
意
外
に
訳
し
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
古
文
は
「
何
と
な
く
」
で
は
な
く
、
正
確
に
訳

せ
る
力
が
な
い
と
得
点
に
は
結
び
つ
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
知
識
が
定
着
し
て
い
れ
ば
、
「
あ
ま
る
」
な
ど

は
「
暗
記
す
べ
き
単
語
で
は
な
い
」
→
「
文
脈
や
現
代
語
か
ら
類
推
す
べ
き
」
と
判
断
が
で
き
ま
す
。
知

識
は
学
習
の
第
一
歩
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
も
知
識
の
定
着
・
運
用
を
意
識
し
て
く
だ
さ
い
。

【
解
答
・
解
説
】

※
文
法
は
「

」
、
単
語
は
「

」
、
そ
の
他
の
ポ
イ
ン
ト
は
「

」
で
示
し
て
あ
り
ま
す
。

使
役
の
助
動
詞

命
令
形

反
語
の
係
助
詞

「
す
」

○
嘆
け
と
て

月
や
は
物
を

思
は
す
る

何
か
の
せ
い
に
し
て

恨
み
嘆
く
顔
つ
き

か
こ
ち
顔
な
る

わ
が
涙
か
な

(

訳)

「
嘆
け
」
と
い
っ
て
月
が
も
の
思
い
を
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
、
い
や
そ
う
で
は
な
い
。(

そ
れ
な

の
に)

月
の
せ
い
に
し
て
嘆
く
顔
つ
き
で
あ
る
私
の
涙
だ
な
あ
。

[

ポ
イ
ン
ト]

①
「
～
と
て
」
に
注
目
し
て
「
嘆
け
」
を
命
令
形
と
理
解
す
る
。
引
用
の
格
助
詞
「
と
」
や
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
「
と
て
」
を

見
た
ら
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
つ
け
る
癖
を
つ
け
よ
う
。

②
反
語
の
係
助
詞
「
や
は(

や
＋
は)

」
や
使
役
の
助
動
詞
「
す
」
を
正
確
に
訳
す
。

③
「
か
こ
ち
顔
」
は
や
や
難
し
い
が
、
単
語
と
し
て
暗
記
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
「
託
つ
」
と
い
う
漢
字
や
「
か
こ
つ
け

る
」
と
い
う
現
代
語
が
思
い
浮
か
べ
ば
意
味
が
取
れ
る
は
ず
。
ま
た
、
「
か
こ
つ
」
＝
「
嘆
く
」
と
い
う
単
純
な
暗
記
で
は

「
月
の
せ
い
に
し
て
」
と
い
う
訳
が
書
け
な
い
の
で
、
古
文
単
語
を
覚
え
る
場
合
は
、
語
源
や
漢
字
表
記
、
現
代
語
と
の
関

連
な
ど
を
総
合
的
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
。

 



 

「
し
の
ぶ
」
を
導
く
序
詞

思
い
を
隠
す

○
浅
茅
生
の

小
野
の
篠
原

し
の
ぶ
れ
ど

「
小
野
」
を
導
く
枕
詞

思
い
余
る
・
思
い
が
溢
れ
る

あ
の
人

あ
ま
り
て
な
ど
か

人
の
恋
し
き

(

訳)

浅
茅
が
生
え
る
小
野
の
篠
原
の
よ
う
に
思
い
を
隠
し
て
忍
ん
で
い
る
が
、
思
い
が
溢
れ
て
し
ま
っ

て
、
ど
う
し
て
あ
の
人
が
恋
し
い
の
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
よ
。

[

ポ
イ
ン
ト]

①
「
し
の
は
ら
」
「
し
の
ぶ
」
と
い
う
音
に
着
目
し
て
「
序
詞
」
を
見
抜
こ
う
。
序
詞
は
「
意
味
」
「
掛
詞
」
「
音
調
」
な
ど
で
見

分
け
ら
れ
る
。
な
お
、
「
浅
茅
生
の
」
は
枕
詞
で
あ
り
訳
さ
ず
と
も
良
い
が
、
こ
こ
で
は
不
自
然
に
な
ら
な
い
よ
う
に
訳
し

て
あ
る
。

②
「
し
の
ぶ
」
は
多
義
語
で
あ
る
が
、
後
半
の
「
恋
」
と
の
関
連
か
ら
「
恋
心
を
隠
す
」
意
味
と
考
え
る
。
和
歌
で
「
し
の
ぶ
」

と
あ
っ
た
場
合
、
植
物
の
「
シ
ノ
ブ
」
と
の
掛
詞
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
「
シ
ノ
ブ
」
は
軒
下
な
ど
に
吊
し
て
観
賞
さ
れ
た
植

物
で
あ
り
、
「
小
野
の
篠
原
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
、
掛
詞
の
可
能
性
は
な
い
。

③
「
あ
ま
り
」
は
訳
し
に
く
い
が
、
文
脈
を
推
測
す
る
時
は
「
主
語
を
考
え
る
」
「
近
く
の
接
続
助
詞
に
注
目
す
る
」
と
い
う
鉄

則
を
意
識
す
れ
ば
、
直
前
の
接
続
助
詞
「
ど
」
に
注
目
し
て
「
思
い
を
隠
す
が
、
あ
ま
る
」
と
い
う
関
係
か
ら
「
思
い
余
る

・
思
い
が
溢
れ
る
」
と
訳
せ
る
だ
ろ
う
。

④
「
人
の
恋
し
き
」
は
「(

誰
で
も
良
い
か
ら)

人
が
恋
し
い
」
と
訳
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
し
の
ぶ
」
と
あ
る
の
で
、
「
人
」
は

「
特
定
の
相
手(

あ
の
人)

」
と
明
確
に
す
る
こ
と
。

⑤
和
歌
の
後
半
は
そ
の
ま
ま
訳
す
と
「
思
い
が
溢
れ
て
、
ど
う
し
て
あ
の
人
が
恋
し
い
の
か
」
の
よ
う
に
不
自
然
に
文
章
に
な

っ
て
し
ま
う
。
右
の
訳
の
よ
う
に
「
と
思
わ
れ
る
」
な
ど
の
言
葉
を
加
え
る
か
、
「
～
溢
れ
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
し
て
～
」

の
よ
う
に
二
つ
の
文
に
分
け
て
訳
そ
う
。
文
法
や
単
語
だ
け
を
意
識
す
る
と
日
本
語
と
し
て
不
自
然
な
文
に
な
っ
て
し
ま
い

が
ち
だ
が
、
訳
文
は
あ
く
ま
で
日
本
語
と
し
て
無
理
の
な
い
も
の
で
あ
る
の
が
前
提
。


