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訳者あとがき

訳
者
あ
と
が
き

　

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
使
徒
的
勧
告
『
ラ
ウ
ダ
ー
テ
・
デ
ウ
ム
』（Laudate D

eum
=

L
D
）
が
公
に
さ
れ
ま

し
た
。
八
年
前
に
公
布
さ
れ
た
回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』
の
続
編
あ
る
い
は
第
二
弾
と
も
い
え
る
教
皇
か

ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
、
毎
年
、
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
全
世
界
の
教
会
が
挙こ

ぞ

っ
て
記
念
す
る
日
で

あ
る
十
月
四
日
に
出
さ
れ
ま
し
た
。『
回
勅
』
も
『
勧
告
』
も
、
か
の
聖
人
に
倣
う
道
を
皆
と
と
も
に
歩
み

た
い
、
と
の
教
皇
の
切
な
る
望
み
に
貫
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
神
を
（
デ
ウ
ム
）
た
た
え
よ
（
ラ
ウ
ダ
ー
テ
）」
と
題
さ
れ
た
こ
の
『
勧
告
』
の
副
題
は
、「
気
候
危
機

に
つ
い
て
」
と
い
う
端
的
な
表
現
で
す
。
ド
バ
イ
で
開
催
予
定
の
C
O
P
28
で
一
堂
に
会
す
る
「
力
あ
る

人
々
」
が
、
善
意
あ
る
す
べ
て
の
人
々
の
期
待
を
乗
せ
た
正
直
で
信
実
な
訴
え
に
耳
を
傾
け
、
し
か
る
べ
き

「
責
任
」
を
果
た
し
ま
す
よ
う
に
、
と
の
強
い
願
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
教
皇
の
思
い
に
突
き
動

か
さ
れ
、
ま
た
、
で
き
る
こ
と
な
ら
遅
く
と
も
C
O
P
28
の
閉
幕
前
に
は
日
本
語
で
読
め
る
よ
う
に
し
た
い
、

と
の
編
集
部
の
熱
意
に
背
中
を
押
さ
れ
つ
つ
、
集
中
的
な
作
業
の
末
な
ん
と
か
下
訳
を
提
出
で
き
た
と
き
の
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安
堵
と
喜
び
は
格
別
で
し
た
。
修
道
院
の
屋
上
か
ら
仰
い
だ
空
の
青
さ
と
、
胸
い
っ
ぱ
い
に
吸
っ
た
空
気
の

す
が
す
が
し
さ
の
中
、「（
創
造
主
で
あ
る
）
神
を
た
た
え
よ
」
と
の
賛
美
の
声
が
心
に
こ
だ
ま
し
ま
し
た
。

自
分
を
包
む
世
界
と
一
つ
に
な
っ
て
「
心
を
こ
め
て
神
を
仰
ぎ
」（sursum

 corda

）
た
く
な
る
、〝
ひ
ら
け
”

の
体
験
、〝
ハ
レ
”
の
気
分
を
満
喫
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

以
下
、
心
に
残
っ
た
言
葉
の
い
く
つ
か
に
言
及
し
つ
つ
『
勧
告
』
の
内
容
の
一
部
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

ま
ず
、『
勧
告
』
冒
頭
に
あ
る
〈
イ
エ
ス
の
感
覚
／
感
性
／
感
受
性
〉
と
直
訳
で
き
そ
う
な
言
葉
で
す
。

今
般
は
「
イ
エ
ス
の
深
く
感
じ
入
る
心
」
と
訳
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
少
し

先
に
出
て
く
る
言
葉

―
「
イ
エ
ス
の
優
し
さ
」

―
と
、
さ
ら
に
は
「
多
国
間
主
義
」
の
重
要
性
と
必
要

性
を
強
調
す
る
第
三
章
（「
国
際
政
治
の
弱
点
」）
に
出
て
く
る
言
葉

―
「
よ
り
傷
つ
き
や
す
く
、
よ
り
力
の

弱
い
者
に
対
す
る
、
新
た
な
感
覚
」（
L
D
39
）

―
と
響
き
合
い
、
福
音
の
使
信
を
現
代
世
界
の
可
能
性
と

課
題
に
結
び
つ
け
て
く
れ
る
言
葉
で
す
。

　

加
え
て
言
及
し
て
お
き
た
い
の
は
、
第
六
章
（「
霊
的
な
動
機
」）
に
あ
る
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
と

「
状
況
化
さ
れ
た
人
間
中
心
主
義
」
と
い
う
聞
き
な
れ
な
い
二
つ
の
言
葉
で
す
。
こ
の
章
で
、
教
皇
は
、「
文

化
の
転
換
が
な
け
れ
ば
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
社
会
通
念
の
成
熟
が
な
け
れ
ば
、
永
続
的
な
転
換
は
な
く
、
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ま
た
、
一
人
ひ
と
り
が
変
わ
る
こ
と
な
く
し
て
文
化
の
転
換
は
な
い
と
、
胸
に
刻
む
」（
L
D
70
）
よ
う
促
し
、

「
汚
染
や
廃
棄
物
の
削
減
、
そ
し
て
賢
慮
あ
る
消
費
」
と
い
っ
た
さ
さ
や
か
な
努
力
が
可
能
に
す
る
「
新
た

な
文
化
」
の
「
創
出
」
を
「
社
会
の
奥
底
か
ら
頭
を
も
た
げ
て
く
る
内
的
変
化
の
大
き
な
プ
ロ
セ
ス
を
も
た

ら
す
こ
と
」
へ
の
貴
重
な
「
貢
献
」（
L
D
71
）
で
あ
る
と
述
べ
、
わ
た
し
た
ち
を
励
ま
し
ま
す
。

　

こ
の
二
語
は
、
聖
書
的
な
世
界
理
解
や
人
間
理
解
と
共
鳴
し
う
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
文
化
の
世
界
観
や
人
間

観
を
漂
わ
せ
て
い
ま
す
。「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
（contact zone

）」
は
、
言
語
や
文
化
、
性
や
ジ
ェ
ン
ダ

ー
、
生
命
体
や
生
物
種
と
い
っ
た
多
様
性
を
研
究
す
る
諸
分
野
で
広
く
使
用
さ
れ
う
る
概
念
ら
し
く
、
異
質

な
も
の
が
出
会
い
、
接
触
し
、
と
き
に
ぶ
つ
か
り
合
い
、
と
き
に
絡
み
合
い
つ
つ
、
何
か
新
た
な
も
の
や
価

値
を
生
み
出
す
可
能
性
に
満
ち
た
状
況
（
場
、
領
域
、
状
態
、
関
係
）
が
意
味
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
全
世
界
が
「
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
」
で
あ
る
こ
と
」（
L
D
66
）
を
わ
た
し
た
ち
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
何
が
わ
た
し
た
ち
に
そ
う
し
た
「
忘
却
」
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
か
、
と
自

問
さ
せ
、
わ
た
し
た
ち
の
世
界
観
の
ゆ
が
み
を
問
い
質た

だ

す
言
葉
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

続
く
パ
ラ
グ
ラ
フ
67
に
は
「
状
況
化
さ
れ
た
人
間
中
心
主
義
」
と
い
う
語
が
登
場
し
、
わ
た
し
た
ち
の
人

間
観
の
ゆ
が
み
へ
の
問
い
が
加
わ
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
で
あ
ろ
う

聖
書
的
な
人
間
理
解
は
む
き
出
し
の
人
間
中
心
主
義
で
は
な
く
、
決
し
て
そ
う
し
た
混
同
を
し
て
は
な
ら
な
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い
、
し
続
け
て
は
な
ら
な
い
、
と
諭
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
む
き
出
し
の
人
間
中
心
主
義
は
、
八
年
前

回
勅
『
ラ
ウ
ダ
ー
ト
・
シ
』（Laudato si’=

L
S
）
の
中
で
袂た

も
とを
分
か
っ
た
「
専
制
君
主
的
な
」（
L
S
68
）、「
ゆ

が
ん
だ
」（
L
S
69
）、「
行
き
過
ぎ
た
」（
L
S
116
）、「
逸
脱
し
た
」（
L
S
118
、119
、122
）
人
間
中
心
主
義
で
あ
っ
て
、

聖
書
の
示
す
人
間
中
心
主
義
は
む
し
ろ
「
状
況
化
さ
れ
た
人
間
中
心
主
義
」
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
の
「
状
況
化
さ
れ
た
（situated

）」
と
い
う
形
容
が
「（
あ
る
特
定
の
）
状
況
の
中

に
置
か
れ
て
い
る
」
や
「（
特
定
の
し
か
た
で
）
状
況
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
の
意
味
だ
と
す
る
と
、
わ
た
し

た
ち
人
間
は
、
他
の
被
造
物
と
の
〈
関
係
と
い
う
状
況
〉
の
中
に
置
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
う
し
た
状

況
に
つ
い
て
の
責
任
を
担
い
う
る
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
問
わ
れ
う
る
存
在
だ
と
い
う
、
ま
さ
に
聖
書
的
な

人
間
観
に
重
な
り
ま
す
。「
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
人
間
の
い
の
ち
は
他
の
被
造
物
な
し
で
は
理
解
す
る
こ

と
も
持
続
さ
せ
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
の
認
識
で
す
」（
L
D
67
）
と
い
わ
れ
る
所ゆ

え
ん以
で
す
。

　

こ
う
し
た
人
間
理
解
は
、「
最
小
限
の
コ
ス
ト
で
最
大
の
利
益
を
と
い
う
考
え
方
」（
L
D
31
）
の
執
拗
さ

と
危
険
性
を
指
摘
す
る
第
二
章
（「
増
長
す
る
技テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク

術
主
義
パ
ラ
ダ
イ
ム
」）
に
あ
る
「
人
間
の
生
命
や
知
性
や
自
由

は
、
わ
た
し
た
ち
の
惑
星
地
球
を
豊
か
な
も
の
に
す
る
自
然
の
要
素
で
あ
り
、
自
然
の
内
な
る
働
き
の
、
ま

た
、
自
然
の
平
衡
維
持
作
用
の
一
部
で
す
」（
L
D
26
）
と
い
う
件く

だ
りに

顕
著
で
す
。

　

同
様
に
「
最
小
限
の
コ
ス
ト
と
時
間
で
上
げ
う
る
最
大
限
の
利
益
」（
L
D
13
）
へ
の
執
着
が
も
た
ら
す
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「
地
球
規
模
の
気
候
危
機
」
を
、〈
変
動
〉
と
し
て
留と

ど

め
て
は
お
け
な
い
〈
危
機
〉
と
し
て
描
き
出
す
第
一
章

に
は
、「
わ
た
し
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
で
さ
え
軽
蔑
的
で
ほ
と
ん
ど
不
合
理
な
あ
る
種
の
意
見
を
耳
に

す
る
が
ゆ
え
に
、
一
見
不
必
要
に
思
え
る
こ
う
し
た
説
明
を
施
す
義
務
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
」

（
L
D
14
）
と
い
う
、
聞
く
に
悲
し
く
読
む
に
辛
い
文
章
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。「
一
見
不
必
要
に
思
え
る
」

に
も
か
か
わ
ら
ず
教
皇
が
あ
え
て
「
説
明
を
施
す
義
務
が
あ
る
と
感
じ
て
い
」
る
こ
と
と
は
、「
わ
た
し
た

ち
が
現
在
経
験
し
て
い
る
」「
た
っ
た
一
世
代
で

―
何
百
年
で
も
何
千
年
で
も
な
く

―
検
証
し
う
る
速

さ
で
進
む
温
暖
化
の
異
常
な
加
速
」、「
海
面
の
上
昇
と
氷
河
の
融
解
」
の
ご
と
き
「
一
人
の
人
が
生
き
て
い

る
間
に
容
易
に
感
知
で
き
る
ほ
ど
」
の
急
激
な
変
化
の
こ
と
で
、「
お
そ
ら
く
数
年
後
に
は
そ
の
事
象
ゆ
え

に
、
多
く
の
人
が
住
居
を
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
」（
L
D
6
）か
も
し
れ
な
い
重
大
事
で
す
。

　
『
勧
告
』
の
最
終
章
（
第
六
章
）
の
出
だ
し
（
L
D
61
）
で
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
に
、
信
仰
か
ら
生
じ
る
動

機
を
思
い
起
こ
さ
せ
ず
に
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
」
と
の
率
直
な
思
い
が
吐
露
さ
れ
ま
す
。
信
仰

者
た
ち
が
そ
の
信
仰
生
活
の
中
で
現
に
味
わ
っ
て
い
る
体
験
を
も
と
に
語
る
教
皇
は
、「
霊
的
な
動
機
」
に
、

内
な
る
息
吹
に
注
意
を
向
け
る
よ
う
、
わ
た
し
た
ち
を
招
き
ま
す
。「
本
物
の
信
仰
は
、
人
間
の
心
を
強
め

る
ば
か
り
で
な
く
、
生
き
方
を
変
え
、
わ
た
し
た
ち
の
目
標
を
変
え
、
他
者
へ
の
か
か
わ
り
や
全
被
造
界
と

の
か
か
わ
り
を
照
ら
し
導
い
て
く
れ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
知
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
」
と
。
こ
う
し
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た
信
仰
の
経
験
的
事
実
を
共
有
で
き
る
人
々
皆
に
呼
び
か
け
て
、
教
皇
は
こ
う
続
け
ま
す
。「
他
の
宗
教
を

奉
じ
る
兄
弟
姉
妹
が
た
に
も
、
同
じ
よ
う
に
勧
め
ま
す
」
と
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
れ
、
そ
う
で
な
か
れ
、

わ
た
し
た
ち
は
皆
、
自
ら
の
信
仰
生
活
、
自
ら
の
内
的
生
活
を
味
わ
い
直
し
、
噛か

み
し
め
な
が
ら
、「
信
仰

か
ら
生
じ
る
動
機
を
思
い
起
こ
さ
せ
」
合
う
よ
う
、
促
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
『
勧
告
』
の
邦
訳
が
人
の
目
に
触
れ
る
頃
は
、
き
っ
と
C
O
P
28
の
閉
幕
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
第
四
章
で
「
気
候
会
議
の
前
進
と
失
敗
」
を
追
っ
た
後
「
ド
バ
イ
で
の
C
O
P
28
に
何
を
期

待
す
べ
き
か
」
を
語
る
第
五
章
を
結
ぶ
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
「
開
幕
後
の
問
い
」
の
形
に
し
て
、「
あ
と

が
き
」
の
し
め
く
く
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
効
率
的
で
、
強
制
力
が
あ
り
、
監
視
が
容
易
、
と
い
う
三
条
件
を
満
た
す
、
拘
束
力
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

転
換
の
枠
組
み
」（
L
D
59
）
に
関
す
る
合
意
は
得
ら
れ
た
で
し
ょ
う
か
。

　
「
大
胆
で
、
集
中
的
で
、
全
員
の
約
束
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
三
つ
の
要
件
を
特
徴
と
す
る
、
新
た
な

プ
ロ
セ
ス
の
始
ま
り
」（
L
D
59
）
の
告
知
と
な
り
え
た
で
し
ょ
う
か
。

　
「
具
体
性
を
も
つ
し
か
た
」
で
「
二
酸
化
炭
素
レ
ベ
ル
を
大
幅
に
削
減
し
、
間
に
合
う
う
ち
に
最
悪
の
事

態
を
回
避
し
て
い
く
こ
と
」
を
「
可
能
に
」
す
る
「
国
際
政
治
の
信
頼
性
を
回
復
さ
せ
う
る
」「
前
例
が
な

い
」「
プ
ロ
セ
ス
」（
L
D
59
）
を
担
保
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
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C
O
P
28
を
「
わ
た
し
た
ち
を
人
間
と
し
て
誇
り
あ
る
気
高
い
者
と
す
る
歴
史
的
イ
ベ
ン
ト
に
す
る
こ
と

へ
の
真
摯
な
関
心
」（
L
D
59
）
を
証あ

か

し
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。

　
「
会
議
の
参
加
者
た
ち
」
は
、「
特
定
の
国
や
企
業
の
短
期
的
利
害
よ
り
も
、
共
通
善
と
子
ど
も
た
ち
の
将

来
と
を
考
慮
で
き
」、「
政
治
の
恥
で
な
く
、
政
治
の
高
貴
さ
を
証
明
」
す
る
優
れ
た
「
戦
略
家
」（
L
D
60
）

で
あ
れ
た
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　

二
〇
二
三
年
十
一
月

訳　

者

（
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本
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本
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ク
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書
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エ
ズ
ス
会
司
祭
）


