
い
だ
を
自
在
に
往
還
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
読
み
な
が
ら
い
く
つ
も
の
付
箋
を
付
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ

の
本
の
な
か
か
ら
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
暴
力
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知

の
う
え
で
、
一
箇
所
だ
け
に
言
及
す
る
と
す
れ
ば
、
ぼ
く
は
「
第
二
変
奏
」
に

読
ま
れ
る
、
ダ
ニ
ロ
・
キ
シ
ュ
の
「
馬
」
の
一
節
の
上
を
文
字
通
り
這
う
よ
う

に
進
め
ら
れ
る
見
事
な
〈
読
み
〉
に
よ
っ
て
、
古
井
由
吉
の
『
杳
子
』
の
一
節

が
召
喚
さ
れ
る
、
ク
ロ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
部
分
を
あ
げ
た
い
。
和
田
さ
ん
自

身
が
言
語
的
越
境
を
実
践
す
る
人
、
つ
ま
り
〈
翻
訳
〉
す
る
人
で
あ
る
こ
と
が

あ
ら
た
め
て
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

な
に
よ
り
も
、
ひ
と
つ
の
言
語
の
な
か
に
さ
え
実
は
、
つ
ね
に
す
で
に
、
翻
訳

の
現
象
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

＊　

＊　

＊
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翻
訳
と
い
う
行
為
が
ま
ず
同
じ
ひ
と
つ
の
言
語
の
な
か
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
仕
事

を
め
ぐ
る
コ
ロ
ッ
ク
で
、「
翻
訳
と
／
あ
る
い
は
引
用
」
を
発
表
し
た
豊
崎
光

一
だ
っ
た
。
あ
ま
り
に
も
は
や
く
死
に
さ
ら
わ
れ
た
こ
の
稀
有
の
仏
文
学
者
は
、

ま
た
、
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。「
結
局
、
わ
た
し
が
翻
訳
者
と
呼
ぶ
の
は
ひ
と
つ

の
職
業
と
い
う
よ
り
は
、
世
界
を
生
き
、
そ
し
て
見
る
ひ
と
つ
の
流
儀
だ
。
そ

れ
は
根
を
下
ろ
す
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
、
ふ
た
つ
の
も
の
あ
い
だ
に
意
志
的

に
と
ど
ま
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
彼
な
り
のdépart

（
出
発
、
識
別
）
で
あ
る
。

も
し
、
翻
訳
者
の
、
そ
し
て
翻
訳
と
い
う
実
践
の
倫
理
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
こ
の
拒
否
、
翻
訳
者

が
ま
っ
た
く
自
発
的
に
受
け
入
れ
る
こ
の
宙
づ
り
状
態
の
な
か
に
し
か
な
い
。」

〈
翻
訳
〉
と
い
う
行
為
を
「
果
て
し
な
い
〈
読
み
〉
の
反
復
を
不
可
欠
な
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
含
意
す
る
」
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
同
時
に
、
語
り
の
技
法
に

お
け
る
語
り
手
と
登
場
人
物
の
両
方
か
ら
な
る
複
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

引
き
受
け
に
な
ぞ
ら
え
て
（「
…
…
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
終
わ
り
方
の
文

が
頻
出
す
る
の
は
、
こ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
）、
一

種
の
自
由
間
接
話
法
の
駆
使
と
も
考
え
る
和
田
さ
ん
の
立
場
は
、
豊
崎
光
一
の

こ
の
言
葉
と
豊
か
に
共
振
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。

（
水
林
章
）


