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書 

評
　﹃
現
代
日
本
に
み
る
複
数
の
翻
訳
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
﹄
は
︑
英
語
で
書
か
れ
た

翻
訳
学
に
関
す
る
優
れ
た
革
新
的
な
論
集
で
あ
り
︑
日
本
に
お
け
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
文
化
的
・
言
語
的
多
様
性
を
追
及
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
︒

﹁
日
本
あ
る
い
は
日
本
語
内
外
に
向
け
た
翻
訳
の
多
様
性
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
の

理
論
化
・
位
置
づ
け
・
実
践
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
方
法
／
手
法
﹂（p. vii

）
を
重
視
し
た
本
書
は
︑
優
れ
た
研
究
者
で
あ
る

ベ
ヴ
ァ
リ
ー
・
カ
レ
ン
︑
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
・
ナ
ナ
︑
そ
し
て
田
辺
希
久

子
の
三
氏
の
手
に
よ
り
編
集
さ
れ
た
も
の
で
︑
翻
訳
・
文
学
研
究
︑
そ
し
て

日
本
研
究
の
優
秀
な
学
者
た
ち
の
協
力
の
下
︑
一
流
出
版
社
で
あ
る
ル
ー
ト

レ
ッ
ジ
社
か
ら
二
〇
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒

　
ベ
ヴ
ァ
リ
ー
・
カ
レ
ン
氏
は
︑
国
際
基
督
教
大
学
の
社
会
・
文
化
・
メ

デ
ィ
ア
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
で
言
語
学
︑
文
化
・
メ
デ
ィ
ア
翻
訳
の
指
導
に
あ

た
っ
て
い
る
︒
ま
た
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
・
ナ
ナ
氏
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン

ド
ン
大
学
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
（
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
所
）
の
言
語
・
文
化
学
科
で
翻
訳

学
の
講
師
を
︑
そ
し
て
田
辺
希
久
子
氏
は
︑
兵
庫
の
神
戸
女
学
院
大
学
の
教

授
を
務
め
て
い
る
︒

　
本
書
が
文
学
翻
訳
の
み
な
ら
ず
︑
文
化
翻
訳
に
も
焦
点
を
当
て
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
︒
ま
た
テ
ク
ス
ト
分
析
の
ほ
か
︑
パ
ラ
テ

ク
ス
ト
要
素
の
分
析
︑
そ
し
て
談
話
分
析
に
も
目
を
向
け
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑

翻
訳
者
の
役
割
や
翻
訳
の
生
成
過
程
・
翻
訳
手
法
︑
あ
る
い
は
翻
訳
観
︑
そ

し
て
目
標
テ
ク
ス
ト
（Target Text

）
の
受
容
に
関
し
て
も
論
じ
て
い
る
︒
本

書
で
は
︑﹁
複
数
（M

ultiple

）﹂
と
い
う
概
念
を
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

（transgeneric
）︑
つ
ま
り
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
る
も
の
と
い
う
意
味
合
い
で
解
釈

し
て
い
る
︒
カ
レ
ン
氏
も
述
べ
る
通
り
︑﹁
本
書
で
は
︑
文
化
生
産
や
社
会
運

べ
ヴ
ァ
リ
ー
・
カ
レ
ン
、
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
・
ナ
ナ
、
田
辺
希
久
子
編
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動
に
取
り
組
む
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
翻
訳
を
取
り
扱
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑
複
数
の
地
域
に
目
を
向
け
︑
日
本
国
内
︑
日
本
と
そ
の
他
の
ア
ジ
ア

諸
国
間
︑
そ
し
て
日
本
と
世
界
そ
の
他
の
国
々
と
の
間
に
お
け
る
国
際
的
な

翻
訳
の
流
通
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
﹂（p. vii

）︒

　
本
書
は
十
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
マ
ン
ガ
︑
映
画
︑
演
劇
等
の
ジ
ャ
ン

ル
を
跨
ぐ
翻
訳
に
つ
い
て
論
じ
る
他
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
横
断
的
な
翻
訳
︑
ま

た
ク
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
︑
そ
し
て
文
学
翻
訳
な
ど
も
取
り
上

げ
て
い
る
︒

　
ま
ず
第
一
章
で
は
︑
ベ
ヴ
ァ
リ
ー
・
カ
レ
ン
氏
が
︑
多
言
語
の
入
り
混
じ

る
マ
ン
ガ
﹃D

E
AT

H
 N

O
T

E

（
デ
ス
ノ
ー
ト
）﹄（
小
畑
健
︑
原
作
・
大
場
つ
ぐ

み
）
の
分
析
を
通
し
多
次
元
翻
訳
に
つ
い
て
︑
そ
し
て
日
本
を
﹁
多
言
語
地

域
﹂
と
し
て
検
討
し
て
い
る
︒
本
論
は
︑﹁
日
本
の
マ
ン
ガ
︑
あ
る
い
は
そ
の

英
訳
版
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
構
造
﹂︑
そ
し
て
謡
曲
を
想
起
さ
せ
る
豊
か
な
間

テ
ク
ス
ト
性
が
︑
い
か
に
英
語
圏
の
文
化
へ
の
翻
訳
を
困
難
な
も
の
に
し
て

い
る
か
に
つ
い
て
﹂
考
察
し
て
い
る
（p. viii

）︒
そ
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
︑
ま
た
読
者
の
反
応
を
探
る
た
め
︑
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
言
語
内
翻
訳

（intralingual translation

）
と
記
号
内
翻
訳
（intersem

iotic translation

）
の
概
念
︑

お
よ
び
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
と
翻
訳
に
関
す
る
考
え
を
用
い
て
︑
こ

の
マ
ン
ガ
翻
訳
が
単
な
る
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
で
は
な
く
︑﹁
社
会
的
概
念
や
社

会
的
文
脈
﹂
の
翻
訳
で
も
あ
る
こ
と
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
死
を
与
え
る
権
利

（T
he right to kill

）
を
も
翻
訳
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
︒
カ
レ
ン
氏
は
︑
マ
ン
ガ
﹃D

E
AT

H
 N

O
T

E

﹄
が
﹁
こ
の
世
界
の
変

化
を
知
る
手
段
と
し
て
︑
翻
訳
に
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
か
を
示

す
訳
業
で
あ
る
﹂
と
章
を
結
ん
で
お
り
（p. 17

）︑
私
見
に
よ
れ
ば
︑
マ
ン
ガ

﹃D
E

AT
H

 N
O

T
E

﹄
は
文
化
翻
訳
の
良
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
テ
ィ
タ
ニ
ラ
・
マ
ー
ト
ラ
イ
氏
に
よ
る
第
二
章
﹁
映
画
に
な
っ
た
文
学
と

演
劇
︱
︱
新
藤
兼
人
の
﹃
黒
猫
﹄﹂
で
は
︑﹃
藪
の
中
の
黒
猫
﹄
な
ど
を
は
じ

め
と
す
る
一
九
六
〇
年
代
の
映
画
に
お
い
て
︑
監
督
が
化
け
猫
の
よ
う
な
大

衆
向
け
の
題
材
に
︑
能
の
技
術
や
演
目
を
ど
の
よ
う
に
融
合
さ
せ
て
い
る
か

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
︒
ま
た
こ
の
作
品
に
は
︑
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ

る
よ
う
に
︑
芥
川
龍
之
介
の
短
編
﹁
藪
の
中
﹂
等
と
の
間
テ
ク
ス
ト
性
も
見

ら
れ
る
︒
こ
の
傾
向
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も
現
れ
て
い
る
︒
マ
ー
ト
ラ
イ
氏

は
︑
黒
沢
明
監
督
の
﹃
羅
生
門
﹄
へ
の
直
接
の
言
及
は
避
け
て
は
い
る
も
の

の
︑﹃
羅
生
門
﹄
と
の
間
テ
ク
ス
ト
性
を
ほ
の
め
か
す
要
素
も
多
数
組
み
込
ま

れ
て
い
る
︒
ま
た
映
画
に
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
や
歌
舞
伎
な
ど
も
登
場
す
る
た

め
︑
こ
れ
ら
の
要
素
が
英
語
圏
の
国
々
の
よ
う
な
か
け
離
れ
た
文
化
へ
の
翻

訳
を
一
層
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
︒

　﹁﹃
カ
ム
イ
外
伝
﹄
を
翻
訳
す
る
︱
︱
マ
ン
ガ
か
ら
実
写
映
画
へ
の
ジ
ャ
ン

ル
間
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
﹂
と
題
し
た
第
三
章
で
は
︑
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
・

ナ
ナ
氏
が
︑
マ
ン
ガ
﹃
カ
ム
イ
外
伝
﹄（
一
九
六
五
）
か
ら
実
写
映
画
﹃
カ
ム

イ
外
伝
﹄（
二
〇
〇
九
）
へ
の
翻
案
に
関
わ
る
プ
ロ
セ
ス
︑
手
法
︑
そ
し
て
そ

の
翻
案
作
品
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
間
翻
訳
に
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お
け
る
社
会
的
背
景
の
影
響
︑
そ
し
て
翻
訳
者
の
可
視
性
（V

enuti, 1995

）

に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
︒

　﹁
カ
ム
イ
﹂
は
︑
も
と
も
と
ア
イ
ヌ
語
で
神
を
意
味
す
る
︒
意
外
な
こ
と
に

当
初
原
作
者
は
﹁
ア
イ
ヌ
﹂
を
題
材
に
作
品
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
が
︑
最

終
的
に
﹁
カ
ム
イ
﹂
と
い
う
忍
者
と
な
っ
た
非
人
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
︒

非
人
で
あ
り
︑
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
な
い
カ
ム
イ
は
忍
者
と
な
る
が
︑
や
が

て
﹁
抜
け
忍
﹂
と
な
り
︑
生
涯
︑
他
の
忍
者
に
追
わ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
︒

　
プ
ロ
ッ
ト
の
軸
と
な
る
の
は
︑
生
き
延
び
る
た
め
の
戦
い
︑
そ
し
て
社
会

的
差
別
問
題
等
で
あ
る
︒
カ
ム
イ
は
生
き
る
た
め
に
多
く
の
他
者
を
犠
牲
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︙
︙
︒
そ
の
た
め
︑
崔
洋
一
が
監
督
を
務
め
た
映
画

に
は
︑
日
本
で
差
別
さ
れ
て
き
た
﹁
在
日
﹂
に
纏ま
つ

わ
る
話
が
含
ま
れ
て
い
る
︒

崔
洋
一
自
身
︑
韓
国
籍
を
取
得
し
て
い
る
が
︑
生
ま
れ
も
育
ち
も
日
本
で
あ

る
︒
こ
の
章
は
︑
ジ
ャ
ン
ル
を
跨
ぐ
翻
訳
者
と
し
て
の
崔
の
役
割
に
焦
点
を

当
て
つ
つ
も
︑
マ
ン
ガ
の
登
場
人
物
や
そ
の
精
神
が
ど
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ

て
い
る
の
か
︑
そ
の
翻
訳
手
法
︑
そ
し
て
映
画
の
受
容
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に

は
︑
観
客
の
コ
メ
ン
ト
に
依
拠
し
つ
つ
翻
訳
の
質
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し

て
い
る
︒

　
ま
た
︑
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
氏
は
︑
こ
の
論
考
を
起
点
テ
ク
ス
ト
（Source 

Text

）
で
あ
る
﹃
カ
ム
イ
外
伝
﹄（
十
七
世
紀
を
舞
台
と
す
る
）
の
歴
史
的
背
景

の
分
析
か
ら
始
め
︑
プ
ロ
ッ
ト
（
テ
ク
ス
ト
）
の
要
約
を
見
事
に
行
な
っ
て

い
る
︒
ま
た
︑
映
画
（
目
標
テ
ク
ス
ト
）
の
監
督
／
翻
案
者
だ
け
で
な
く
︑
マ

ン
ガ
（
起
点
テ
ク
ス
ト
）
の
原
作
者
で
あ
る
白
土
三
平
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ

て
い
る
︒ 

　
こ
の
よ
う
に
著
者
は
︑
翻
訳
過
程
と
登
場
人
物
に
つ
い
て
︑
特
に
︑
監
督

が
男
女
の
登
場
人
物
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
﹁
翻
訳
し
て
﹂
い
る
の
か
︑
彼
ら

の
姿
勢
や
感
情
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
か
に
着
目
し
て
い
る
︒
ま

た
︑
主
人
公
で
あ
る
カ
ム
イ
の
﹁
精
神
﹂
が
ど
の
よ
う
に
翻
訳
／
変
換
さ
れ
︑

ま
た
そ
れ
が
批
判
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
解
き
明
か
し
て
い
る
︒

　
ま
た
︑
こ
の
章
で
は
映
画
の
受
容
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
り
︑
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
レ
ビ
ュ
ー
や
感
想
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
監
督
の
主

な
目
的
（
ス
コ
ポ
ス
）
が
﹁
新
世
代
の
視
聴
者
た
ち
の
心
を
動
か
し
︑
交
流

を
図
る
こ
と
﹂
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒
残
念
な
が
ら
監
督
の
こ
の

試
み
は
成
功
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
お
り
︑
佐
藤
゠
ロ
ス
ベ
ア
グ
氏
は
︑

そ
の
諸
要
因
に
つ
い
て
も
探
っ
て
い
る
︒

　
第
四
章
﹁
翻
訳
で
き
な
い
革
命
︱
︱
一
九
七
〇
～
一
九
八
〇
年
代
の
日
本

に
お
け
る
女
性
解
放
運
動
言
説
の
変
容
﹂（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ウ
ェ
ル
カ
ー
著
）
は
︑

日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
の
歴
史
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
カ
レ
ン
氏
に
よ
る

と
︑﹁
ア
メ
リ
カ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
の
日
本
語
訳
は
︑
バ
ト
ラ
ー
が
言
う

と
こ
ろ
の
﹁
複
数
の
文
化
領
域
が
出
会
う
場
に
出
現
す
る
理
論
﹂（B

utler 

1999 , p. ix

）
の
可
能
性
を
切
り
開
く
う
え
で
の
翻
訳
の
意
義
を
示
す
例
で
あ

る
﹂
と
い
う
（p. ix

）︒

　
こ
の
論
考
で
は
︑
翻
訳
者
の
認
知
度
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
成
に
お
け
る
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ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
運
動
の
重
要
性
と
影
響
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
︒
そ
の
た

め
ウ
ェ
ル
カ
ー
氏
は
︑
一
九
七
〇
年
代
並
び
に
八
〇
年
代
に
日
本
の
女
性
た

ち
が
翻
訳
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
た
の
か
︑
ま
た
︑
ど
の
よ
う
な
文
章
が

翻
訳
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
︑
こ
れ
ら
の
文
章
が
︑
女
性
の
身

体
と
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
よ
み
変
え
る
の
み
な
ら
ず
︑

日
本
に
お
け
る
女
性
解
放
運
動
に
貢
献
し
た
著
作
の
着
想
源
に
な
っ
た
と
説

明
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
よ
る
翻
訳
が
用
い
ら
れ
始
め
た

の
は
何
も
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
く
︑
す
で
に
一
九
一
〇
年
代
頃
の
日
本
に

始
ま
っ
て
い
た
と
結
ん
で
い
る
︒
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
︑
つ
い
最
近
ま
で
翻

訳
学
の
学
者
た
ち
は
︑
主
に
文
学
翻
訳
を
重
視
し
研
究
を
進
め
て
き
た
︒
こ

の
論
考
で
は
︑
社
会
の
異
な
る
側
面
や
歴
史
的
な
動
き
に
対
す
る
理
解
を
十

分
に
深
め
る
た
め
に
︑
そ
れ
以
外
の
翻
訳
研
究
に
も
取
り
組
む
必
要
性
が
強

調
さ
れ
て
い
る
︒

　
第
五
章
の
﹁
日
本
語
訳
に
み
る
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ッ
キ
ノ
ン
︱
︱
ラ
デ
ィ

カ
ル
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
翻
訳
論
へ
﹂
と
題
し
た
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
ノ
ル
マ
氏
に

よ
る
論
考
で
は
︑
二
〇
一
一
年
に
和
訳
が
刊
行
さ
れ
た
﹃
女
の
生
︑
男
の

法
﹄
を
主
な
分
析
対
象
と
し
︑﹁
ラ
デ
ィ
カ
ル
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
座
か
ら
み

た
翻
訳
の
理
論
と
実
践
﹂（p. 79

）
や
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
の
テ
ク
ス
ト
の
発

展
に
つ
い
て
︑
そ
し
て
そ
の
和
訳
を
手
が
け
た
翻
訳
者
た
ち
に
焦
点
を
当
て

て
い
る
︒
さ
ら
に
本
章
で
は
︑
理
論
用
語
や
法
律
用
語
を
翻
訳
す
る
難
し
さ

に
つ
い
て
着
目
す
る
他
︑
翻
訳
者
た
ち
（
森
田
︑
中
里
見
）
の
可
視
性
︑
そ
し

て
彼
ら
が
従
事
し
て
い
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
（
特
に
︑
性
風
俗
産
業
を
女
性

に
損
害
を
与
え
る
も
の
と
す
る
反
ポ
ル
ノ
／
売
春
運
動
）
な
ど
を
︑
翻
訳
の
重
要

な
背
景
要
素
と
し
て
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
︒
ま
た
ノ
ル
マ
氏
は
︑
起
点
テ

ク
ス
ト
の
著
者
と
翻
訳
者
と
の
や
り
と
り
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
︒

　
第
六
章
﹁
日
本
で
ク
ィ
ア
を
訳
す
︱
︱
一
九
九
〇
年
代
の
ゲ
イ
ブ
ー
ム
に

お
け
る
情
緒
的
帰
属
意
識
と
翻
訳
﹂
に
お
い
て
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ア
ン
グ
ル
ス

氏
は
︑
ク
ィ
ア
読
者
や
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る
人
々
が
︑
翻
訳
や

ク
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
互
い
を
探
し
求
め
る
か
に
つ
い

て
︑
ま
た
︑
そ
の
感
情
的
な
繫
が
り
が
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
日
本
語
訳
の

読
者
間
だ
け
で
な
く
︑
英
語
で
読
ん
だ
読
者
と
の
間
に
も
生
ま
れ
る
こ
と
を

詳
し
く
論
じ
て
い
る
︒

　
ア
ン
グ
ル
ス
氏
の
興
味
は
特
に
︑
日
本
の
﹁
ゲ
イ
ブ
ー
ム
﹂（
一
九
八
〇
年

代
並
び
に
九
〇
年
代
）
で
人
気
を
博
し
た
翻
訳
書
に
向
け
ら
れ
て
い
る
︒
彼
は

ま
た
︑
ク
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
者
と
読
者
に
つ
い
て
︑
そ
し
て
彼
ら
の

間
に
生
ま
れ
る
絆
や
同
一
化
現
象
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
い
る
︒
ア
ン
グ
ル

ス
氏
は
一
九
九
〇
年
代
の
ゲ
イ
ブ
ー
ム
文
学
に
お
け
る
主
要
小
説
︑
伏
見
憲

明
著
﹃
魔
女
の
息
子
﹄（
二
〇
〇
三
年
）
に
言
及
し
︑
本
章
を
結
ん
で
い
る
︒

こ
の
小
説
は
︑﹁
欧
米
の
ゲ
イ
ら
し
さ
の
概
念
に
共
感
す
る
こ
と
な
く
︑
他
の

男
性
と
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
行
動
に
耽
け
る
日
本
の
男
性
た
ち
を
探
究
﹂（p. 

118

）
し
て
お
り
︑
一
九
九
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
人
気
を
博

し
た
ゲ
イ
小
説
と
は
︑
そ
の
趣
を
少
々
異
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
柿
沼
の
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﹃
魔
性
の
森
﹄（
二
〇
〇
一
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
︑
主
に
若
い
女
性
読
者
を

対
象
と
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ブ
ー
ム
と
共
に
登
場
し
た
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル
︑﹁
耽

美
小
説
﹂
に
つ
い
て
も
解
説
し
て
い
る
が
︑
こ
の
本
は
︑
海
外
の
ク
ィ
ア
文

学
の
翻
訳
ほ
ど
の
人
気
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

　
第
七
章
の
﹁
ペ
ー
ズ
リ
ー
の
危
機
と
男
女
（
お
と
こ
お
ん
な
）
︱
︱
テ
ロ
ッ

プ
を
通
し
日
本
の
プ
ラ
イ
ム
タ
イ
ム
番
組
を
横
断
す
る
ク
ィ
ア
﹂
で
は
︑
ク

レ
ア
・
マ
リ
ィ
氏
が
︑
日
本
文
化
の
特
徴
で
あ
り
︑
異
性
愛
の
規
範
を
強
化

す
る
︑
社
会
構
築
物
と
し
て
の
日
本
の
女
言
葉
（JW

L: Japanese W
om

en 

Language

）
の
翻
訳
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
日
本
に
お
け
る
言
語

内
翻
訳
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
マ
リ
ィ
氏
は
日
本
の
プ
ラ
イ
ム

タ
イ
ム
番
組
に
み
る
﹁
オ
ネ
エ
言
葉
﹂
の
分
析
を
通
し
て
︑
こ
の
ク
ィ
ア
特

有
の
話
し
言
葉
が
︑﹁
ク
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
距
離
を
保
ち
﹂（p. xi

）

つ
つ
も
︑
主
要
テ
レ
ビ
番
組
の
消
費
者
に
向
け
て
い
か
に
徹
底
し
て
同
化
（
あ

る
い
は
適
切
化
）
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
︒

　﹁
言
葉
に
お
け
る
性
差
の
翻
訳
︱
︱
谷
崎
潤
一
郎
の
﹃
痴
人
の
愛
﹄
か
ら
吉

本
ば
な
な
の
﹃
キ
ッ
チ
ン
﹄
ま
で
﹂
と
題
さ
れ
た
第
八
章
で
は
︑
金
志
映
氏

が
︑﹁
女
言
葉
﹂
の
言
語
間
翻
訳
（interlingual translation

）
を
取
り
上
げ
て

い
る
︒
著
者
は
︑
作
家
や
登
場
人
物
が
女
性
で
あ
る
こ
と
︑
例
え
ば
パ
ラ
テ

ク
ス
ト
の
諸
相
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
︑
女
性
を
主
人
公
と
す
る
作
品
や

登
場
す
る
女
性
の
声
が
ど
う
英
訳
さ
れ
た
か
を
通
し
て
︑
日
本
女
性
の
エ
キ

ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
が
繰
り
返
し
具
象
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
︒

　
こ
の
﹃
キ
ッ
チ
ン
﹄
の
翻
訳
者
で
あ
る
バ
ッ
ク
ス
氏
が
直
面
し
た
未
解
決

の
翻
訳
課
題
の
一
つ
は
︑﹁
女
言
葉
﹂
を
い
か
に
し
て
訳
す
か
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
︒
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
え
り
子
が
︑
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
だ

か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
起
点
テ
ク
ス
ト
で
は
男
言
葉
・
女
言
葉
が
頻
繁
に

使
わ
れ
て
い
る
が
︑
目
標
テ
ク
ス
ト
に
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
み
ら
れ
な
い
︒

翻
訳
者
は
︑
現
代
的
な
口
調
を
現
代
英
語
に
巧
み
に
置
き
換
え
て
い
る
が
︑

起
点
テ
ク
ス
ト
の
ス
タ
イ
ル
や
雰
囲
気
の
翻
訳
に
は
失
敗
し
た
よ
う
で
あ
る
︒

ま
た
︑
目
標
テ
ク
ス
ト
に
は
起
点
テ
ク
ス
ト
を
操
作
（m

anipulation

）
し
た

跡
が
幾
つ
か
認
め
ら
れ
︑
ヴ
ェ
ヌ
テ
ィ
（V

enuti, T
he Scandals of Translation: 

Tow
ards an Ethics of D

ifference, 1998

）
は
︑
こ
の
操
作
を
異
化
（foreignization

）

の
一
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（p. 160

）︒
金
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
︑
日
本
語

を
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
日
本
の
独
自
性
が
強
化

さ
れ
て
い
る
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（p. 165

）︒

　
第
九
章
に
は
︑
下
楠
昌
哉
氏
に
よ
る
﹁﹃
魔
人
ド
ラ
キ
ュ
ラ
﹄
の
翻
訳
家
︑

平
井
呈
一
と
文
学
に
お
け
る
シ
ェ
イ
プ
シ
フ
タ
ー
﹂
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒

本
章
で
は
︑
平
井
呈
一
に
よ
るD

racula

の
日
本
語
訳
の
経
時
的
変
遷
を
分

析
す
る
他
︑
再
翻
訳
の
考
察
︑
そ
し
て
同
書
の
翻
訳
史
の
み
な
ら
ず
︑
翻
訳

理
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
も
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
︒

　
そ
し
て
︑
最
終
章
に
あ
た
る
第
十
章
﹁
日
本
語
訳
に
お
け
る
尹
東
柱
の

詩
﹂
で
は
︑
朴
銀
姫
氏
が
尹
東
柱
の
詩
の
翻
訳
の
難
し
さ
に
つ
い
て
考
察
し
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て
い
る
︒
戦
後
︑
数
多
く
の
翻
訳
者
や
作
家
た
ち
が
こ
の
詩
人
の
詩
の
翻
訳

を
試
み
て
き
た
が
︑
こ
れ
は
極
め
て
困
難
な
作
業
を
伴
う
課
題
で
あ
る
︒
こ

の
章
で
朴
銀
姫
氏
は
︑
ハ
ン
グ
ル
で
書
か
れ
た
起
点
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
日
本

語
訳
を
考
察
す
る
と
と
も
に
︑
複
数
の
翻
訳
の
違
い
を
あ
ぶ
り
出
す
比
較
文

学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
い
る
が
︑
読
者
は
こ
の
論
考
を
通
し
て
︑
そ
の

い
く
つ
か
の
和
訳
の
例
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
朴
氏
は
︑
満
洲
に

生
ま
れ
た
朝
鮮
人
移
民
の
子
孫
で
あ
る
尹
東
柱
に
つ
い
て
探
り
つ
つ
︑

二
十
八
歳
と
い
う
若
さ
で
早
逝
し
た
彼
が
韓
国
の
国
民
的
詩
人
に
な
っ
た
と

い
う
事
実
を
重
視
し
︑
詩
を
韓
国
語
か
ら
日
本
語
へ
訳
す
際
に
生
じ
る
翻
訳

問
題
︑
そ
し
て
前
掲
し
た
二
カ
国
の
状
況
の
違
い
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
︒

結
論

　
本
書
で
は
︑
現
代
日
本
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
多
様
性
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
︑
そ
し
て
そ
の
多
様
性
が
文
物
や
文
化
的
製
品
に
ど
の
よ
う
に
反

映
さ
れ
て
い
る
か
考
察
す
る
た
め
︑
綿
密
か
つ
優
れ
た
研
究
方
法
が
採
ら
れ

て
い
る
︒
翻
訳
を
取
り
巻
く
状
況
の
重
要
性
︑
翻
訳
者
の
役
割
︑
そ
し
て
日

本
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
︑
日
本
人
︑
ま
た
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
︑
さ
ら
に
は
西
洋

に
お
け
る
日
本
に
対
す
る
反
応
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒

ま
た
本
書
は
︑
翻
訳
が
た
だ
言
葉
を
訳
す
だ
け
で
な
く
︑
文
化
を
も
翻
訳
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
︒
こ
の
論
集
は
︑
翻
訳
学
の
︑

特
に
そ
の
日
本
の
文
脈
に
ま
つ
わ
る
研
究
に
お
い
て
多
大
な
貢
献
と
な
る
先

駆
的
か
つ
卓
越
し
た
研
究
で
あ
る
︒
翻
訳
学
に
留
ま
ら
ず
︑
カ
ル
チ
ュ
ラ

ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
︑
社
会
学
︑
文
学
研
究
の
観
点
か
ら
み
て
も
非
常
に
優

れ
た
洞
察
で
あ
る
と
い
え
る
︒
洗
練
さ
れ
た
筆
致
で
︑
分
か
り
や
す
く
書
か

れ
て
お
り
︑
学
者
や
翻
訳
者
︑
そ
し
て
日
本
研
究
や
国
際
関
係
学
に
興
味
の

あ
る
全
て
の
人
が
手
に
取
る
べ
き
一
冊
で
あ
る
︒

（
翻
訳
：
片
岡
真
伊 

総
合
研
究
院
大
学
博
士
後
期
課
程
）




