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翻
訳
へ
の
思
い

李
　
　
　
愛
　
淑

一
年
間
の
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
の
滞
在
か
ら
戻
っ
て
ま
も
な
い
、
六
月
一
五
日
に
韓
国
の
マ
ス

コ
ミ
は
一
斉
に
次
の
よ
う
な
見
出
し
の
記
事
を
発
信
し
、
大
々
的
に
報
道
し
た
。

「『
菜
食
主
義
者
』
翻
訳
者
、
韓
国
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
へ
の
執
着
に
戸
惑
い
を
感
じ
る
」

こ
れ
は
、
二
〇
一
六
年
度
マ
ン･

ブ
ッ
カ
ー
賞
国
際
部
門
（M

an B
ooker International P

rize 2016

）
の

受
賞
作
で
あ
る
『
ザ
・
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
（T

he Vegetarian

原
作
タ
イ
ト
ル
は
菜
食
主
義
者)

』
の
翻
訳
者
が

マ
ン･

ブ
ッ
カ
ー
賞
受
賞
を
記
念
し
て
来
韓
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
時
の
発
言
で
あ
る
。
連
日
話
題
に
な
っ

た
。今

年
の
五
月
、
韓
国
の
作
家
が
初
め
て
海
外
の
権
威
あ
る
文
学
賞
、
マ
ン･

ブ
ッ
カ
ー
賞
国
際
部
門
を
受
賞

し
た
こ
と
で
韓
国
社
会
は
お
祭
り
騒
ぎ
だ
っ
た
そ
う
だ
が
、
ど
う
し
て
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
の
こ
と
へ
と
翻
訳
者

の
話
は
飛
躍
し
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
背
景
に
は
韓
国
社
会
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
へ
の
宿
願
が
あ
る
。
毎
年
一
〇
月
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞

発
表
の
時
期
に
な
る
と
、
韓
国
社
会
は
過
度
な
関
心
を
寄
せ
て
は
、〈
今
年
こ
そ
は
〉
の
期
待
と
〈
今
年
も
ま

た
〉
の
失
望
を
反
復
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ン･

ブ
ッ
カ
ー
賞
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
や
フ
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ラ
ン
ス
の
コ
ン
ク
ー
ル
文
学
賞
と
共
に
、
世
界
的
に
権
威
あ
る
文
学
賞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
マ
ン･

ブ
ッ
カ
ー

賞
受
賞
の
続
き
で
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
を
夢
見
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
翻
訳
者
は
、「
文
学
賞
は
賞
に

す
ぎ
ず
、
作
家
は
書
き
、
読
者
は
そ
の
作
品
を
楽
し
め
ば
い
い
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
、
作
家
は
報
わ
れ
る
の

で
す
。」
と
い
い
、
韓
国
社
会
の
文
学
賞
に
対
す
る
過
度
な
意
味
付
与
を
一
喝
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
マ
ス
コ
ミ

も
、
外
か
ら
の
目
を
通
し
て
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
で
こ
そ
韓
国
文
学
が
認
め
ら
れ
る
と
思
う
韓
国
社
会
の

認
識
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

実
際
、
こ
こ
数
年
韓
国
文
学
の
世
界
化
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
そ
の
象
徴
と
し
て
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
と

い
う
具
体
的
な
目
標
を
立
て
て
、
韓
国
文
学
翻
訳
院
（http://w

w
w

.klti.or.kr/

）
は
海
外
で
の
韓
国
文
学
の
外

国
語
訳
を
積
極
的
に
支
援
し
て
き
た
。
そ
の
政
策
の
基
底
に
は
、
翻
訳
を
韓
国
文
学
の
世
界
化
の
た
め
の
手
段

と
見
做
す
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
の
韓
国
文
学
翻
訳
院
の
支
援
を
う
け
て
『
ザ
・
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
』
は
念
願
の
海

外
の
文
学
賞
を
韓
国
に
与
え
て
く
れ
た
が
、
同
時
に
、
翻
訳
を
文
学
賞
獲
得
の
手
段
と
し
て
見
做
し
て
い
た
韓

国
社
会
に
、
賞
よ
り
読
者
が
楽
し
む
こ
と
の
大
事
さ
、
異
文
化
間
の
共
感
の
大
事
さ
を
説
き
、
わ
れ
ら
の
自
省

の
契
機
を
作
っ
て
く
れ
た
。

最
初
私
は
韓
国
社
会
の
内
密
な
願
望
を
つ
か
れ
、
不
便
で
あ
る
は
ず
の
翻
訳
者
の
言
葉
を
、
大
々
的
に
報
道

す
る
マ
ス
コ
ミ
の
変
化
に
違
和
感
を
感
じ
て
い
た
。
翻
訳
や
翻
訳
者
に
こ
れ
ほ
ど
関
心
が
集
中
し
、
話
題
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
ぶ
ん
、
マ
ン･

ブ
ッ
カ
ー
賞
国
際
部
門
は
英
国
で
出
版
さ
れ
た
外
国

文
学
の
英
訳
本
を
対
象
に
す
る
が
た
め
に
、
作
家
の
ハ
ン
・
カ
ン
（
韓
江
）
と
翻
訳
者
の
デ
ボ
ラ･

ス
ミ
ス

（D
eborah Sm

ith

）
が
共
同
受
賞
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
ザ
・
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
』
を
支
援
し
た
韓
国
文
学
翻

訳
院
の
翻
訳
支
援
事
業
の
思
わ
ぬ
成
果
、
翻
訳
を
通
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
読
者
が
無
名
の
韓
国
文
学
を
楽
し
む

こ
と
の
意
味
に
注
目
さ
れ
る
。
異
文
化
の
読
者
が
楽
し
み
、
共
感
で
き
る
、
そ
れ
こ
そ
真
の
意
味
で
の
韓
国
文
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学
の
世
界
化
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
呪
縛
か
ら
解
き
離
れ
、
そ
の
意
味
を
大
事
に
し
た
い
。

さ
ら
に
私
個
人
と
し
て
は
、『
ザ
・
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
』
翻
訳
者
が
、
三
年
間
の
韓
国
語
学
習
で
、
異
文
化
の

読
者
が
楽
し
め
る
翻
訳
を
出
し
た
こ
と
に
興
味
を
感
じ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
韓
国
語
訳
を
し
よ
う
と
思
い

な
が
ら
、
い
つ
も
回
避
し
て
き
た
自
分
に
思
い
至
り
、
ど
う
も
後
ろ
め
た
く
も
あ
る
が
、
ま
た
限
り
な
く
羨
ま

し
い
。
私
は
ど
う
し
て
韓
国
で
は
無
名
の
『
源
氏
物
語
』
の
こ
と
を
嘆
く
ば
か
り
で
、
韓
国
の
読
者
の
た
め
の

韓
国
語
訳
と
い
う
道
へ
、
進
ま
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

勿
論
前
人
未
踏
の
道
で
は
な
い
。
す
で
に
『
源
氏
物
語
』
韓
国
語
訳
は
あ
る
。
一
九
七
三
年
（
柳
呈
訳
『
源

氏
イ
ヤ
ギ
上
・
下
』
乙
酉
文
化
社
）、
一
九
九
九
年
（
田
溶
新
訳
『
源
氏
イ
ヤ
ギ
1
‐
3
』、
ナ
ナ
ム
出
版
）
に

は
一
応
原
文
の
韓
国
語
訳
が
世
に
出
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
七
年
に
は
瀬
戸
内
寂
聴
訳
『
源
氏
物
語
』（
金
蘭
周

訳
『
源
氏
イ
ヤ
ギ
1
‐
10
』
ハ
ン
ギ
ル
社
）、
二
〇
〇
八
年
に
は
大
和
和
紀
の
『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』
の
翻
訳

（
李
キ
ル
ジ
ン
訳
『
源
氏
イ
ヤ
ギ
1
‐
10
』
Ａ
Ｋ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
が
出
さ
れ
た
。
ま
さ
に
四
〇
年
来

の
翻
訳
と
紹
介
の
歴
史
は
あ
る
が
、
未
だ
に
『
源
氏
物
語
』
は
韓
国
社
会
で
は
知
ら
れ
ず
、
無
名
の
ま
ま
で
あ

る
。無

名
の
『
源
氏
物
語
』、
韓
国
で
の
こ
の
状
況
は
い
か
に
も
不
思
議
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
源
氏
物
語
』
の

背
景
で
あ
る
、
王
朝
時
代
は
韓
国
の
読
者
に
は
と
て
も
親
近
感
の
あ
る
時
代
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
で
の

韓
流
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
王
朝
歴
史
ド
ラ
マ
を
み
て
も
、
王
朝
時
代
、
権
力
闘
争
、
後
宮
で
の
政
治
と
恋
、

波
乱
万
丈
の
人
間
の
物
語
は
韓
国
読
者
に
人
気
の
あ
る
素
材
で
あ
る
。
ま
た
韓
国
で
は
こ
こ
数
年
間
、
町
の
人

文
学
者
の
活
躍
の
お
か
げ
で
、
古
典
文
学
、
歴
史
の
ブ
ー
ム
ま
で
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
。
王
朝
物
語
に
対
す
る

大
衆
の
関
心
は
最
高
潮
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
か
ら
し
て
も
、
異
国
の
王
朝
物
語
、『
源
氏
物
語
』

に
対
し
て
韓
国
読
者
は
違
和
感
を
感
じ
な
い
で
、
楽
し
め
る
は
ず
だ
。
共
感
の
土
台
は
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
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に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
源
氏
物
語
』
は
読
者
の
手
か
ら
離
れ
、
い
や
大
衆
の
手
の
届
か
な
い
遥
か
向
こ
う
に
位

置
し
て
い
る
。
韓
国
の
読
者
が
楽
し
め
る
『
源
氏
物
語
』
韓
国
語
訳
を
必
要
と
し
て
い
る
。

ま
た
も
、『
源
氏
物
語
』
韓
国
語
訳
を
避
け
て
き
た
自
分
は
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

私
に
と
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
翻
訳
へ
の
思
い
は
と
て
も
複
雑
で
あ
る
。
か
つ
て
大
学
時
代
の
私
に
、『
源
氏
物

語
』
は
難
攻
不
落
の
お
城
で
あ
っ
た
。
古
典
語
は
硬
い
城
壁
で
、
私
の
入
城
を
な
か
な
か
許
し
て
く
れ
な
か
っ

た
。
と
う
と
う
自
分
の
無
法
さ
に
気
づ
き
、
今
度
は
現
代
語
訳
は
飛
ば
し
、
迂
回
の
道
と
し
て
『
源
氏
物
語
』

韓
国
語
訳
を
図
書
館
で
探
し
出
し
た
。
自
分
に
有
利
な
と
こ
ろ
か
ら
攻
め
て
行
く
の
は
良
い
戦
略
だ
ろ
う
と
思

い
、
意
気
揚
々
と
難
攻
不
落
の
お
城
攻
め
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
そ
し
て
ま
も
な
く
、
韓
国
語
訳
も
硬
く
、

丈
夫
な
城
壁
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
期
待
し
た
だ
け
に
落
胆
し
た
。
い
や
二
度
に
わ
た
る
戦
い
に
追
い
ま
く

ら
れ
、
私
の
意
欲
は
く
た
く
た
に
な
り
、
憂
鬱
の
ど
ん
底
に
ま
で
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
幸
い
若
さ
の
お
か
げ
で

あ
ろ
う
か
、
挫
折
か
ら
立
ち
直
り
、
時
間
と
根
気
を
戦
略
と
し
て
、
古
典
語
と
い
う
城
壁
を
攻
め
、
と
う
と
う

『
源
氏
物
語
』
と
い
う
お
城
に
た
ど
り
着
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
苦
難
の
道
程
の
た
め
だ
ろ
う
か
、
い

つ
ま
で
も
『
源
氏
物
語
』
の
前
で
立
ち
つ
く
し
て
い
る
自
分
に
気
づ
く
。

考
え
て
み
れ
ば
、
韓
国
語
訳
か
ら
攻
め
る
戦
略
は
な
か
な
か
良
い
と
思
う
の
だ
が
、
ど
う
し
て
失
敗
し
た
の

だ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
原
文
同
様
、『
源
氏
物
語
』
韓
国
語
訳
も
難
攻
不
落
の
お
城
だ
っ
た
。
そ
の
当
時
は
攻

め
る
自
分
の
至
ら
な
さ
を
自
責
し
た
が
、
原
因
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。『
ザ
・
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
』
の

翻
訳
者
は
無
名
の
韓
国
文
学
を
翻
訳
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
読
者
が
楽
し
め
る
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
翻
訳
者
、
翻
訳
の
責
任
は
免
れ
な
い
。
今
読
み
返
し
て
も
、『
源
氏
物
語
』
韓
国
語
訳
は
読
者
に
や
さ
し

い
も
の
で
は
な
い
。
語
り
手
の
存
在
を
度
外
視
し
た
硬
い
文
体
、
漢
字
同
様
の
古
い
言
葉
遣
い
、『
源
氏
物
語
』

を
熟
知
し
て
い
る
翻
訳
者
中
心
の
翻
訳
姿
勢
が
、
異
国
の
文
学
と
始
め
て
対
面
す
る
読
者
を
困
惑
さ
せ
、
作
品
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へ
の
集
中
を
妨
げ
る
。
異
国
の
物
語
、『
源
氏
物
語
』
と
韓
国
読
者
と
の
間
隔
を
埋
め
て
く
れ
る
ど
こ
ろ
か
、

拡
大
さ
せ
て
し
ま
う
。

た
と
え
ば
、
漫
画
と
い
う
絵
の
力
で
読
み
や
す
い
は
ず
の
『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』
の
韓
国
語
訳
の
場
合
も
例

外
で
は
な
い
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
桐
壺
更
衣
が
次
々
と
贈
ら
れ
る
物
の
贈
り
手
を
推
測
す
る
「
い
っ
た
い
ど

な
た
が
？
」
で
の
「
い
っ
た
い
」
は
、
随
所
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
に
該
当
す
る
韓
国
語
訳
と

し
て
翻
訳
者
は
、「
デ
ガ
ン
ズ
ル
（
대
관
절
）」
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
で
あ
る
が
、
韓
国
の
読
者
は
「
デ
ガ
ン

ズ
ル
（
대
관
절
）」
を
見
つ
け
る
た
び
に
、
首
を
傾
げ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
呼
吸
が
乱
れ
、
読
み
の
リ
ズ
ム
が

崩
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
デ
ガ
ン
ズ
ル
」
は
高
い
年
齢
層
の
言
葉
遣
い
で
、
思
わ
ず
翻
訳
者
の
年
齢
が
気
に

な
っ
て
し
ま
う
。
い
く
ら
王
朝
物
語
と
は
い
っ
て
も
、
一
般
的
に
は
「
ド
デ
チ
ェ
（
도
대
체
）」、
漫
画
の
口
語

体
を
考
慮
す
れ
ば
、「
デ
チ
ェ
（
대
체
）」
の
方
が
王
朝
時
代
の
雰
囲
気
を
そ
こ
な
わ
ず
、
分
か
り
や
す
い
。
も

し
十
代
の
読
者
な
ら
、「
デ
ガ
ン
ズ
ル
っ
て
何
？
」
と
、
言
葉
の
意
味
が
分
か
ら
ず
そ
こ
で
戸
惑
っ
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
高
い
年
齢
層
の
特
徴
で
あ
る
漢
字
言
葉
で
、
読
者
を
困
惑
さ
せ
誤
読
に
導
く
こ
と
も
あ
る
。
光
源
氏

の
元
服
後
、
桐
壺
帝
は
「
ま
だ
年
も
ゆ
か
ぬ
の
に
元
服
姿
は
見
お
と
り
す
る
か
と
案
じ
て
い
た
が
」
と
、
成
人

し
た
光
源
氏
の
立
派
さ
を
婉
曲
的
に
讃
え
る
。
す
る
と
左
大
臣
は
帝
に
、「
か
え
っ
て
い
っ
そ
う
お
美
し
さ
を

ま
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
」
と
、
光
源
氏
の
美
質
を
讃
え
、
臣
下
と
し
て
の
礼
を
も
つ
く
し
、
共
感
す
る
場

面
が
あ
る
。
韓
国
語
訳
を
み
る
と
、
桐
壺
帝
の
言
葉
を
「
아
직 

연
소
한 

연
세
여
서 

관
례
의
상
이 

어
울
리
지 

않
을
까 

염
려
했
으
나
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
傍
線
の
「
ヨ
ン
ソ
ハ
ン
　
ヨ
ン
セ
（
연
소
한 

연
세
）」
は
漢
字
言

葉
で
、「
年
少
な
御
年
齢
」、
つ
ま
り
「
若
年
」
の
意
味
に
な
る
。
特
に
「
御
年
齢
」
を
修
飾
す
る
「
ヨ
ン
ソ
ハ

ン
（
年
少
な
）」
は
漢
字
読
み
の
硬
い
表
現
で
、
口
語
体
で
は
死
語
に
も
近
い
。「
ヨ
ン
セ
（
御
年
齢
）」
は
古
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め
か
し
く
も
丁
寧
な
言
葉
で
、
ま
る
で
桐
壺
帝
が
光
源
氏
に
敬
語
を
使
う
よ
う
な
誤
解
を
招
き
、
読
者
は
左
大

臣
の
言
葉
と
し
て
誤
読
し
か
ね
な
い
。
し
か
も
、
左
大
臣
の
「
思
わ
れ
ま
す
」
を
「
ガ
ッ
デ
グ
ン
ヨ
（
같
더
군

요
）」、
つ
ま
り
「
よ
う
で
す
よ
」
と
曖
昧
な
口
調
に
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
桐
壺
帝
と
左
大
臣
、
そ
し
て
光
源
氏

の
関
係
に
混
乱
を
も
た
ら
し
、
読
者
の
誤
読
を
招
い
て
し
ま
う
。

結
局
、
長
い
間
自
分
の
才
能
の
な
さ
を
口
実
に
『
源
氏
物
語
』
韓
国
語
訳
を
避
け
て
き
た
私
な
り
の
責
任
を

痛
感
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
が
、
と
う
と
う
真
摯
に
韓
国
語
訳
に
立
ち
向
か
う
決
心
を
し
た
。
翻
訳
へ
の
思

い
、
そ
れ
が
私
の
一
年
間
の
日
文
研
で
の
滞
在
か
ら
の
最
大
の
収
穫
で
も
あ
る
。
自
分
の
苦
い
思
い
を
噛
み
締

め
な
が
ら
、
読
者
が
楽
し
め
る
『
源
氏
物
語
』
韓
国
語
訳
を
し
よ
う
。

（
国
立
韓
国
放
送
大
学
教
授
）


