
日

本

語

と

フ

ラ

ン

ス

語

の

間

で

●
●
●

「

思
う
」

か

「
考
え

る
」

か
？

ｌ
j
e
 
c
u
i
d
 
e
t
 
p
e
n
s
e
 
e
n
 
J
/
F
,
 
d
o
n
c
 
j
e
 
s
u
i
s

フ
ラ

ン

ス
語

か
ら
日

本
語

へ
の
翻

訳
で

動
詞

≪
 
p
e
n
s
e
r

 ≫
は

「
思
う

」

と

「
考

え

る
」

の
二

つ
か
ら

選
ぶ

こ
と

に
な

る
。

英
語

の
動
詞

≪
 
t
h
i
n
k

 ≫

と
同

じ
な

の
だ

が
、
ど

ち
ら

を
使

っ

て
も
大

し
た

問
題

で

は
な

い
と
言

う

方

は
少

な

く
な

い
。

し

か
し

、

そ

れ
は

「
自

然

に
／

上

手

に
」
、

つ
ま
り

何

も
考

え
ず

に
言

葉

が
選

べ
る
日

本
人

だ
か

ら
だ

。
日

本
語

を
学

ぶ
外
国

人

に
と

っ
て

は

い
つ
ま

で
も

気
に

な

る
「
使

い
分

け
」

と
な

っ
て

い
る
。

彼
ら

は

「
使

い
分

け

」

が
よ
く
分

か

ら
な

い
か

ら
適
当

に

混
ぜ

て
使

っ

て

い
る
だ
け

な
の
だ

が
、
そ
れ
を
聞

い
た
り

読
ん
だ
り

し
九
日

本
人

が
「
そ

れ

は
お

か
し

い
」

と
指

摘
す

る
こ

と

は
め

っ
た
に

な

い
。
す

る
と

、
二

つ

の
動

詞

の
意
味

は
同

じ

な

の
か
と

考
え

る
。

と
こ

ろ

が
、
日

本
語

の
文

章

指

導

で
は
書

き
直

さ

れ
る
。

と

い
う
こ

と

は
、
や

は
り

二

つ
は
違

う
よ

う

だ

。
し

か
し

、

ど
ち
ら

を
使

っ
て

も
日

本
人

が
間

違

い
だ
と

は
言

わ

な
い
。

そ

こ

で

中
　

川
　

正
　

弘
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①
「
思
う
」
だ
け
を
使
う
。

②
「
考
え
る
」
だ
け
を
使
う
。

③
よ
く
分
か
ら
な
い
が
「
思
う
」
と
「
考
え
る
」
を
い
い
か
げ
ん
に

混
ぜ
て
使
う
。

こ
の
三

つ
か
ら
自
分
の
方
針
を
選
ぶ
し
か
な
い
。

日
本
語
の
作
文
、
文
章
の
指
導
を
す
る
教
師
は
当
然
こ
の
使
い
分
け
に

つ
い
て
質
問
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
だ
れ
も
が
間
違
い
な
く
簡
単

に
選
べ
る
選
択
基
準
は
な
か
な
か
示
せ
な
い
。
教
師
が
使
い
分
け
に
つ
い

て
説
明
し
な
い
、
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
教
師
に
限
ら
ず
、

普
通
の
日
本
人
で
も
二

つ
の
違
い
は
よ
く
分
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
確

信
を
も
っ
て
キ
ッ
パ
リ
と
説
明
す
る
。

Ａ
:
 
「
こ
こ
ろ
」
で
す
る
の
が
「
思
う
」
、
「
頭
」
で
す
る
の
が
「
考

え
る
」
。



Ｂ
;
 
さ
ま
ざ
ま
な
材
料
を
複
雑
に
組
み
合
わ
せ
る
「
考
え
る
」
と
違

い
、
「
思
う
」
は
シ
ン
プ
ル
で
「
感
じ
る
」
に
近
い
。

日
本
人
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
説
明
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
と
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
す
で
に
「
自
然
な
使
い
分
け
」
が
で
き
て
い
る
か
ら
そ
う
言
え

る
の
で
あ
っ
て
、
「
ま
だ
意
味
の
違
い
が
分
か
ら
な
い
」
と
考
え
て
い
る

外
国
人
に
と
っ
て
間
違

い
な
く
選
ぶ
た
め
の
有
効
な
定
義
と
は
な
っ
て
い

な

い
。
Ａ
に
つ
い
て
は
、
「
こ
こ
ろ
」
と
「
頭
」
は
何
を
基
準
に
ど
う
や

っ
て
切
り

替
え
る
の
か
。
日
本
語
を
使
う
と
き
、
自
分
は
「
頭
」
し
か
使

っ
て
い
な

い
、
す
る
と
、
「
考
え
る
」
し
か
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
「
複
雑
」
と
「
シ
ン
プ
ル
」
の
境
界

は
ど
の
あ
た

り
に
あ
る
の
か
。
「
多
い
／
少
な
い
」
が
主
観
的
に
し
か
選
べ
な
い
の
と

同
様
に
、
概
念
と
し
て
は
二
者
択
一
と
な
っ
て
い
て
も
、
現
実
の
さ
ま
ざ

ま
な
状
況
で
は
容
易
に
判
定
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
り
ほ
と
ん
ど
い
つ
も

判
定
に
「
迷
う
」
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
日
本
人
に
は
こ
の
よ
う
な
判
断

が
す
ぐ
で
き
る
と
言
う
の
か
。

ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
自
然
な
選
択
に
「
後
付
け
」
さ
れ
る
説
明
は
「
有
効
な
選

択
基
準
」
を
求
め
る
外
国
人
に
と
っ
て
「
選
択
の
す
り
替
え
」
「
選
択
の

た
ら
い
回
し
」
に
な
り
や
す
い
。

フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
で
一
つ
の
言
葉
で
認
識
さ
れ
て
い
る
行
為
・
行
動

が

日

本

語

で

二

語

に

な

る

こ

と

に

つ

い

て

考

え

て

き

た

が

、
「

分

節

」

す

る

こ

と

が

不

可

能

と

い

う

こ

と

を

確

認

し

て

み

る

と

、

何

か

別

の

手

を

考

え
る
し
か
な
い
。
こ
こ
ま
で
≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫
、
　
≪
 
t
h
i
n
k
 
≫
、
「
思
う
」
、
「
考
え
る
」

と

い

う

言

葉

の

意

味

、

定

義

を

考

え

て

き

た

が

、

こ

こ

で

視

点

を

変

え

、

人

間

の

リ

ア

ル

な

「

思

考

」

が

ど

の

よ

う

な

も

の

か

を

確

認

し

て

お

こ

う

。

間

違

い

な

く

「

考

え

て

い

る

」

と

言

え

る

時

間

を

想

起

し

て

い

た

だ

き

た

い

。

そ

の

時

、

私

た

ち

の

脳

内

で

行

わ

れ

て

い

る

活

動

は

「
複

数

、

あ

る

い

は

多

数

の

概

念

、

イ

メ

ー

ジ

の

想

起

」
「

比

較

・

対

照

」

「
肯

定

／

否

定

」

な

ど

か

ら

な

る

。

確

か

に

「
複

雑

」

で

あ

り

、

こ

れ

に

「

行

き

つ

戻

り

つ

」
「
強

調

」
「

ス

ピ

ー

ド

ア

ッ

プ

／

ス

ロ

ー

ダ

ウ

ン

」

が

加

わ

る

の

だ

か

ら

、

ひ

じ

ょ

う

に

ア

ク

テ

ィ

ブ

だ

。

第

三

者

と

し

て

見

る

「

考

え

る

人

」

の

イ

メ

ー

ジ

は

静

的

な

も

の

だ

が

、

今

考

え

て

も

ら

い

た

い

の

は

そ

ん

な

も

の

で

は

な

く

、

自

分

が

現

実

に

時

間

軸

上

で

遂

行

す

る

プ

ロ

セ

ス

だ

。
「

考

え

る

」

は

一

瞬

の

中

に

孤

立

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

そ

の

時

間

は

六

〇

分

、

一

〇

分

、

一

分

、

三

〇

秒

、

…

…

と

い

ろ

い

ろ

だ

ろ

う

が

、

そ

の

行

為

・

行

動

に

は

「

始

ま

り

」

が

あ

る

。

い

つ

ど

の

よ

う

に

考

え

始

め

た

か

正

確

に

は

想

起

で

き

な

い

か

も

し

れ

な

い

が

、
「

考

え

る

前

の

時

間

」
、

あ

る

い

は

「
考

え

て

い

な

か

っ

た

時

間

」

か

ら

「

考

え

始

め

て

か

ら

の

時

間

」

に

切

り

替

わ

っ

た

時

の

こ

と

は

記

憶

に

残

り

や

す

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

先

に

並

べ

た

複

雑

な

行

為

の

組

み

合

わ

せ

が

そ

の

始

ま

り

の

瞬

間

か

ら

ず

っ

と

同

じ

調

子

で

展

開

す

る

こ

と

は

ま

ず

な

い

。

日

本

語

は

「

…

…

は

」

と

何

か

言

葉

を

一

つ

思

い

浮

か

べ

、

そ

れ

か

ら

そ

れ

に

つ

い

て

考

え

る

こ

と

が

多

い

の

だ

が

、

そ

の

言

葉

、

主

題

は

明

確
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日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
間
で

…

シ
ン
プル

複
雑



j
e
 
c
u
i
d
 
e
t
 
p
e
n
s
e
 
e
n
 
J
y
F
｢
 
d
o
n
c
 
j
e
 
s
u
i
s

な

意

志

を

も

っ

て

主

体

的

、

主

導

的

に

選

ぶ

の

で

は

な

く

「

到

来

す

る

」

と

感

じ

ら

れ

る

も

の

が

多

い

。

言

葉

を

こ

の

よ

う

に

受

動

的

に

迎

え

入

れ

、

そ

れ

に

対

し

て

「

好

き

／

嫌

い

」

「

い

い

／

悪

い

」

な

ど

、

ご

く

単

純

な

評

価

を

下

し

て

い

る

だ

け

の

こ

と

が

よ

く

あ

る

。

わ

た

し

た

ち

日

本

語

を

母

語

と

す

る

者

の

意

識

は

受

動

的

で

シ

ン

プ

ル

な

「

言

葉

の

到

来

」

か

ら

始

ま

り

、

徐

々

に

、

あ

る

い

は

急

速

に

複

雑

で

ア

ク

テ

ィ

ブ

な

も

の

に

変

わ

っ

て

行

く

。

「

言

葉

の

到

来

」

で

始

ま

っ

た

後

、

さ

ま

ざ

ま

に

試

み

ら

れ

る

「

考

え

る

方

法

」

を

日

本

語

で

は

「

思

案

・

思

索

・

思

惟

・

思

弁

・

…
：

」

な

ど

「

思

十

α

」

で

表

す

。

こ

れ

ら

は

「

思

考

」

と

区

別

し

、

特

殊

な

意

味

合

い

を

込

め

て

使

わ

れ

て

い

る

と

感

じ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

二

つ

目

の

漢

字

で

表

そ

う

と

す

る

も

の

は

ど

れ

も

「

シ

ン

プ

ル

で

受

動

的

」

で

は

な

い

、

つ

ま

り

「

複

雑

で

ア

ク

テ

ィ

ブ

」

だ

か

ら

付

加

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

ら

特

殊

な

「

方

法

」

を

「

思

考

」

は

一

般

概

念

と

し

て

包

括

す

る

。

念

の

た

め

こ

の

プ

ロ

セ

ス

の

終

わ

り

も

確

認

し

て

お

こ

う

。

「

考

え

る

」

と

い

う

言

葉

の

典

型

的

イ

メ

ー

ジ

通

り

の

「

ア

ク

テ

ィ

ブ

」

で

「

複

雑

」

な

時

間

の

後

、

こ

の

プ

ロ

セ

ス

は

収

束

を

迎

え

る

。

ア

ク

テ

ィ

ブ

だ

っ

た

「

思

考

・

考

察

」

が

、

一

時

的

な

も

の

で

あ

れ

ひ

と

つ

の

判

断

に

ま

と

め

ら

れ

、

行

為

・

行

動

と

し

て

は

停

止

す

る

。

「

序

論

十

本

論

十

結

論

」

あ

る

い

は

「

テ

ー

ズ

十

ア

ン

チ

テ

ー

ズ

十

サ

ン

テ

ー

ズ

」

と

い

う

論

文

に

求

め

ら

れ

る

展

開

は

こ

の

よ

う

な

「

静

」

か

ら

「

動

」

へ

、

そ

し

て

「

静

」

に

返

る

「

思

考

」

の

自

然

な

プ

ロ

セ

ス

を

映

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

考

え

る

と

、

わ

た

し

た

ち

は

フ

ラ

ン

ス

語

が

≪
 
p
e
n
s
e
r

 ≫
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一
語
で
捉
え
て
い
る
も
の
を
日
本
語
が
「
思
う
／
考
え
る
」
の
二
語
で
捉

え
て
い
る
こ
と
を
見
直
す
新
た
な
視
点

が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
思
考
」

の
プ
ロ
セ
ス
を
時
間
軸
上
に
展
開
す
る
「
線
状
の
も
の
」
と
し
て
見
る
と

言
っ
て
も
、
そ
れ
を
前
半
と
後
半
の
二

つ
に
分
け
よ
う
と
言
う
わ
け
で
は

な
い
。
ど
の
く
ら
い
の
密
度
ま
で
「
シ
ン
プ
ル
」
で
、
ど
の
く
ら
い
の
密

度
か
ら
「
複
雑
」
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
、
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
を
前
半
と

後
半
に
分
け
る
た
め
の
基
準
を
立
て
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。

こ
こ
で
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
二
分
割
の
仕
方
、
つ
ま

り
「
思
う
」
「
考
え
る
」
の
選
び
方

が
、

ひ
と
り

ひ
と
り

の
日
本
人
に

と
っ
て
は
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
一
方
で
、
ど
ち
ら
に
し
よ
う
か
迷
っ
た
り
、

ど
ち
ら
で
も
構
わ
な
い
と
感
じ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
事
実
だ
。

こ
の
「
思
考
プ
ロ
セ
ス
」
は
、
始

め
と
終
わ
り
が
区
別
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
そ
の
途
中
、
中
程
あ
た
り
で
は
二
つ
の
動
詞
の
選
択
基
準
が
か
な
り

緩
く
な
り
、
他
の
人
の
話
や
文
章
で
あ
れ
ば
、
自
分
と
違
う
選
び
方
を
し

て
い
て
も
そ
れ
は
そ
れ
で
自
然
だ
と
感
じ
る
。

一
つ
の
行
動
と
捉
え
ら
れ
る
「
思
考
」
は
一
本
の
線
の
イ
メ
ー
ジ
に
な

り
や
す
い
が
、
線
は
そ
も
そ
も
点
Ａ
と
点
Ｂ
の
異
な
る
二
点
に
よ
っ
て
定

義
さ
れ
る
だ
け
で
「
中
間
地
点
」
な
ど
な
い
の
だ
か
ら
、
「
中
程
」
に
実

体
な
ど
な
く
、
そ
れ
は
「
平
均
」
の
よ
う
に
人
間
だ
け
に
見
え
る
記
号
的

幻
想
な
の
だ
ろ
う
。

選
択
基
準
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
な
が
ら
、
ど
ち
ら
で
も
い
い
と
判
断
で

き
る
と
い
う
の
は
一
見
「
矛
盾
」
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
両
立

す
る
定
義
の
立
て
方
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

プ
ロ
セ
ス
の
始
ま
り
を
含
む
が
、
終
わ
り
は
含
ま
な
い
↓
「
思
う
」

思
考
の

¬
始

ま
り

と

¬
終
わ
り
｣



プ
ロ
セ
ス
の
終
わ
り
を
含
む
が
、
始
ま
り
は
含
ま
な
い
↓
「
考
え
る
」

思
う
　
　
　
　
　
考
え
る

こ

の
よ

う
に

考
え

れ
ば

、

①
「
思
う
」
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
場
合

②
「
考
え
る
」
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
場
合

③
「
思
う
／

考
え
る
」
の
ど
ち
ら
で
も
構
わ
な
い
場
合

の
三
つ
の
可

能
性
が
矛
盾
な
く
区
別
で
き
る
。
こ
こ
ま
で
に
何
度
も
使
っ

て
き
た
が
、
「
思
考
」
と
い
う
漢
語
表
現
は
こ
の
言
葉
が
表
す
プ
ロ
セ
ス

の
両
端
、
あ
る
い
は
二
極
の
関
係
を
う
ま
く
表
し
て
い
る
。

日

本

語

に

つ

い

て

は

こ

れ

で

納

得

で

き

そ

う

だ

が

、

フ

ラ

ン

ス

語

、

英

語

で

は

こ

の

よ

う

な

「

思

考

プ

ロ

セ

ス

」

を

ど

う

認

識

し

、

ど

う

扱

っ

て

い
る
の
か
考
え
て
み
た
く
な
る
。
デ
カ
ル
ト
の
≪
j
e
 
p
e
n
s
e
｢
 
d
o
n
c
 
j
e
 
s
u
i
s
.
 
≫

の

日

本

語

訳

は

か

つ

て

標

準

だ

っ

た

「
我

思

う

、

故

に

我

有

り

」

か

ら

「

我

考

え

る

、

故

に

我

有

り

」

を

標

準

と

考

え

る

よ

う

に

変

わ

っ

た

が

、

そ

れ

に
よ
り
≪
p
e
n
s
e
r
　
≫
の
解
釈
が
「
シ
ン
プ
ル
で
受
動
的
」
か
ら
「
複
雑
で

ア

ク

テ

ィ

ブ

」

に

変

わ

っ

た

と

感

じ

る

。

し

か

し

、

こ

の

「

二

者

択

一

」

と

見

え

る

解

釈

の

変

更

に

問

題

は

な

い

の

だ

ろ

う

か

。

こ

こ

で

考

慮

す

る

に

値

す

る

フ

ラ

ン

ス

語

の

歴

史

的

変

化

が

あ

る

。

中

世

フ

ラ

ン

ス

語

の

散

文

作

品

、

例

え

ば

『

ア

ー

サ

ー

王

の

死

』

の

現

代

フ

ラ
ン
ス
語
訳
L
a
 
M
o
r
t
 
d
u
 
r
o
i
 
A
r
t
h
u
r
に
は
動
詞
≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫
が
か
な
り
出

て

く

る

（

二

二

四

ペ

ー

ジ

中

一

一

四

旦

。

し

か

し

、

中

世

フ

ラ

ン

ス

語

の

テ

ク
ス
ト
L
a
　
M
o
r
t
 
L
e
 
R
o
i
 
A
r
t
u
で
は
≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫
が
ど
れ
く
ら
い
使
わ
れ

て

い

る

か

見

て

み

る

と

、

二

六

九

ペ

ー

ジ

中

七

六

回

し

か

出

て

こ

な

い

。

現

代

フ

ラ

ン

ス

語

へ

の

翻

訳

で

翻

訳

者

が

二

倍

近

く

増

や

し

た

の

か

と

い

う

と

そ

う

で

は

な

い

。

実
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫
と
訳
さ
れ
る
中
世
フ
ラ
ン
ス

語
の
動
詞
は
も
う
一
つ
≪
 
c
u
i
d
i
e
r
 
≫
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
二
六
九
ペ
ー
ジ

中

九

七

回

使

わ

れ

て

い

る

。

現

代

フ

ラ

ン

ス

語

訳

が

一

一

四

回

、

中

世

フ

ラ
ン
ス
語
版
が
七
六
+
九
七
＝
二
（
三
回
と
数
字
が
合
わ
な
い
の
は
、
現

代
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
は
≪
a
 
m
o
n
(
t
o
n
)
 
a
v
i
s
 
≫
な
ど
同
義
的
、
類
義
的
な

表

現

が

か

な

り

使

わ

れ

る

た

め

だ

。

使
用
例
:
 
出
典
三
段
目

「
中
世
」
o
r
 
v
o
s
 
d
e
m
a
n
t
 
g
e
,
 
f
e
t
 
l
i
 
r
o
i
s
,
 
q
n
a
n
z
 
c
h
e
v
a
l
i
e
r
s
 
v
o
s
 
c
u
i
d
i
e
z

a
v
o
i
r

 
o
c
i
s

 
d
e

 
v
o
s
t
r
e

 
m
e
i
n

 
e
n

 
c
e
s
t
e

 
q
u
e
s
t
e
.

【
現
代
】
-
J
e
 
v
o
u
s
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
o
n
c
,
 
d
i
t
 
l
e
 
r
o
i
,
 
c
o
m
b
i
e
n
 
d
e
 
c
h
e
v
a
l
i
e
r
s

，

a
 
v
o
t
r
e
 
a
v
i
s
,
 
v
o
u
s
 
a
v
e
z
 
t
u
e
s
 
d
e
 
v
o
t
r
e
 
p
r
o
p
r
e
 
m
a
i
n
 
p
e
n
d
a
n
t
 
c
e
t
t
e

q
u
e
t
e
.
"

　
（

そ

れ

で

は

訊

ね

よ

う

、

と

王

は

言

う

、

こ

の

探

索

に

お

い

て

、

そ

な

た

は

自

分

の

手

で

何

人

の

騎

士

を

殺

め

た

と

思

う

？

）

「
中
世
」
E
t
 
m
e
s
s
i
r
e
s
 
G
a
u
v
a
i
n
s
 
p
e
n
s
e
 
u
n
 
p
e
t
i
t
 
e
t
 
l
i
 
r
o
i
s
 
l
i
 
d
i
t
 
a
u
t
r
e
f
o
i
z
 
:

≪
 
P
a
r
 
m
o
n
 
c
h
i
e
f
,
 
g
e
 
l
e
 
v
u
e
i
l
l
 
s
a
v
o
i
r
,
 
p
o
r
 
c
e
 
q
n
e
 
a
u
c
u
n
 
v
o
n
t
 
d
i
s
a
n
t

q
u
e
 
v
o
s
 
e
n
 
a
v
e
z
 
t
a
n
t
 
o
c
i
s
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
m
e
r
v
e
i
l
l
e
.

51

中

世

の

≪
p
e
n
s
e
r
≫

と

現

代

の

≪
p
e
n
s
e
r
≫

日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
間
で

…



J
e
 
c
u
i
d
 
e
t
 
p
e
n
s
e
,
 
d
o
n
c

j
e
 
s
u
i
s

【
現
代
】
M
e
s
s
i
r
e
 
G
a
u
v
a
i
n
 
s
'
e
t
a
n
t
 
p
r
i
s
 
a
 
r
e
f
l
e
c
h
i
r
 
q
u
e
l
q
u
e
 
p
e
u
,
 
l
e
 
r
o
i

l
u
i
 
d
i
t
 
a
 
n
o
u
v
e
a
u
 
:
 
-
 
J
e
 
v
o
u
s
 
l
e
 
j
u
r
e
,
 
j
e
 
v
e
u
x
 
l
e
 
s
a
v
o
i
r
,
 
c
a
r
 
d
'
a
u
c
u
n
s

r
e
p
a
n
d
e
n
t
 
l
e
 
b
r
u
i
t
 
q
u
e
 
v
o
u
s
 
e
n
 
a
v
e
z
 
t
u
e
 
u
n
 
n
o
m
b
r
e
 
i
n
c
r
o
y
a
b
l
e
.
 
(
す

る
と
ゴ
ー
ヴ
ァ
ン
卿
は
し
ば
し
考
え
こ
ん
だ
の
で
、
王
は
ま
た
言
っ
た
ー
「
余
は
ど

う

し

て

も

、

そ

れ

を

知

り

た

い

の

だ

、

な

ぜ

な

ら

み

な

の

者

は

、

そ

な

た

が

じ

つ

に

驚

く

ば

か

り

大

勢

の

騎

士

を

殺

め

た

と

申

し

て

お

る

か

ら

じ

ゃ

」

）

単

純

に

言

っ

て

、

中

世

フ

ラ

ン

ス

語

で

「

思

う

／

考

え

る

」

と

い

う

意

味

で

標

準

と

見

え

る

ほ

ど

使

わ

れ

る

動

詞

は

≪
 
c
u
i
d
i
e
r 
≫

だ

っ

た

。

そ

れ

が

現

代

で

は

≪

 
o
u
t
r
e
c
u
i
d
a
n
t
（

自

信

過

剰

の

／

う

ぬ

ぼ

れ

の

強

い

／

横

柄

な
）
≫
の
よ
う
な
表
現
に
痕
跡
を
残
す
だ
け
で
ま
っ
た
く
使
わ
れ
な
く
な

る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
歴
史
に
お
け
る
こ
の
動
詞
の
消
失
を
中
世
フ
ラ
ン
ス

語
研
究
者
 
C
h
r
i
s
t
i
a
n
e
 
M
a
r
c
h
e
l
l
o
-
N
i
z
i
a
 
は
「
主
観
性
」
の
色
が
濃
か
っ

た

フ

ラ

ン

ス

語

が

「

客

観

性

」

を

基

調

と

す

る

よ

う

に

変

化

し

た

こ

と

を

示
す
一
例
だ
と
指
摘
し
て
い
る

そ

う

言

わ

れ

る

と

、

そ

う

か

な

と

思

い

も

す

る

が

、

よ

く

考

え

て

み

れ

ば

、

中

世

フ

ラ

ン

ス

語

で

≪

 
j
e 
c
u
i
d
 
≫

が

「

主

観

性

」

を

強

く

表

し

て

い

た

と

し

て

、

そ

れ

が

近

代

に

は

使

わ

な

く

な

り

、

代

わ

り

に

≪
j
e

 
p
e
n
s
e
 ≫

を

使

う

よ

う

に

な

っ

た

こ

と

で

「

客

観

性

」

が

表

現

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

と

果

た

し

て

言

え

る

だ

ろ

う

か

。

こ

れ

ら

は

ど

ち

ら

を

使

お

う

が

「

卜

観

」

の

表

現

と

見

な

さ

れ

る

は

ず

だ

。

そ
れ
で
は
≪
 
c
u
i
d
i
e
r
 
≫
と
≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫
が
共
存
し
て
い
た
中
世
フ
ラ
ン

ス

語

で

は

ど

の

よ

う

な

使

い

分

け

が

さ

れ

て

い

た

の

だ

ろ

う

か

。

辞

書

で

≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫
の
語
義
の
説
明
に
は
≪
 
c
o
n
c
e
v
o
i
r
,
 
i
m
a
g
i
n
e
r
,
 
e
v
a
l
u
e
r
,
 
a
p
p
r
e
c
i
e
r
,

r
e
f
l
e
c
h
i
r
,
 
m
e
d
i
t
e
r
,
 
c
r
o
i
r
e
,
 
e
s
t
i
m
e
r
,
 
j
u
g
e
r
,
 
≫
な
ど
、
特
殊
な
意
味
合
い

5
2

を

表

現

す

る

も

の

が

ず

ら

っ

と

並

び

、

≪

 
p
e
n
s
e
r ≫

が

一

般

性

の

ひ

じ

ょ

う

に

高

い

動

詞

で

あ

る

と

分

か

る

の

だ

が

≪
 
c
u
i
d
i
e
r 
≫

の

ほ

う

は

≪

 
p
e
n
s
e
r
,

i
m
a
g
i
n
e
r
,
 
s
e
 
s
o
u
c
i
e
r
 
d
e
,
 
p
r
e
t
e
n
d
r
e
,
.
.
　
≫
ぐ
ら
い
し
か
な
い
。
区
別
で
き
る

よ

う

な

定

義

、

使

い

分

け

の

基

準

を

求

め

て

も

、

ト

ッ

プ

に

≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫

と

あ

る

の

だ

か

ら

、

二

つ

の

語

義

は

ほ

ぼ

重

な

る

と

し

か

見

え

な

い

。

現

代

フ

ラ

ン

ス

語

が

≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫

だ

け

で

済

ま

せ

て

い

る

と

こ

ろ

を

使

い
分
け
の
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
二
つ
の
動
詞
を
組
み
合
わ
せ
て
使
う
、
こ
れ

は

最

初

に

話

題

と

し

た

日

本

語

の

「

思

う

／

考

え

る

」

と

同

じ

状

況

だ

。

そ
こ
で
、
言
及
し
た
『
ア
ー
サ
ー
王
の
死
（
L
a
 
M
o
r
t
 
L
e
 
R
o
i
 
A
r
t
u
）
』
で
は

≪
 
c
u
i
d
i
e
r
 
≫
が
ど
の
よ
う
に
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、

だ

い

た

い

「

思

う

」

と

訳

さ

れ

て

い

る

。

数

え

間

違

い

が

あ

る

か

も

し

れ

な
い
が
、
「
思
う
:
三
二
八
回
」
に
対
し
て
、
「
考
え
る
:
九
四
回
」
と

な

っ

て

い

る

。

こ

れ

だ

け

で

見

れ

ば

、

中

世

フ

ラ

ン

ス

語

の

≪

　ｃ
u
i
d
i
e
r
　
／

p
e
n
s
e
r
 
≫

か

ら

≪

 
c
u
i
d
e
r
 
≫

が

選

ば

れ

る

よ

り

、

日

本

語

の

「

思

う

／

考

え

る

」

か

ら

「

思

う

」

が

選

ば

れ

る

こ

と

が

多

い

と

考

え

て

よ

さ

そ

う

だ

し

、

日

本

人

は

そ

れ

で

自

然

だ

と

直

感

的

に

感

じ

る

。

日

本

語

訳

は

≪

 
c
u
i
d
i
e
r 
≫

　
=

「

思

う

」

と

完

全

に

対

応

さ

せ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

が

、

原

文

に

お

け

る

≪

 
c
u
i
d
i
e
r ≫

の

出

現

箇

所

を

見

る

と

、

日
本
語
で
「
考
え
る
」
で
は
な
く
「
思
う
」
が
選
ば
れ
て
当
然
と
思
え
る

ほ

ど

、

「

シ

ン

プ

ル

で

受

動

的

」

な

内

容

を

従

え

て

い

る

。

ま

た

量

を

表

す
副
詞
《
u
n
 
p
e
t
i
t
（
す
こ
し
）
≫
 
≪
 
m
o
u
l
t
（
た
く
さ
ん
)
≫
と
組
み
合
わ
さ
れ

「

よ

く

考

え

た

／

考

え

に

考

え

た

↓

複

雑

で

ア

ク

テ

ィ

ブ

」

と

な

る

の

は

≪

 
p
e
n
s
e
r
 ≫

だ

け

の

よ

う

だ

。

こ

れ

だ

け

の

材

料

で

は

「

論

証

」

と

な

り

え

な

い

が

、

根

拠

あ

る

「

仮

説

」

ぐ

ら

い

に

は

見

て

も

ら

え

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か



思
う
:
思
考
プ
ロ
セ
ス
の
始
ま
り
を
含
む
が
、
終
わ
り
は
含
ま
な
い
。

考
え
る
:
思
考
プ
ロ
セ
ス
の
終
わ
り
を
含
む
が
、
始
ま
り
は
含
ま
な
い
。

と
定
義
し
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
≪
 
c
u
i
d
i
e
r
 
≫
と
≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫
に

つ
い
で
も
言
え
そ
う
だ
。

「
一
つ
な
が
り
の
プ
ロ
セ
ス
」
で
は
あ
る
が
、
「
始
ま
り
:
 
シ
ン
プ
ル
で

受
動
的
　
終
わ
り
:
 
複
雑
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
正
反
対
の
様
相
を
見

せ
る
行
為
・
行
動
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
思
考
」
ぐ
ら
い
だ
が
、
こ
の
よ

う
な
ブ
ロ
七
ス
を
た
だ
一
つ
の
動
詞
≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫
で
表
す
よ
う
に
な
っ
た

現
代
フ
ラ
ン
ス
語
は
プ
ロ
セ
ス
の
両
端
を
見
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
同
じ
よ
う
に
「
思
考
」
一
つ
の
動
詞
≪
 
t
h
i
n
k
 
≫

だ
け
で
表
す
英
語
に
興
味
深
い
用
法
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

英
語
の
≪
t
h
i
n
k
≫
に
は
≪
 
I
 
t
h
i
n
k
 
/
1
 
t
h
o
u
g
h
t
 
≫
の
よ
う
に
主
格
で

人
称
が

出
る
構
文
だ
け
で
な
く
、
≪
 
m
e
 
t
h
i
n
k
s
 
/
 
m
e
 
t
h
o
u
g
h
t
 
≫
の
よ
う
に

「
思
考
」

の
主
体
で
あ
る
は
ず
の
人
間
が
与
格
で
組
み
合
わ
さ
れ
る
「
非
人
称
構
文
」

が
あ
る
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
は
一
五
〇
以
上
の
用
例
が
あ
る
そ

う
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
古
い
用
法
の
文
化
的
記
憶
、
遊
技
的
引
用
な
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
現
代
英
語
で
も
使
わ
れ
な
く
は
な
い
ら
し
い
。

「
あ
な
た
の
お
気
に
召
す
な
ら
」
と
訳
せ
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
≪
 
s
'
l
l
 
v
o
u
s

p
l
a
i
t
　
≫
は
≪
 
v
o
u
s
（
あ
な
た
)
≫
を
与
格
で
使
う
「
非
人
称
構
文
」
だ
が
、
こ

れ
を
英
語
が
移
植
し
た
≪
 
i
f
 
y
o
u
 
p
l
e
a
s
e
 
≫
の
動
詞
≪
 
p
l
e
a
s
e

≫
は
現
代
で

は
≪
y
o
u
 
≫
を
主
格
と
す
る
人
称
構
文
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ

を

ち

ょ

う

ど

裏

返

し

た

か

の

よ

う

に

、

フ

ラ

ン

ス

語

で

は

人

間

が

主

格

の

人
称
構
文
し
か
使
わ
な
い
≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫
と
同
義
と
し
か
見
え
な
い
≪
 
t
h
i
n
k
 
≫

を
英
語
で
は
人
間
が
与
格
の
非
人
称
構
文
で
も
使
う
の
だ
か
ら
驚
き
だ
。

≪
I
 
t
h
i
n
k
 
≫
と
人
間
を
主
格
で
使
え
ば
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
（
↓
内
容
が
複
雑
に
な
り

や
す
い
）
」
に
な
り
、
≪
(
I
t
)
 
m
e
 
t
h
i
n
k
s
 
≫
と
人
間
を
与
格
で
使
え
ば
、
「
受

動
的
（
↓
内
容
が
シ
ン
プ
ル
に
な
り
や
す
い
）
」
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
文
法
の

論
理
を
効
果
的
に
使
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
例
を
見
れ
ば
、
英
語
は
「
思
考
プ
ロ
セ
ス
」
を
一
語
で
表
し
て
は

い
て
も
、
プ
ロ
セ
ス
の
両
端
、
始
ま
り
の
「
受
動
相
」
と
終
わ
り
の
「
ア

ク
テ
ィ
ブ
相
を
ち
ゃ
ん
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
だ
し
、
現
代
で
も
そ
の

認
識
が
残
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
こ
で
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
だ
が
、
英
語
の
≪
 
m
e
 
t
h
i
n
k
s
 
≫
と
構

文
が
同
じ
に
な
る
≪
 
I
l
 
m
e
 
p
e
n
s
e
*
 
≫
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
同
義
的
で
言

い
換
え
に
使
え
る
≪
I
l
 
m
e
 
s
e
m
b
l
e
 
≫
、
≪
 
I
l
 
m
'
a
p
p
a
r
a
i
t
 
≫
な
ど
が
あ
れ
ば

そ
ん
な
表
現
な
ど
必
要
な
い
か
ら
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
と
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
、
日
本
語
を
比
べ

で
み
て
気
が
つ
い
た
問
題
が
あ
る
。
「
思
考
プ
ロ
セ
ス
」
を
一
つ
の
動
詞

で
認
識
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
語
話
者
、
英
語
話
者
、
ま
た
多
く
の
日
本
語

を
学
ぶ
外
国
人
か
ら
、
二
つ
の
動
詞
の
選
び
方
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
考
察
を
試
み
た
の
だ
が
、
日
本
語

話
者
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
話
者
に
と
っ
て
二
つ
の
動
詞
の
使
い
分
け
は
明

快
で
何
の
疑
問
も
感
じ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
も
う
す
こ
し
考
え
て
み
た

ほ
う
が
よ
さ
そ
う
だ
。

あ
ち
ら
か
ら
こ
ち
ら
を
見
て
訝
し
く
思
う
よ
う
な
場
合
、
逆
に
こ
ち
ら

か
ら
あ
ち
ら
を
見
て
同
様
に
訝
し
く
思
え
て
お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
、

二
つ
の
動
詞
の
組
み
合
わ
せ
で
「
思
考
プ
ロ
セ
ス
」
を
認
識
す
る
日
本
人

が
一
つ
の
動
詞
し
か
使
わ
な
い
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
を
見
で
お
か
し
い
と

j弓

日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
間
で
…



言

っ

た

り

は

し

て

い

な

い

。

二

つ

か

ら

選

ん

だ

り

し

な

く

て

い

い

の

だ

か

ら

、

や

は
り

簡

単

と

感

じ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

で

ほ

ん

と

う

に

事

態

を

正

し

く

見

て

い

る

と

は

限

ら

な

い

。

こ

の

よ

う

な

場

合

、

錯

覚

が

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

そ

れ

が

な

か

な

か

露

呈

し

な

い

だ

け

の

こ

と

が

よ

く

あ

る

。

あ

り

え

な

い

話

だ

が

≪
 
c
u
i
d
i
e
r

 ≫
と

≪
 
p
e
n
s
e
r

 ≫
を

組

み

合

わ

せ

て

使

っ

て

い

る

中

世

フ

ラ

ン

ス

語

話

者

は

現

代

フ

ラ

ン

ス

語

の

≪
 
p
e
n
s
e
r

 ≫

の

意

味

を

ど

う

受

け

取

る
だ

ろ

う

か

。

中

世

フ

ラ

ン

ス

語

の

≪
 
p
e
n
s
e
r

 ≫

の

意

味

領

域

で

し

か

受

け

取

ら

な

い

だ

ろ

う

。

そ

し

て

、

も

し

中

世

フ

ラ

ン

ス

語

話

者

用

の

「
現

代

フ

ラ

ン

ス

語

辞

書

」

が

あ

れ

ば

、

≪
 
p
e
u
s
e
r

 ≫

の

語

義

と

し

て

は

≪
 
p
e
n
s
e
r

 ≫

だ

け

で

な

く

≪
 
c
u
i
d
i
e
r

 ≫

も

書

き

込

ま

れ

る

は

ず

だ

。

綴

り

方

に

ま

っ

た

く

変

化

が

な

く

と

も

≪
 
p
e
n
s
e
r

 ≫

の

語

義

は

中

世

と

現

代

で

同

じ

で

は

な

い

。

同

じ

こ

と

が
日

本

人

に

も

起

こ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

日

本

人

は

≪
 
p
e
n
s
e
r

 ≫

の

意

味

領

域

を

「
思

考

プ

ロ

セ

ス

」

全

体

と

し

て

は

認

識

し

に

く

く

、
「
始

ま

り

を

含

む

が

、

終

わ

り

は

含

ま

な

い
／

終

わ

り

を

含

む

が

、

始

ま

り

は

含

ま

な

い

」

の

ど

ち

ら

か

と

認

識

す

る

だ

ろ

う

。

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の
受

信

者

が

こ

の

よ

う

な

受

け

取

り

方

を

し

て

い

て

も

、

そ

れ

が

発

信

者

に

分

か

る

こ

と

は

お

そ

ら

く

な

い

。

現

実

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

で

は

誤

差

の

許

容

範

囲

に

納

ま

る

だ

ろ
う

し

、

第

三

者

の

目

に

も

、

ま

た

当

事

者

同

士

に

も

Ｉ
〇

〇

％

理

解

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

見

え

る

。

デ
カ
ル
ト
の
≪
j
e
 
p
e
n
s
e
,
 
d
o
n
c
 
j
e
 
s
u
i
s
.
≫
の
日
本
語
翻
訳
に
つ
い
て
は

既

に

触

れ

た

が

、
「
我

思

う

」

に

し

ろ

、
「
我

考

え

る

」

に

し

ろ

、

翻

訳

者

は

二

つ

の

動

詞

の

ど

ち

ら

が

よ

り

適

切

か

選

ぶ

際

、

迷

っ

た

に

違

い

な

い

。

そ

の

迷

い

は

自

身

が

日

常

二

つ

を

使

い

分

け

る

時

に

は

経

験

す

る

は

ず

の

な

い

も

の

だ

。

そ

し

て

、

選

ん

だ

も

の

が

「
よ

り

適

切

だ

」

と

総

合

的

に

54

判

断

し

て

は

い

て

も

、

何

か

欠

け

て

し

ま

う

と

感

じ

た

こ

と

だ

ろ

う

。

ど

ち

ら

を

選

ん

で

も

何

か

欠

け

て

し

ま

う

、

し

か

し

、

一

つ

を

選

ば

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

だ

か

ら

、

ど

ち

ら

が

よ

り

適

切

か

徹

底

的

に

考

え

る

。

翻

訳

で

そ

の

よ

う

に

苦

労

さ

れ

た

方

々

に

こ

の

よ

う

な

こ

と

は

言

い

に

く

い

の

だ

が

、

フ

ラ

ン

ス

語

か

ら

日

本

語

へ

の

翻

訳

で

ど

う

し

て

も

一

語

対

一

語

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

理

由

は

な

い

。

こ

の

よ

う

な

キ

ー

ワ

ー

ド

で

な

け

れ

ば

、

お

そ

ら

く

そ

れ

ほ

ど

拘

り

は

し

な

い

だ

ろ

う

。

日

本

語

翻

訳

者

が

美

意

識

を

持

ち

、

文

体

に

エ

ネ

ル

ギ

ー

を

注

ぐ

の

は

望

ま

し

い

こ

と

だ

が

、

そ

の

翻

訳

を

読

む

読

者

が

原

典

の

内

容

の

理

解

と

翻

訳

文

の

鑑

賞

の

ど

ち

ら

を

大

事

と

考

え

る

か

。

普

通

は

原

典

の

内

容

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

読

者

は

翻

訳

者

が

内

容

の

正

確

な

理

解

よ

り

文

体

と

し

て

表

現

す

る

美

意

識

を

優

先

し

て

い

る

と

は

思

っ

て

い

な

い

。

ま

ず

内

容

を

完

全

に

お

さ

え

た

上

で

文

を

練

っ

て

い

る

。

ま

た

翻

訳

の

文

章

の

美

点

は

翻

訳

者

の

も

の

と

い

う

よ

り

原

典

に

由

来

す

る

と

考

え

る

だ

ろ

う

し

、

読

ん

で

理

解

困

難

な

翻

訳

が

あ

れ

ば

、

原

典

が

そ

ん

な

書

き

方

に

な

っ

て

い

る

に

違

い

な

い

と

考

え

、

翻

訳

者

を

批

判

す

る

こ

と

は

あ

ま

り

な

い

。

自

身

の

知

力

が

及

ば

な

い

た

め

だ

と

、

理

解

困

難

を

引

き

起

こ

し

た

「

誤

訳

」

の

責

任

を

自

分

で

被

る

読

者

も

少

な

く

な

い

。

デ
カ
ル
ト
の
≪
j
e
 
p
e
n
s
e
,
 
d
o
n
c
 
j
e
 
s
u
i
s
.
≫
の
旧
来
の
日
本
語
翻
訳
「
我

思
う
」
は
、
自
身
の
ラ
テ
ン
語
翻
訳
で
は
≪
 
c
o
g
i
t
o
,
 
e
r
g
o
 
s
u
m
 
≫
と
、
動

詞
≪
 
c
o
g
i
t
a
r
e
 
≫
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
の
語
源
、

語

義

と

し

て

こ

れ

が

繋

が

る

の

は

≪
 
p
e
n
s
e
r
 ≫

で

は

な

く

≪
 
c
u
i
d
i
e
r

 ≫

の

ほ
う
だ
（
W
i
k
i
t
i
o
n
n
a
i
r
e
）
。
≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫
の
語
源
、
語
義
は
≪
 
p
e
n
s
a
r
e
 
≫
だ
。

そ

れ

を

考

え

れ

ば

、

日

本

語

の

訳

語

と

し

て

ま

ず

「

思

う

」

の

ほ

う

が

選

ば

れ

た

こ

と

は

「

よ

り

適

切

」

だ

っ

た

。

し

か

し

、

こ

れ

を

「

考

え

る

」

j
e
 
c
u
i
d
 
e
t
 
p
e
n
s
e
 
e
n
 
J
/
F
,
 
d
o
n
c
 
j
e
 
s
u
i
s



に
替

え

る

べ
き

だ
と

判
断

し

た
翻

訳

者

は
、
「
思

う
」

で

は
欠

け

て
し

ま

う

も

の

が
あ
り

、
そ

れ
は
重

大

な
歪

み
に

な
る

と
考

え
た

の
で

は
な

い
だ

ろ
う
か

。

し

か
し

、

こ
こ

で

考
え

て

き
た

よ

う

に
、
「
考

え

る
」

を
選

ん

で

も
や

は
り
欠

落

を
含
ん

で
し

ま
う

。

で
は

ど
う

す
れ

ば

い
い
か

。
翻
訳

文

の
文

体

へ

の
過

度

の
拘

り

を
捨

て

る
。
「
思

考

プ

ロ

セ
ス
」

の

「
始

ま
り

」

も

「
終
わ
り

」

も
含

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

な
ら

、
「
わ
た
し

は
思

い
、
考

え

る
」

の
よ

う

に
動

詞

を
二

つ
と

も
使

え

ば
い

い
。

こ
れ

で

デ
カ
ル
ト

の

≪
j
e 
p
e
n
s
e

 ≫
は

「
受

動

的

で

シ
ン
プ
ル

」

な
認

識
か

ら

「
ア
ク

テ
ィ

ブ
で

複

雑
」

な
認

識
ま

で
覆

う
こ

と

が
日

本
語

で
示

せ

る

の
だ

が
、
…

…
。

「
思
考
」
の
様
態
―
人
は
ど
の
よ
う
に
「
あ
リ
」
、
「
い
る
」
の
か
？

と

こ

ろ

で

、

わ

た

し

た

ち

が
自

身

の

存

在

を

認

識

す

る

「
瞬

間

」

は

現

象

と

し

て

考

え

て

き

た

「
思

考

プ

ロ

セ

ス

」

の

先

端

の

は

ず

だ

が

、

こ

の

「

存

在

」

は

そ

う

簡

単

に

人

間

全

体

に

は

一
般

化

で

き

な

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。
デ

カ

ル

ト

は

「
我

々

は

」
で

も

「
人

は

」
で

も

な

く

、

一

人

称

の

「
私

は

」

と

言

っ

た

。
し

か

し

≪
 
j
e
 
s
u
i
s

 ≫

に

使

わ

れ

た

動

詞

≪
 
e
t
r
e

 ≫

は

ど

の

人

称

で

使

お

う

と

そ

の

語

義

は

同

じ

と

考

え

ら

れ

る

。

つ

ま

り

、

動

詞

の

人

称

変

化

シ

ス

テ

ム

を

通

じ

て

デ

カ

ル

ト

の

考

え

た

「

存

在

」

は

す

べ

て

の

人

称

に

当

て

は

ま

る

こ

と

に

な

り

、

人

間

は

誰

で

も

同

じ

と

一

般

化

さ

れ

て

し

ま

う

。

け
れ
ど
も
、
≪
 
j
e
 
s
u
i
s
 
≫
が
「
我
有
り
」
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
を
読
む

と

、

日

本

人

は

「
ア

ク

テ

ィ

ブ

に

複

雑

に

」

考

え

始

め

る
可

能

性

が

あ

る

。

こ

の

文

語

訳

は

さ

ら

に

「

わ

た

し

は

い

る

」

と

い

う

口

語

に

変

換

す

る

こ

日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
間
で

…

と

で
理

解

、
納

得
し
よ

う

と
す

る

の
だ

が
、
こ

の
動

詞
の

交
替

は

ど
う
し

て
必
要

な

の
か

、
疑
問

を
感

じ

て
お

か
し

く
な

い
。

こ

の

「
あ
る
／

い

る
」

に

つ
い
て

は
、
外

国

人
の
日

本
語

学
習

者

も
、

「
思
う
／

考
え

る
」
の
使

い
分
け

の
場

合
と
同

様

、
訝

し

く
思

っ
て

い
い
と

こ
ろ
だ
。
彼
ら
は
初
級
日
本
語
の
ご
く
初
期
に
「
a
n
i
m
a
l
/
n
o
n
-
a
n
i
m
a
l
」

と

い
う

選
択

基

準
を
教

え

ら
れ

、
短
期

間

で
ほ

ぼ
間

違

い
な

く
選

べ
る
よ

う

に

は
な

る
。

た
だ
し

、

ど
ち

ら
も
英

語

の
存

在
動
詞

≪
 
b
e ≫
の
意

味
と

し

か
考

え

て
い

な

い
。
そ
し

て

、
そ

の
よ

う
に

単
純

な
定

義

で
は
説

明

で

き
な

い
用

例
を
上

級

レ
ベ
ル

に
進
ん

で
か
ら

知
る
こ
と

に
な

る
の
だ

が
、

「
そ

の
よ

う

な
用

法

が
あ

る
」

と

い

う
現

実

を
示

す
以

上

の

解
説

は
普

通

行

わ

れ
な

い
か

ら
だ
。

「
文

法

」

は
矛

盾

す

る
も

の
ま

で

す

べ
て

の
用

法

を
含

む

複
雑

で

豊

か

な

も

の

と
捉

え

る
方

は
少

な

く

な

い

が
、
「
語

の
選
択

ル

ー

ル
」

に

つ

い

て

は
古

い

も
の

と
現
代

の

も

の
が
現
実

の
世
界

に
共

存
し

て

い
る

か
ら

そ

う

見
え

る
だ

け

だ
。
「
標

準
」

は
、
国

家

レ

ベ
ル

、
地

方

レ

ベ
ル

、
地

域

レ
ベ
ル

、
…

…
個

人

レ
ベ
ル

の

も
の

が
共

存
す

る
の

だ
か

ら
、

ど

の
ス

タ

イ

ル

を
選

ぶ
か

は
簡

単
で

は
な

い

が
、
そ

れ
ぞ

れ

が
使
う

選
択

ル

ー
ル

は

ご
く
単

純

な
も

の
だ
。

そ
う

で

な
け

れ
ば
使

え

な
い

。

「
あ

の
人

は
ふ

た
り
子

ど
も

が
あ

る
」
「
あ

る
村
に

男

が
あ
っ

た
」

の
よ

う

な
使

い
方
は
現

代
日

本
語

の
規

範
文

法

で

は
違
反

し
て

い

る
こ
と

に

な

り

、
現

在

は

「
子

ど

も

が
い

る
」
「
あ

る

村

に
男

が

い
た

」

の
ほ

う

が
標

準

と
見

ら

れ
る

。
デ

カ
ル
ト

の
「
我
有

り

」
も

同
様

で
、

現
代

の
標

準

的

な
日
本

語

で
は

「
わ

た
し

は

い
る
」

に
な

る
。

新
し

い
用

法

と
古

い
用

法

が
共
存

し
、

文
体

と
し

て
選

択

さ
れ

る
こ

と

は
日
本

語

に
限

ら
ず

、
ど

ん
な

言
語

で
も

あ

る
は
ず

だ

が
、

前
の
王

朝

の
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名
残

と
な
り

そ
う

な
も

の

を
徹
底

的

に
消
し

去
っ

た
り

、
既

存

の

シ
ス
テ

ム
を
革

命

に
よ
っ

て
徹

底

的
に
排

除

す
る
よ

う
な

こ
と

を
せ

ず
、

神
道

、

仏
教
、
儒
教
、
キ
リ
ス
ト
教
・
・
・
な
ん
で
も
共
存
さ
せ
る
日
本
ら
し
く
、
歴

史

上

一
度
存

在
し

た
も

の

は
存
在

を
保

証

さ
れ

る
。
そ
し

て

≪
 
e
t
r
e

 ≫
の

翻
訳
に
使
え
る
動
詞
に
は
更
に
も
う
一
つ
「
お
る
（
謙
譲
↓
一
人
称
性
）
」
の

あ
る

こ
と

を
思

い
出
す

。

フ
ラ

ン

ス
語
や

英
語

の
よ

う

に
「
存

在
」

を
表

す
動

詞

が
一

つ
の
言

語

か
ら

は
三

つ
使
う
日

本

語

は
お

か
し

い
と
見

え

る
だ
ろ

う

が
、
逆

に
三

つ

使

う
ほ

う
か

ら

は
一

つ
し

か
な

い
こ
と

が
驚

き
と

思
え

て

お
か
し

く
な

い
。

「
存

在
」
、
特

に

「
人
間

の
存

在
」

は
知

覚

さ
れ

る
現
象

と
し

て
一

様

で
は

な
い

か
ら

だ
。
一

人
称
／

二

人
称
／

三

人
称

は

そ
れ

ぞ
れ
様

態

が
ま
っ

た

く
異

な
る
。

わ
た

し

が
今
こ

こ
で

「
あ
な
た

」
と

呼

び
か
け

る
こ

と

が
で

き
る
人

は
、

姿

、
表

情

が
見
え

、
動

け
ば
目

で
追
う

の
だ

が
、

何
を
考

え

て

い
る
の

か

そ
の
心

は
分

か
ら

ず
、

た
だ
推

量
し

続

け

る
。
し

か
し

、
そ
ん

な
あ

な

た

を
見

て
い

る
わ
た

し
は

、
自
分

の
表

情

、
姿

が
見
え

な

い
の

だ

が
、

心

は

分

か

る
、
と

い
う
よ

り

、
心

そ
の

も
の

と
な

っ
て

い
る
。

ま
た

、
対

象
化

で
き

る
「
自

分
」

は

「
過

去
」

か

「
未
来

」

の
イ

メ
ー
ジ

で
し

か
な

い

。

「
今
」

の

わ
た

し

は

「
主
体

」

で

あ
り

、
同

時

に

「
対
象

」

と

は
な

り

え

な

い
。

そ
し

て
、

典
型

的
な
三

人

称

の
対
象

、
こ

こ
で

は
な

い
ほ

か
の

場

所

に

い
る

「
子

」
「
家
族

」
「
友

」

な
ど

は
こ

こ
に

は
い

な

い
。
わ

た
し

の

瞼
、
心
に
浮
か
ぶ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
動
か
な
い
。
a
n
i
m
a
l
s
な
の
だ
が
、

n
o
n
-
a
n
i
m
a
l

の
「
物

」

の
よ

う

に
。

こ
れ

だ
け
様

態

が
違
え

ば

、
そ

れ
ぞ

れ
区

別

で

き
る
言

葉

が
あ

る
ほ

う

が
自

然

な

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。
不

定

詞

≪
 
e
t
r
e

 ≫
は

現
象

的

で
は

ま

っ

た

く

な

く

、

こ

れ

ら

特

殊

な

様

態

を

第

三

者

の

目

で

一

般

化

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

し

か

生

ま

れ

な

い

認

識

の

様

式

だ

。

デ
カ
ル
ト
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
≪
 
j
e
 
p
e
n
s
e
 
≫
は
ラ
テ
ン
語
で
語
源

と
し
て
対
応
す
る
≪
　
p
e
n
s
o
 
≫
で
は
な
く
、
対
応
し
て
い
な
い
≪
 
c
o
g
i
t
o
 
≫

と

翻

訳

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

の

動

詞

が

「

よ

り

適

切

」

と

判

断

さ

れ

た

の

だ

ろ

う

。

「

翻

訳

」

は

原

文

の

内

容

を

で

き

る

だ

け

そ

の

ま

ま

別

の

言

語

で

表

す

も

の

と

考

え

れ

ば

、

こ

の

場

合

、

語

義

が

ず

れ

て

い

る

の

だ

か

ら

、

適

切

な

翻
訳
と
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ラ
テ
ン
語
訳
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
理

解

し

な

い

人

の

た

め

に

表

わ

さ

れ

の

で

は

な

く

、

フ

ラ

ン

ス

語

も

ラ

テ

ン

語
も
解
す
る
読
者
に
二
つ
並
べ
て
示
す
た
め
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

語

義

の

ず

れ

と

見

え

る

も

の

は

こ

の

稿

で

言

及

し

た

ラ

テ

ン

語

≪
 
c
o
g
i
t
a
r
e ≫

を

語

源

と

す

る

動

詞

≪

 
c
u
i
d
i
e
r 
≫

の

フ

ラ

ン

ス

語

か

ら

の

消

失

、

そ

の

語

義

の

≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫

へ

の

吸

収

・

統

合

に

よ

っ

て

生

じ

る

誤

解

を

補

正

す

る

意

図

が

感

じ

ら

れ

る

。

「

思

考

プ

ロ

セ

ス

」

の

最

初

の

瞬

間

に

あ

る

「

シ

ン

プ

ル

で

受

動

的

」

な

認

識

が

≪

 
c
u
i
d
i
e
r 
≫

と

と

も

に

フ

ラ

ン

ス

語

か

ら

消

え

た

わ

け

で

は

な

い

こ

と

は

≪
 
C
o
m
m
e
n
t

 
t
r
o
u
v
e
z
-
v
o
u
s 
c
e
 
t
a
b
l
e
a
u 
? 
(
こ

の

絵

を

ど

う

思

い

ま

す
か
）
≫
と
≪
 
Q
u
'
e
s
t
-
c
e
 
q
u
e
 
v
o
u
s
 
p
e
n
s
e
z
 
d
e
 
c
e
 
t
a
b
l
e
a
u
 
?
（
こ
の
絵
を
ど
う
思

い
ま
す
か
）
≫
と
が
同
義
的
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
。
≪
 
p
e
n
s
e
r
 
≫

を

使

う

後

者

は

さ

ま

ざ

ま

に

思

考

を

巡

ら

し

た

結

果

で

あ

る

複

雑

な

コ

メ

ン

ト

を

求

め

る

場

合

に

適

し

て

い

る

は

ず

だ

が

、

前

者

の

「

瞬

間

性

」

を

表
現
す
る
≪
 
t
r
o
u
v
e
r
 
(
見
つ
け
る
/
発
見
す
る
)
 
≫
を
使
い
、
構
文
も
「
目
的

語
+
目
的
格
補
語
」
の
よ
う
に
一
語
か
二
語
の
シ
ン
プ
ル
な
感
覚
的
評
価

を

求

め

る

表

現

の

言

い

換

え

に

使

わ

れ

る

。

と

い

う

こ

と

は

≪

 
p
e
n
s
e
r
 ≫

j
e
 
c
u
i
d
 
e
t
 
p
e
n
s
e
 
e
n

J
/
F
,
 
d
o
n
c
 
j
e
 
s
u
i
s
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が

「

複

雑

で

ア

ク

テ

ィ

ブ

」

な

思

考

だ

け

で

な

く

、
「

シ

ン

プ

ル

で

受

動

的

」

な

思

考

ま

で

カ

バ

ー
し

て

い

る

こ

と

を

示

す

。

日

本

人

は

「
考

え

る

」

よ

り

「
思

う

」

を

標

準

の

よ

う

に

多

用

す

る

が

、

英

語

≪
 
H
o
w 
d
o 
y
o
u 
f
e
e
l

 
? ≫

の

翻

訳

の

よ

う

な

「

ど

う

感

じ

る

？

」
、

ま

た

こ

れ

に

意

味

合

い

の

近

い

「

…

…

の

第

一

印

象

は
？

」

と

よ

く

質

問

し

、

複

雑

な

思

考

に

入

る
前

の

「
受

動

的

で

シ

ン

プ

ル

」

な

感

想

を

大

事

に

す

る

。

感

覚

的

評

価

は

「
主

観

的

」

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

が

、
「

思

考

に

よ

っ

て

主

観

が
形

成

さ

れ

る

前

の

あ

り

の

ま

ま

の

自

然

な

意

識

の

状

態

」

を
示
す
。
す
る
と
、
「
動
物
的
で
偽
り
が
な
い
↓
即
物
的
↓
客
観
的
」

と

見

な

せ

な

く

も

な

い

。

客

観

が

事

実

と

い

う

よ

り

目

標

と

し

て

あ

る

の

に

対

し

、

主

観

が

存

在

す

る

こ

と

自

体

は

間

違

い

な

く

客

観

的

事

実

だ

。

日

本

人

の

「
我

／

わ

た

し

」

は

「

一

時

の

気

の

迷

い

」

で

間

違

い

を

犯

し

、

確

か

で

は

な

い

も

の

、

移

ろ

い

ゆ

く

も

の

に

執

着

し

や

す

く

、

そ

ん

な

あ

り

方

を

い

つ

も

思

い

悩

ん

で

い

る

。

日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
間
で

…
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s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
-
 
A
 
C
a
s
e
 
S
t
u
d
y
 
o
f

t
h
e
 
E
v
o
l
u
t
i
o
n
 
f
r
o
m
 
"
S
u
b
j
e
e
t
i
v
i
t
y
"
 
t
o
 
"
O
b
j
e
c
t
i
v
i
t
y
"
 
i
n
 
F
r
e
n
c
h
,
 
I
n
:
 
F
u
c
h
s
,

(
C
a
t
h
e
r
i
n
e
 
a
n
d
 
S
t
e
p
h
a
n
e
 
R
o
b
e
r
t
 
(
e
d
s
.
)
,
 
L
a
n
g
u
a
g
e
 
D
i
v
e
r
s
i
t
y
 
a
n
d
 
C
o
g
n
i
t
i
v
e

R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
 
L
L
A
C
A
N
-
C
N
R
S
,
 
1
9
9
9
.

（

４

）

天

沢

退

二

郎

『

ア

ー

サ

ー

王

の

死

』

、

「

フ

ラ

ン

ス

中

世

文

学

集

」

第

４

巻

〈

奇

蹟

と

愛

と

〉

（

白

水

社

、

一

九

九

六

年

、

一

〇

頁

）

。
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