
訳
者
あ
と
が
き

本
書
は
、Em

anuele�Coccia,�M
étam

orphoses,�Paris,�Payot�et�Rivages,�2020

の
全
訳
で
あ
る
。

著
者
の
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
・
コ
ッ
チ
ャ
は
一
九
七
六
年
生
ま
れ
、
イ
タ
リ
ア
出
身
の
哲
学
者
で
あ
る
。
農
業
学
校
に
お

い
て
農
作
物
の
生
育
や
生
態
に
つ
い
て
学
び
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
も
と
で
中
世
哲
学
研
究
に
従
事
し
た
の

ち
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
、
そ
の
後
、
現
在
ま
で
社
会
科
学
高
等
研
究
院

（EH
ESS

）
の
准
教
授
を
務
め
て
い
る
。
既
刊
の
著
作
も
多
数
あ
り
、
十
二
世
紀
ス
ペ
イ
ン
生
ま
れ
の
哲
学
者
ア
ヴ
ル

ロ
エ
ス
（
イ
ブ
ン
＝ル
シ
ュ
ド
）
と
ア
ヴ
ル
ロ
エ
ス
主
義
を
扱
う
『
イ
メ
ー
ジ
の
透
明
性
』（La trasparenza delle im

-

m
agini. Averroè e l’averroism

o,�M
ilan,�M

ondadori�Bruno,�2005

）
を
皮
切
り
に
、『
感
性
的
な
生
』（La Vie sensi-

ble,�Paris,�Payot�et�Rivages,�2010

）
や
『
事
物
の
な
か
の
善
』（Le Bien dans les choses,�Paris,�Rivages,�2013

）、
そ

し
て
モ
ナ
コ
哲
学
祭
賞
（
二
〇
一
七
年
）
を
受
賞
し
た
『
植
物
の
生
の
哲
学
―
―
混
合
の
形
而
上
学
』（La Vie des 

plantes. U
ne m

étaphysique du m
élange,�Paris,�Rivages,�2016.�

嶋
崎
正
樹
訳
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
九
年
）
な
ど
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
翻
訳
を
通
し
て
多
く
の
国
で
読
者
を
獲
得
し
て
い
る
。

彼
は
従
来
哲
学
史
に
お
い
て
、
人
間
に
相
対
的
な
仕
方
で
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
動
物
、
虫
、
植
物
な
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ど
の
生
命
体
へ
と
、
正
当
な
取
り
分
を
返
そ
う
と
す
る
。
植
物
を
最
も
自
由
な
存
在
と
し
て
考
え
た
前
作
『
植
物
の
生

の
哲
学
』
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
彼
は
本
書
で
、
生
物
種
、
土
地
、
世
代
と
い
う
境
界
を
超
え
た
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
あ

い
だ
で
の
生
命
の
共
有
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
五
部
か
ら
成
る
が
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
の
は
こ
の
「
一

つ
の
同
じ
生
」
の
諸
側
面
で
し
か
な
い
が
ゆ
え
に
、
各
部
の
記
述
は
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
介
し
て
連
続
し
て
い
る
。

各
部
に
つ
い
て
、
以
下
で
ご
く
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
Ⅰ
部
「
誕
生
＝
出
産
」
で
は
、
一
般
に
生
命
体
の
始
ま
り
と
し
て
考
え
ら
れ
る
「
誕
生
」
が
、
じ
っ
さ
い
に
は
母

胎
と
重
な
り
合
っ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
人
間
の
場
合
は
、
十
月
十
日
の
妊
娠
、
継
ぎ
目
の

な
い
出
産
と
い
う
過
程
を
通
じ
て
誕
生
す
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
各
々
の
生
き
も
の
の
個
別
性
、
あ
る
い

は
「
わ
た
し
と
言
う
こ
と
」
の
う
ち
に
、
そ
れ
以
前
に
太
古
か
ら
連
な
る
生
命
の
系
譜
が
入
り
込
ん
で
混
じ
り
合
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
生
き
も
の
は
親
子
や
血
縁
関
係
を
は
る
か
に
越
え
て
、
類
人
猿
、
哺
乳
類
、
魚

類
等
と
い
っ
た
種
を
ま
た
い
だ
諸
関
係
、
境
界
線
、
閾い

き
の
う
ち
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
き
も
の
の
身
体
は
安
定
的
な
も

の
で
は
け
っ
し
て
な
く
、「
た
だ
一
つ
の
同
じ
生
」
が
入
り
込
む
一
時
的
な
形
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
所

有
で
き
る
も
の
で
は
な
く
共
有
物
で
あ
り
、
絶
え
ず
自
己
を
変
様
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
形
態
の
諸
変
様
こ
そ
が
、
コ
ッ

チ
ャ
の
い
う
「
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
」
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
が
変
態
を
と
げ
る
重
要
な
契
機
で
あ
り
、
な
に
よ
り
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
の
む
す
び
つ
き
の
強
い
「
繭
」

を
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
る
第
Ⅱ
部
は
、
し
か
し
た
ん
な
る
形
態
論
や
昆
虫
論
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
現
代
の
研
究
を

含
む
生
物
学
史
を
参
照
し
つ
つ
コ
ッ
チ
ャ
が
提
示
す
る
大
胆
な
テ
ー
ゼ
は
、
繭
と
は
技
術
で
あ
る
、
あ
る
い
は
技
術
と
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は
繭
を
構
築
す
る
わ
ざ
で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。
繭
と
い
う
観
点
の
導
入
に
よ
っ
て
、
技
術
論
と
生
命
論
は
同
時
に
ひ

っ
く
り
返
さ
れ
る
。
ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル
の
『
技
術
と
時
間
』
が
技
術
論
の
表
舞
台
に
引
き
出
し
た
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
神
話

や
、
道
具
を
身
体
の
延
長
と
み
な
す
「
器
官
投
影
」
と
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
ま
た
、
人
間
あ
る
い
は
哺

乳
類
を
中
心
と
す
る
生
命
観
に
対
し
て
、
コ
ッ
チ
ャ
は
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
の

夢
に
始
ま
る
第
Ⅱ
部
は
最
終
的
に
、
惑
星
の
夢
と
し
て
の
生
命
史
と
い
う
観
点
を
提
示
す
る
に
至
る
。

第
Ⅲ
部
「
再
受
肉
」
で
は
、「
食
べ
る
こ
と
」
に
よ
る
境
界
線
の
ゆ
ら
ぎ
が
扱
わ
れ
る
。
食
べ
る
こ
と
と
は
「
食
べ

る
も
の
」
と
「
食
べ
ら
れ
る
も
の
」
と
が
重
な
り
合
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
行
為
を
通
じ
て
、
生
は
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー

ゼ
を
お
こ
な
い
、
新
た
な
生
の
一
部
と
な
る
。
生
と
は
、
既
存
の
生
命
体
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
し
う
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
死
も
ま
た
、
一
個
の
生
命
体
の
終
わ
り
を
記
す
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
重
な
り
合
っ
て
い
た
生

命
体
、
あ
る
い
は
そ
の
後
に
来
る
生
命
体
の
糧
と
な
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
歴
史
的
に
語
り
継
が
れ
て
き
た
再
受

肉
、
転
生
、
復
活
の
神
話
も
ま
た
、
生
が
身
体
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
生
き

る
こ
と
と
は
肉
を
得
る
こ
と
、
つ
ま
り
再
受
肉
と
し
て
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
Ⅳ
部
「
移
住
」
で
は
、
生
き
も
の
が
あ
る
場
所
に
い
る
こ
と
が
す
で
に
、「
住
む
こ
と
」
と
「
住
み
つ
か
れ
る
こ

と
」
の
重
な
り
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
生
き
も
の
は
こ
の
世
界
内
に
産
み
落
と
さ
れ
る
以
上
、
ど
こ
か
に
場
所
や
住

ま
い
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
が
、
当
該
の
場
所
に
存
在
す
る
こ
と
は
必
然
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
つ
ね
に
別
の
場
所
に

あ
り
う
る
こ
と
、
移
動
し
う
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
生
き
も
の
自
身
も
、
別
の

生
き
も
の
の
場
所
や
住
ま
い
と
な
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
す
べ
て
の
生
き
も
の
は
他
の
生
き
も
の
の
一
時
的
な
住
ま

い
で
あ
り
、
別
の
場
所
へ
と
移
動
す
る
「
乗
り
物
」
で
も
あ
る
。
こ
の
生
き
も
の
＝
乗
り
物
と
い
う
関
係
を
拡
大
し
て
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ゆ
け
ば
、
生
き
も
の
が
地
球
と
い
う
惑
星
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
各
々
の
生
き
も
の
が
別
の
生
き
も
の
に
と
っ

て
惑
星
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
う
る
。

ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
影
が
色
濃
く
見
え
る
第
Ⅴ
部
「
連

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
ズ

関
」
で
は
、
い
わ
ゆ
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
の
点
検
が
お
こ

な
わ
れ
る
（
コ
ッ
チ
ャ
は
同
僚
の
科
学
史
家
ア
イ
＝ト
ゥ
ア
テ
ィ
と
と
も
に
次
の
よ
う
な
論
集
を
出
版
し
て
い
る
。Le Cri de 

Gaïa. Penser la Terre avec Bruno Latour,�Fréderique�Aït-Touati�et�Em
anuele�Coccia�

（dir.

）,�Paris,�Découverte,�

2021

）。
こ
の
点
検
は
お
も
に
「
自
然
／
文
化
」
の
対
立
に
、
さ
ら
に
は
―
―
文

キ
ュ
ル
チ
ュ
ー
ル

化
は
耕

キ
ュ
ル
チ
ュ
ー
ル

作
で
も
あ
る
の
だ
か

ら
―
―
「
自
然
／
人
工
」
の
対
立
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
第
Ⅱ
部
で
技
術
論
と
生
命
論
が
同
時
に
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
た

よ
う
に
、
こ
こ
で
も
対
立
項
の
両
端
が
同
時
に
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
き
も
の
は
す
べ
て
生
存
の
た
め
に

技
術
を
用
い
、
他
の
種
と
の
相
互
規
定
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
な
に
か
し
ら
の
手
の
入
っ
て
い
な
い
「
自
然
」

や
「
野
生
」
は
あ
と
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
た
有
害
な
虚
構
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
都
市
は
そ
の
生
物
多
様
性
が
問
わ
れ
る

よ
う
な
自
然
＝
人
工
の
建
造
物
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
自
然
と
人
工
の
混
淆
し
た
生
命
論
的
多
文

化
主
義
と
で
も
言
う
こ
と
の
で
き
る
立
場
が
表
明
さ
れ
る
。

本
書
は
新
た
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
試
み
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
本
書
を
締
め
く
く
る
「
わ
た
し
た
ち
は
短
い
生
を
果
た

す
。
わ
た
し
た
ち
は
次
々
と
死
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
環
境
倫
理
学
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
の
『
野
生
の
う
た
が
聞
こ
え
る
』
か
ら
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ッ
チ
ャ
の
結
論
が
本

書
以
降
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、『
い
ま
言
葉
で
息
を
す
る
た
め
に
』（
西
山
雄
二
編
著
、
勁

草
書
房
、
二
〇
二
一
年
）
に
収
録
さ
れ
た
論
文
「
世
界
規
模
の
新
た
な
隠
遁
生
活
を
反
転
す
る
」（
松
葉
類
訳
）
や
、
二

〇
二
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
語
版
が
上
梓
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
家
の
哲
学
』（Philosophie de la m

aison. L’espace dom
es-
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tique et le bonheur,�Paris,�Bibliothèque�Rivages,�2021

）
に
探
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
現
代
の
自
然
」
と
い
う

こ
と
で
言
え
ば
、
時
期
は
す
こ
し
前
後
す
る
が
、
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
論
で
も
あ
る
『
種
ま
く
ひ
と
』

（Le Sem
eur. De la nature contem

poraine,�Arles,�Fondation�Vincent�Van�Gogh,�2020

）
が
本
書
の
別
バ
ー
ジ
ョ
ン

と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
コ
ッ
チ
ャ
の
著
作
は
日
本
で
も
今
後
ま
す
ま
す
紹
介
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

本
書
の
翻
訳
は
松
葉
と
宇
佐
美
で
分
担
し
、
下
訳
（
松
葉
が
「
は
じ
め
に
」「
第
Ⅰ
部
」「
第
Ⅲ
部
」「
第
Ⅳ
部
」
を
、
宇

佐
美
が
「
第
Ⅱ
部
」「
第
Ⅴ
部
」「
お
わ
り
に
」「
参
考
文
献
案
内
」「
謝
辞
」
を
担
当
）
が
そ
ろ
っ
た
時
点
で
ク
ロ
ス
チ
ル
ッ

ク
を
お
こ
な
っ
た
。
最
低
限
の
文
体
の
統
一
は
試
み
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
哲
学
と
い
う
同
じ
世
界
に
生
き
つ
つ
も
、

訳
者
た
ち
の
歩
き
回
り
方
や
眺
め
方
は
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異
な
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
混
淆
が
コ
ッ
チ
ャ
の

思
考
を
う
ま
く
照
ら
し
出
し
て
く
れ
る
こ
と
も
期
待
し
て
、
文
体
を
完
全
に
統
一
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

最
後
に
、
若
輩
の
訳
者
た
ち
を
適
切
に
リ
ー
ド
し
て
く
れ
た
勁
草
書
房
の
関
戸
詳
子
氏
に
こ
こ
ろ
か
ら
感
謝
の
意
を

表
し
た
い
。
わ
た
し
た
ち
が
さ
い
わ
い
に
も
自
分
た
ち
の
区
間
を
走
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
彼
女
の
お
か
げ
で
あ

る
。
ま
た
、
本
書
に
相
通
ず
る
作
品
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
大
小
島
真
木
氏
、
す
ば
ら
し
い
装
丁
を
施
し
て
く
だ
さ

っ
た
大
村
麻
紀
子
氏
に
も
感
謝
し
た
い
。
お
二
人
に
よ
っ
て
本
書
が
「
再
受
肉
」
し
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。

わ
た
し
た
ち
を
貫
い
た
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
力
が
読
者
諸
氏
に
伝
播
し
、
さ
ま
ざ
ま
に
再
開
さ
れ
展
開
さ
れ
て
ゆ

く
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
筆
を
擱
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
祇
園
祭
の
過
ぎ
ゆ
く
京
都
に
て�

訳
者
一
同
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