
翻
訳
と
文
化

翻
訳
は
文
化
に
と
っ
て
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
明
治

以
来
西
欧
の
文
物
を
数
多
く
翻
訳
し
て
我
国
の
近
代
化
が
行
わ
れ

た
事
実
や
、
古
来
中
国
の
書
物
を
輸
入
し
翻
訳
し
て
日
本
の
伝
統

が
形
成
さ
れ
て
き
た
事
実
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
誰
で

も
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
か
、
こ
う
い
っ
た
重
要

性
が
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翻
訳
そ
の
も
の
の
地
位
は
原
典

の
そ
れ
に
比
べ
る
と
著
し
く
劣
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
本
当
に
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
翻
訳
を
通
し
て
文
化
を
眺

め
て
い
く
と
、
何
か
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

教
蓑
デ
ザ
イ
ン
研
究
科
主
催
の
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
翻
訳

と
文
化
」
は
、
そ
う
い
っ
た
趣
旨
の
も
と
て
二

0
一
八
年
十
一
月

十
日
に
行
わ
れ
た
。
発
表
者
も
ふ
く
め
る
と
、
六
十
人
を
超
え
た

翻
訳
と
文
化

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
】

人
が
集
ま
り
盛
況
て
あ
り
、

け
て
い
た
。

岩
野
卓
司

多
く
の
聴
衆
が
熱
い
討
議
に
耳
を
傾

ン
ン
ポ
ン
ウ
ム
は
一
部
と
二
部
に
分
か
れ
て
い
た
。
第
一
部
で

は
、
本
研
究
科
の
広
沢
絵
里
子
教
授
の
司
会
の
も
と
で
、
同
じ
く

本
研
究
科
の
虎
岩
直
子
教
授
、
高
遠
弘
美
教
授
、
東
京
大
学
の
野

崎
歓
教
授
が
登
壇
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
が
専
門
の
虎
岩
氏

は
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
翻
訳
一
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
発
表
を
お
こ

な
い
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
関
係
を
軸
に
植
民
地

化
に
お
け
る
翻
訳
の
役
割
を
論
し
て
い
っ
た
。
現
在
『
失
わ
れ
た

時
を
求
め
て
』
の
個
人
訳
に
取
り
組
ん
て
い
る
高
遠
氏
は
、
「
プ

ル
ー
ス
ト
を
訳
し
な
が
ら
考
え
た
こ
と
一
と
い
う
発
表
を
お
こ
な

い
、
自
分
か
翻
訳
を
お
こ
な
う
と
き
の
心
構
え
か
ら
は
し
め
、
具
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い
す
み
あ

一
号
（
二

0
一
九
・
三
）

体
的
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
翻
訳
し
て
い
る
の
か
を
い
わ
ば
臨
床
報

告
し
た
。
数
々
の
翻
訳
や
評
論
を
手
掛
け
る
野
崎
氏
は
、
「
翻
訳

す
な
わ
ち
創
造

l

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
、
翻
訳
の
営
み
が

作
家
に
よ
る
創
造
行
為
と
連
続
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

問
題
を
投
げ
か
け
て
く
れ
た
。

第
二
部
で
は
、
三
人
の
発
表
に
墓
づ
い
て
討
論
が
行
わ
れ
た
。

私
の
司
会
の
も
と
で
、
第
一
部
で
司
会
を
し
た
広
沢
教
授
、
本
研

究
科
の
井
上
善
幸
教
授
、
丸
川
哲
史
教
授
が
デ
ィ
ス
カ
ッ
サ
ソ
ト

と
し
て
議
論
に
参
加
し
た
。
ド
イ
ツ
文
学
が
専
門
の
広
沢
氏
は
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
論
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
こ
の
翻
訳
論
と
各

登
壇
者
の
翻
訳
に
つ
い
て
の
考
え
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
質
問
し

て
い
た
。
英
文
学
を
研
究
し
て
い
る
井
上
氏
は
、
英
語
と
フ
ラ
ソ

ス
語
で
作
品
を
発
表
し
た
作
家
ベ
ケ
ッ
ト
の
営
み
を
と
り
あ
げ
、

作
家
が
自
作
を
自
分
で
翻
訳
し
た
場
合
の
創
作
と
翻
訳
に
つ
い
て

の
問
題
提
起
を
お
こ
な
っ
た
。
中
国
思
想
を
研
究
し
て
い
る
丸
川

氏
は
、
い
わ
ゆ
る
「
翻
訳
論
」
が
西
欧
中
心
の
視
点
に
立
脚
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発

し
て
の
世
界
史
的
な
視
座
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
。
デ
ィ
ス
カ

ッ
サ
ン
ト
と
の
質
疑
応
答
の
後
、
会
場
か
ら
は
、
ロ
シ
ア
文
学
の

研
究
者
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
研
究
者
、
中
国
現
代
史
を
研
究
し
て
い

る
大
学
院
生
た
ち
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
興
味
深
い
質
問
が
発
せ
ら

れ
、
発
表
者
た
ち
は
丁
寧
に
答
え
て
い
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
は
多
様
て
網
羅
的
に
ま
と
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
、
私
の
関
心
を
引
い
た
事
柄
の
う
ち
の
い
く
つ
か

を
記
し
て
お
く
。

（
政
治
性
・
歴
史
性
翻
訳
は
後
進
国
が
先
進
国
の
文
物
を

取
り
入
れ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
明
治
期
の
日

本
の
近
代
化
の
よ
う
に
国
策
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
も
か
か
わ

り
、
翻
訳
は
そ
の
意
味
で
政
治
的
な
も
の
て
あ
る
。
ま
た
、
虎
岩

氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
植
民
地
に
お
け
る
統
治
者
が
翻
訳
を
通

し
て
被
支
配
者
を
理
解
し
て
い
っ
た
事
実
も
存
在
す
る
。
丸
川
氏

は
魯
迅
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
同
時
代
に
直
訳
の
必
要
性
を
訴
え
た
こ

と
の
世
界
史
的
意
義
を
強
調
し
た
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
翻

訳
の
政
治
性
と
歴
史
性
で
あ
ろ
う
。
翻
訳
を
通
し
て
政
治
や
歴
史

の
深
層
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か

②
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
リ
ズ
ム
広
沢
氏
は
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳

論
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
翻
訳
論
は
原
文
の
シ
ソ
タ
ッ
ク
ス
や
リ

ズ
ム
を
そ
の
ま
ま
翻
訳
の
な
か
に
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
を
日
本
語
に
訳
す
と

き
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
構
文
の
ま
ま
日
本
語
の
構
文
を
変
形
し
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
野
崎
氏
が
翻
訳
者
に
と
っ
て
の
「
劇

薬
l

と
表
現
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
翻
訳
論
は
魅
惑
的
で
は
あ
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る
が
、

あ
る
。

翻
訳
と
文
化

そ
れ
に
従
っ
て
翻
訳
し
た
ら
大
変
な
も
の
に
な
る
も
の
で

小
説
家
で
思
想
家
の
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
が
か

つ
て
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
ラ
テ
ン
語
の
詩
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳

し
た
も
の
が
、
そ
の
好
例
と
も
言
え
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
破
壊

と
い
う
酷
評
に
晒
さ
れ
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
た
だ
、
原
文

の
リ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
虎
岩
氏
が
カ
ン
ソ
ー
に
よ
る
ラ
ン
ボ
ー

の
翻
訳
が
意
味
の
伝
達
で
な
い
も
の
を
示
し
、
井
上
氏
も
リ
ズ
ム

の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
た
。
リ
ズ
ム
を
翻
訳
す
る
こ
と
に
は
、

意
味
を
超
え
た
言
語
の
根
源
と
の
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い

の
だ
ろ
う
か
。

③
翻
訳
の
現
場
高
遠
氏
と
野
崎
氏
は
翻
訳
を
ど
の
よ
う
に

実
践
し
た
か
を
、
豊
富
な
実
例
を
挙
げ
な
が
ら
示
し
て
く
れ
た
。

高
遠
氏
の
発
表
は
翻
訳
学
校
に
通
っ
て
そ
の
手
ほ
と
き
を
う
け
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
特
に
p
i
g
i
o
n
n
i
e
r
と
い
う
単
語
の
意
味

を
発
見
し
て
い
く
様
は
、
ま
る
で
探
偵
が
犯
人
を
見
つ
け
る
ミ
ス

テ
リ
ー
小
説
の
よ
う
で
、
と
て
も
ス
リ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
翻
訳

を
通
し
て
自
分
の
生
活
や
日
本
語
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
と
い
う

の
も
、
な
る
ほ
ど
と
思
わ
れ
た
。
野
崎
氏
も
翻
訳
と
創
造
と
い
う

主
題
を
、
作
家
の
創
作
過
程
と
翻
訳
者
の
仕
事
を
比
較
し
な
が
ら

論
じ
て
く
れ
た
が
、
そ
の
際
に
翻
訳
者
と
し
て
の
自
分
の
体
験
を

通
し
て
語
っ
て
く
れ
た
の
で
、
実
感
を
持
っ
て
私
た
ち
に
伝
わ
っ

て
き
た
。
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