
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ロ
ー
マ
ン
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部
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く
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・
渡
邉
京
一
郎
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凡　

例

　

一
、�
本
稿
は
、Johannes�Lohm

ann,�D
as�V

erhältnis�des�A
bendländischen�M

enschen�zur�Sprache�(Bew
usstsein�und�unbew

usste�

Form
�der�Rede),�1952

の
翻
訳
（
二
二　

三
三
頁
ま
で
の
部
分
訳
）
で
あ
る
。
続
編
は
次
号
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

一
、�

訳
出
に
あ
た
っ
て
底
本
と
し
た
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。Johannes�Lohm

ann,�D
as�V

erhältnis�des�A
bendländischen�M

enschen�

zur�Sprache�(Bew
usstsein�und�unbew

usste�Form
�der�Rede),�in:�Lexis: Studien zur Sprachphilosophie, Sprachgeschichte 

und B
egriffsforschung,�Bd.�III,�1,�unter�M

itw
irkung�von�W

alter�Bröcker,�Franz�D
ornseiff,�Ernest�Lew

y,�

herausgegeben�von�Johannes�Lohm
ann,�V

erlag�von�M
oritz�Schauenburg,�Lahr�i.�B.�1952.

　

一
、�M

ichel�Legrand

とJacques�Schotte

に
よ
る
仏
訳
版
も
適
宜
参
照
し
た
。Johannes�Lohm

ann,�«Le�rapport�de�l'hom
m

e�occidental�

au�language�(Conscience�et�form
e�inconsciente�du�discours)»,�traduit�de�l'allem

and�par�M
ichel�Legrand,�Jacques�Schotte,�

in:�R
evue Philosophique de Louvain.�Q

uatrièm
e�série,�tom

e�72,�no.�16,�1974,�pp.�721-766.

　

一
、（　

）
は
原
著
者
に
よ
る
補
足
説
明
で
あ
る
。

　

一
、�〔　

〕
お
よ
び
［　

］
は
訳
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
主
に
原
語
の
併
記
、
各
種
外
国
語
で
書
か
れ
た
語
句
の
訳
の
表
記
、
そ
の
他
の
補

足
説
明
の
た
め
に
用
い
た
。

　

一
、【　

】
内
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
底
本
の
頁
数
を
表
す
。

　

一
、
傍
点
は
原
文
の
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
に
対
応
す
る
。

　

一
、
太
字
は
原
著
者
に
よ
る
。

　

一
、
註
番
号
に
つ
い
て
、
原
註
を
（　

）
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
、
訳
註
を
〔　

〕
と
漢
数
字
で
表
記
し
た
。 
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πρόφασις 

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
カ
ー
ル
・
ダ
イ
ヒ
グ
レ
ー
バ
ー
に
よ
る
研
究
論
文
「
プ
ロ
フ
ァ
シ
ス　
　

術
語
の
研
究
」

が
あ
る
〔
一
〕。
と
は
い
え
こ
う
し
た
研
究
に
よ
っ
て
、
ダ
イ
ヒ
グ
レ
ー
バ
ー
が
公
正
な
考
察
者
に
対
し
、〔πρόφασις 

と
い
う
〕
語
の

元
々
の
概
念
は
主
客
の
対
立
図
式
と
い
う
視
点
か
ら
作
ら
れ
た
「
口
実
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
明
確
な
結
論
を
出
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
が
た
ど
り
着
け
な
か
っ
た
結
論
を
出
す
た
め
に
必
須
と
な
る
の
は
、

単
純
に
テ
ク
ス
ト
を
見
て
解
釈
す
る
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
ま
ず
も
っ
て
重
要
な
の
は
、
全
面
的
に

4

4

4

4

精
神
を
切
り

替
え
よ
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
古
代
末
期
で
も
す
で
に
思
考
の
変
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ま
す
ま
す
難

し
い
も
の
と
な
る
。
い
ま
と
な
っ
て
は
、
私
た
ち
が
回
顧
し
た
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
思
考
の
変
化
は
靄
の
よ
う
に
元
々
の
意
味
を
覆
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
も
ち
ろ
ん
、【
23
】
ダ
イ
ヒ
グ
レ
ー
バ
ー
が
考
察
の
出
発
点
と
し
て
い
る
古
代
末
期
の
「
語

源
」
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
な
ん
ら
の
助
け
と
は
な
り
え
な
い
）。
ど
ん
な
翻
訳
も
必
然
的
に
原
典
の
歪
曲
を
と
も
な
う
（
た
と
え

ば
「traduttore

〔
翻
訳
者
〕-�traditore
〔
裏
切
り
者
〕」
の
よ
う
に
）
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
理
論
上
は
一
般
に
認
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
〔
二
〕。
だ
が
、
こ
こ
で
具
体
的
な
状
況
に
即
し
て
見
て
み
る
と
、
別
の

4

4

思
考
形
式
の
な
か
で
考
え
ら
れ
た
も
の
を
扱

う
と
き
に
は
「
論
証
」
や
「
理
屈
を
こ
ね
る
」
の
が
常
だ
が
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
精
神
は
ま
っ
た
く
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
誤
っ
た
軌
道

を
進
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
テ
ク
ス
ト
と
、
テ
ク
ス
ト
を
「
理
解
」
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
隔
て
る
壁
を
築
い
て
し
ま
っ
て
い

る
。
し
か
も
、
こ
の
壁
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
し
て
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
明
敏
か
つ
「
熟
練
し
た
」
か
た
ち
で
論
証

が
お
こ
な
わ
れ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は　
　

そ
し
て
こ
の
場
合
以
外
に
も
当
て
は
ま
る
に
違
い
な

い
が　
　

現
代
の
精
神
科
学
に
お
い
て
、
理
解
に
そ
な
わ
る
「
装
置
」
が
ま
す
ま
す
複
雑
化
す
る
こ
と
で
、
ど
れ
ほ
ど
単
純
な
「
追
体

験
」
が
麻
痺
し
阻
ま
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

イ
オ
ニ
ア
の
事
実
的
思
考
が� πρόφασις

〔
前
触
れ
〕
だ
っ
た
わ
け
だ
が　
　

こ
の
こ
と
は
ダ
イ
ヒ
グ
レ
ー
バ
ー
の
研
究
に
よ
っ
て
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明
ら
か
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
自
身
は
こ
の
結
論
を
引
き
出
さ
な
か
っ
た

4

4

4

4

。
と
い
う
の
も
、
彼
は
「
口
実
／
実
際
の
原
因
」
と

い
う
近
代
の
ジ
レ
ン
マ
に
囚
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る　
　

こ
の
語
の
文
字
通
り
の
対
概
念
は
、
あ
る
も
の
が
「
突
如
と
し
て
」、
唐

突
に
、「
お
の
ず
か
ら
」
出
現
す
る
こ
と
で
あ
る
（ἐξαίφνης, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου

〔
突
如
と
し
て
、
お
の
ず
か
ら
〕、
ま
た
先
に
挙
げ

た
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
箇
所 ἀλλ᾽ ἐξαίφνης ὑγιεῖς ὄντας …

 ἐλάμβανε

〔
健
康
だ
っ
た
そ
の
他
の
人
々
は
突
如
と
し
て
襲
わ
れ
た
〕

も
参
照
（
第
二
巻
四
九
章
一
節
））。
そ
し
て
、πρόφασις 

と
い
う
「
前
現
象
」
が
体
質
や
身
体
的
な
素
因
や
気
候
な
ど
と
い
っ
た
一

般
的
な
所
与　
　

こ
れ
ら
の
所
与
は
出
来
事
の
自
明
な
背
景
で
は
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
必
ず
し
も
「
現
象
」
の
な
か
に
は
入
り
込
ま

な
い

4

4　
　

と
し
ば
し
ば
（
つ
ね
に
で
は
な
く
！
）
結
び
つ
き
、
後
に
生
じ
る
特
定
の
出
来
事
の
原
因
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
と
き
に
、

両
者
〔
前
触
れ
と
し
て
の πρόφασις 
と
、
そ
の
対
概
念
で
あ
る
「
突
如
と
し
て
」
出
現
す
る
こ
と
〕
は
一
致
す
る
の
で
あ
る
（
前
掲

書
五
頁
以
下
を
参
照
〔
三
〕。
ま
た
、【
34
】
頁
の
註
の
末
尾
で
言
及
さ
れ
る
事
例
も
参
照
。
そ
の
際
「
原
因
」
と
い
う
表
現
は
あ
ら
た

め
て
考
察
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
い
ま
は
主
立
っ
て
ま
っ
た
く
念
頭
に
置
か
れ
て
い
な
い
「
因
果
性

4

4

4

」
が
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
持
ち
込
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
）。

　

πρόφασις

〔
口
実
〕
は
、πρό-φασις

〔
前
－
現
象
〕
を πρόφασις

〔
口
実
〕
た
ら
し
め
る

4

4

4

4

4

も
の
と
の
一
定
の
関
係
に
よ
っ
て
、πρό-

φασις

〔
前
－
現
象
〕
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
〔πρό-φασις 

と
い
う
〕
語
が
告
げ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
関
係
は
さ
し
あ

た
り
「ante hoc

〔
こ
の
－
前
に
〕」
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
な
に
か
が
「
あ
ら
か
じ
め
そ
こ
に

4

4

4

あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
（「
現
象
し
て
い
る
こ
と
〔Phänom

enalität

〕」
と
は
、「
そ
こ
に
あ
る
こ
と
〔D

asein

〕」
に
そ
も
そ
も
そ
な
わ
っ
て
い
る

第
一
の
形
式
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
が
第
一
巻
三
二
章
四
節
で
述
べ
て
い
る
「δόξα

〔
思
い
な
し
〕」
に
対
立
す
る
。

つ
ま
り καὶ περιέστηκεν ἡ δοξοῦσα ἡμῶ

ν πρότερον σω
φροσύνη …

 νῦν ἀβουλία καὶ ἀσθένεια φαινομένη

〔
そ
し
て
か
つ
て
は
私

た
ち
の
慎
重
さ
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
は
、〔
…
…
〕
い
ま
や
無
思
慮
や
無
力
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
〕〔
四
〕）。
け



172

れ
ど
も
そ
の
と
き
、「
振
り
返
っ
て
い
る
」
人
間
精
神
が
こ
の
「
前
－
現
象
」
を
捉
え
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
行
動
し
て

い
る
人
間
精
神
ま
で
も
が
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
こ
の
「
前
－
現
象
」
を
捉
え
て
い
る
の
だ
と
す
る
と
、「ante�/�post

〔
前
に
／
後
に
〕」

は
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
で
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。【
24
】
こ
う
し
て
こ
の
観
点
か
ら
、〔πρόφασις 

と
い
う
〕
語
の
「
意
味
」
に
は

多
様
な
側
面
や
一
見
す
る
と
矛
盾
に
思
え
る
も
の
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
純
粋
に
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、πρόφασις

〔
前
触

れ
〕
と
そ
の
「post
〔
後
に
生
じ
る
も
の
〕」
を
「
比
べ
て
」
関
係
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ

ス
の
場
合
で
も
医
師
の
場
合
で
も
、πρόφασις

〔
前
触
れ
〕
は
（σ

）μικρά

〔
小
さ
な
〕、βραχεῖα

〔
さ
さ
い
な
〕、μεγάλη

〔
大
き
な
〕、

μεγίστη

〔
重
大
な
〕
の
よ
う
な
付
加
語
と
頻
繁
に
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
々
が
相
互
に
友
好
関
係
な
り
敵
対
関

係
に
あ
る
場
合
の
よ
う
に
、
実
践
的
な
行
為
に
お
い
て
は
、πρόφασις

〔
前
触
れ
〕
の
役
割
が
「praecedens

」
つ
ま
り
「
先
立
つ
も

の
」
と
い
う
役
割
と
似
て
い
る
と
す
る
の
は
正
し
い
。
こ
の
場
合
〔πρόφασις 

と
い
う
語
の
〕
具
体
的
な
意
味
は
、
こ
う
し
た
前
現

象
や
前
面
に
出
て
く
る
現
象
、
つ
ま
り
「praecedens

〔
先
立
つ
も
の
〕」
と
い
う
言
い
回
し
か
ら
規
定
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
は
、

し
ば
し
ば
免
責
〔Entschuldigung

〕
や
言
い
訳
と
し
て
用
い
ら
れ
る
（
１
）。
た
と
え
ば
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
報
告
に
よ
れ
ば
、テ
ル
モ
ピ
ュ

ラ
イ
の
戦
い
の
な
か
で
生
じ
た
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
（『
歴
史
』
第
七
巻
二
二
九
章
以
下
参
照
）〔
五
〕。
そ
こ
で
は
、
眼
病
で
戦

線
を
離
脱
し
た
二
人
の
ス
パ
ル
タ
人
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
双
方
と
も
同
じ
事
実
に
よ
っ
て
〔
戦
う
こ
と
を
〕「
免
責
」
さ
れ
て

い
た
の
だ
が
、
一
人
は
病
気
を
押
し
て
ま
で
前
戦
に
飛
び
出
し
討
ち
死
に
し
、
も
う
一
人
は
本
国
に
帰
還
し
そ
こ
で
臆
病
者
扱
い
さ
れ

た
の
で
あ
る
（τῆς μὲν αὐτῆς ἐχομένου πρόφασιος, οὐκ ἐθελήσαντος δὲ ἀποθνῄσκειν …

 σω
θῆναι …

 διὰ πρόφασιν τοιήνδε

〔
も

う
一
人
は
、
双
方
に
は
同
じ
で
あ
っ
た
事
情
を
口
実
に
用
い
て
死
を
免
れ
よ
う
と
し
、〔
…
…
〕
こ
の
よ
う
な
〔
眼
病
と
い
う
〕
口
実

を
盾
に
生
き
残
っ
た
〕〔
六
〕　　

も
し
彼
ら
双
方
が
〔
本
国
に
〕
帰
還
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
眼
病
と
い
う πρόφασις 

は
免
責
と
し
て

認
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
が
（παρεὸν αὐτοῖσι ἀμφοτέροισι κοινῷ

 λόγῳ
 χρησαμένοισι ἢ ἀποσω

θῆναι ὁμοῦ …
 ἢ ἀποθανεῖν

〔
両
名
合
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意
の
上
で
二
人
と
も
無
事
に
帰
る
こ
と
も
で
き
た
し
、〔
…
…
〕
討
ち
死
に
す
る
こ
と
も
で
き
た
〕〔
七
〕）、πρόφασις 

と
い
う
語
は
罪

責
（αἰτίη
）
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
免
責
の
根
拠
は
、必
ず
し
も
不
誠
実
で
不
名
誉
な
「
口
実
」、あ
る
い
は
「
言

い
逃
れ
」
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
も
の
に
も
な
り
う
る
。
個
々
の
事
例
を
見
て
み
る
と
、
こ
う
し
た
こ
と

〔
両
義
性
〕
は
し
ば
し
ば
個
人
の
捉
え
方
に
左
右
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
の
区
別
は
、
決
し
て πρόφασις 

と
い
う
語
そ
の

も
の
の
な
か
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
全
体
の
状
況
の
な
か
に
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「V

orw
and

〔
口
実
〕」
と
い
う
私
た
ち
の
概
念
を
、ご
く
自
然
な
か
た
ち
で
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
語
に
翻
訳
し
た
も
の
は
、

πρόσχημα 

と
い
う
語
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
語
が
さ
し
あ
た
り
は
完
全
に
直
観
的
で
感
覚
的
に
考
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
、
な
お
も
明
白
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
語
は
防
御
盾
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
ご
り
っ
ぱ
な
建
て
前
と
し
て
「『
掲

げ
』
ら
れ
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
（
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
第
四
巻
一
六
五
章
も
参
照
。ἡ Φ

ερετίμη

〔Ἀ
ρυάνδεω

〕ἱκέτις ἵζετο, 
τιμω

ρῆσαι ἑω
υτῇ κελεύουσα, προισχομένη πρόφασιν

【
25
】ὡ

ς διὰ τὸν μηδισμὸν ὁ παῖς οἱ τέθνηκε

〔
ペ
レ
テ
ィ
メ
は
エ
ジ
プ
ト

に
着
く
と
、［
ア
リ
ュ
ア
ン
デ
ス
に
］
庇
護
を
求
め
、
息
子
は
ペ
ル
シ
ア
に
加
担
し
た
た
め
に
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
口
実
を
掲

げ
［προισχομένη πρόφασιν

］、援
助
を
乞
う
た
〕〔
八
〕）。
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
も
ま
た
、同
じ
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て προβάλλω

〔
前

面
に
押
し
出
す
〕
と
い
う
動
詞
を
用
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
ケ
ル
キ
ュ
ラ
人
の
言
い
分
に
対
す
る
答
弁
と
し
て
、
コ
リ
ン
ト
ス
人
が
ア

テ
ナ
イ
で
語
る
シ
ー
ン
が
そ
う
で
あ
る
〔
九
〕。καὶ τοῦτο τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον οὐχ ἵνα μὴ ξυναδικῶ

σι προβέβληνται, αλλ’ ὅπω
ς 

κατὰ μόνας ἀδικῶ
σι

「
ま
た
、
条
約
を
結
ん
で
い
な
い
と
い
う
体て

い

の
良
い
状
態
（
同
盟
を
組
ま
な
い
「
中
立
」）
を
、
彼
ら
は
『
前
面

に
押
し
出
し
て
い
る
』
が
、
彼
ら
が
そ
う
主
張
す
る
の
は
、
他
国
の
不
正
に
は
関
与
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、（
邪
魔
立
て
さ

れ
ず
に
）
た
だ
自
国
の
こ
と
だ
け
考
え
て
不
正
を
犯
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
」。
さ
ら
に
、
エ
ウ
ス
タ
テ
ィ

オ
ス
は
後
に
、προβάλλω

〔
前
面
に
押
し
出
す
〕
と
い
う
動
詞
に
加
え
て προίσχομαι

〔
掲
げ
る
〕
も
用
い
つ
つ
、「
口
実
」
と
な
っ
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た πρόφασις 

に
註
釈
を
施
し
て
い
る
（
２
）。〔
さ
て
〕
そ
も
そ
も
、πρόφασις

〔
口
実
〕
が
「
仮
面
」、
つ
ま
り  πρόσχημα 

と
し
て

使
わ
れ
る
こ
と
は
、πρόφασις�

に
と
っ
て
表
面
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
う
わ
べ
だ
け
の
礼
儀
正
し
さ
つ
ま
り εὐπρεπές

〔
体て

い

の
良
さ
〕
が
、
よ
か
ら
ぬ
も
の
を
隠
す
た
め
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
表
立
っ
て
言
わ
れ
た
こ
と
が
喜
ん
で
差
し
出
さ
れ
た
わ
け

で
は
必
ず
し
も
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
（
両
者
は
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
『
歴
史
』
第
六
巻
八
章
四
節
で
結
び
つ
く
。ὁ Ν

ικίας 

... νομίζω
ν τὴν πόλιν οὐκ ὀρθῶ

ς βεβουλεῦσθαι ἀλλὰ προφάσει βραχείᾳ καὶ εὐπρεπεῖ τῆς Σικελίας ἁπάσης, μεγάλου ἔργου, 

ἐφίεσθαι

〔（
…
…
）
ニ
キ
ア
ス
は
、
ア
テ
ナ
イ
市
が
誤
っ
た
判
断
を
し
て
お
り
、
全
シ
ケ
リ
ア
島
に
か
か
わ
る
よ
う
な
一
大
事
に
対
し
て
、

さ
さ
い
な
体
の
良
い
口
実
で
軽
々
し
く
着
手
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
た
〕〔
一
〇
〕。
こ
こ
で βραχεῖα

〔
さ
さ
い
な
〕と εὐπρεπής

〔
体

の
良
い
〕
と
い
う
二
つ
の
付
加
語
は
、πρόφασις

〔
口
実
〕
が
置
か
れ
て
い
る
二
つ
の
関
係
を
具
体
的
に
表
し
て
い
る
。μέγα ἔργον

〔
一
大
事
〕
と
比
べ
る
と
き
、πρόφασις
〔
口
実
〕
は
（
あ
ま
り
に
も
）「
さ
さ
い
な
〔βραχεῖα

〕」
も
の
と
な
る　
　

と
い
う
の
も
、

πρόφασις

〔
口
実
〕
は
こ
の
一
大
事
に

4

4

4

4

4

4

「praecedens

〔
先
立
つ
も
の
〕」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
他
方
で
当
人

4

4

と
の
関

係
に
立
つ
と
、πρόφασις

〔
口
実
〕
は
体
の
良
い
見
か
け
を
、つ
ま
り
「εὐπρεπές

〔
体
の
良
さ
〕」
を
与
え
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
）。

　

純
粋
に
「
現
象
的
」
な
の
は
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
箴
言
に
お
け
る πρόφασις 

と
い
う
語
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
ル
ス
／
ク
ラ
ン
ツ
〔
に

よ
る
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
哲
学
者
断
片
集
』
第
六
八
章
〕B�222�

で
は
次
の
通
り
。ἡ τέκνοις ἄγαν χρημάτω

ν συναγω
γὴ πρόφασίς 

ἐστι φιλαργυρίης τρόπον ἴδιον ἐλέγχουσα

〔
子
ど
も
の
た
め
に
過
度
に
金
銭
を
蓄
え
る
と
い
う
の
は
、
金
銭
好
き
へ
の
口
実
で
、
そ

れ
は
当
の
事
柄
に
固
有
の
特
性
を
よ
く
表
し
た
も
の
〕〔
一
一
〕。
こ
の
箴
言
の
意
味
は
、
デ
ィ
ー
ル
ス
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
だ
と
完
全

に
歪
曲
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
（「
子
ど
も
の
た
め
に
過
度
に
貯
蓄
す
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
で
自
分
固
有
の
本
質
を
表
し
て
い
る
貪

欲
な
人
の
口
実
な
の
で
あ
る
」　　

こ
れ
で
は
あ
た
か
も
、ἐλέγχουσα
〔
表
し
た
も
の
［
主
格
］〕
で
は
な
く ἐλεγχούσης

〔
表
し
た

も
の
の
［
属
格
］〕
の
よ
う
で
は
な
い
か
！
）。
こ
こ
で
の
〔πρόφασις 

の
〕
意
味
は
「
医
学
的
な
」
意
味
と
ま
っ
た
く
類
比
的
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、子
ど
も
の
将
来
の
た
め
の
過
度
な
心
遣
い
の
う
ち
に
は
、φιλαργυρίη

〔
貪
欲
さ
〕
が
さ
し
あ
た
り
現
れ
て
い
る
が
、こ
の
「
先

立
つ
現
れ
」
は
同
時
に
、
こ
こ
で
は
ま
だ
隠
さ
れ
て
い
る
特
有
の
性
格
を
さ
ら
け
出
し
て
も
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
た
意
味
に
お
け
る πρόφασις 

は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
考
全
体
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ

て
開
始
さ
れ
た
偉
大
な
ア
ッ
テ
ィ
カ
哲
学
の
前
に

4

4

位
置
す
る
が
ゆ
え
に
そ
の
影
響
を
被
ら
な
い
、
そ
う
し
た
時
代
に
特
徴
的
な
概
念
と

し
て
現
れ
る
。
偉
大
で
創
造
的
な
思
索
者
た
ち
を
擁
す
る
こ
の
時
代
を
牽
引
し
た
の
は
、
意
識
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、【
26
】

デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
好
ん
で
引
用
し
た
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
の
箴
言
で
あ
っ
た
。
曰
く
、ὄψις ἀδήλω

ν τὰ φαινόμενα

〔
明
ら
か
な
ら
ざ
る

も
の
を
見
る
こ
と
が
現
象
で
あ
る
〕〔
一
二
〕（
デ
ィ
ー
ル
ス
／
ク
ラ
ン
ツ
の
〔『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
哲
学
者
断
片
集
』
第
五
九
章
〕
ア
ナ

ク
サ
ゴ
ラ
ス�B�21a

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ラ
ー
に
よ
る
同
名
の
論
文
も
参
照
の
こ
と
〔
一
三
〕）。
こ
う
し
た
概
念
史
的
な
事
実
の

う
ち
に
、関
心
の
変
化
や
そ
れ
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
思
考
の
方
向
の
変
化
が
現
れ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、γνῶ

θι σαυτόν

〔
汝

自
身
を
知
れ
〕
と
い
う
デ
ル
フ
ォ
イ
の
箴
言
を
実
現
す
る
な
か
で
、
外
的
な
現
象
か
ら
離
れ
て
、
人
間
の
霊
魂
や
そ
の
内
的
な
生
に
ま

な
ざ
し
を
向
け
返
し
た
。
そ
の
後
、
プ
ラ
ト
ン
の
ア
カ
デ
メ
イ
ア
で
は
数
学
が

4

4

4

、
す
な
わ
ち
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
」（
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ

ば
超
越
的
な
「
想
起
（ἀνάμνησις

）」
か
ら
生
じ
る
と
さ
れ
る
）
直
観
の
学
問
が
、
学
的
認
識
の
理
想
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、イ
オ
ニ
ア
の
事
実
的
思
考
と
い
う πρόφασις
〔
前
触
れ
〕
は
淘
汰
さ
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、こ
の
語
は
い
ま
や
、

プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
テ
オ
プ
ラ
ス
ト
ス
で
は
ほ
と
ん
ど
登
場
す
る
こ
と
が
な
い
。
ダ
イ
ヒ
グ
レ
ー
バ
ー
は
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
お
そ
ら
く
意
識
的
に
デ
モ
ク
リ
ト
ス
を
無
視
し
た
と
い
う
事
実
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
き
わ
め
て
説
得
的
に

論
じ
て
い
る
〔
一
四
〕。

　

ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
と
医
者
の πρόφασις

〔
前
触
れ
〕
は
、
現
象
的
な
／
現
象
外
の
（ὄψις

〔
見
る
こ
と
〕/�  ἀδήλω

ν

〔
明
ら
か
な

ら
ざ
る
も
の
〕
の
）
思
考
に
適
合
す
る
。
そ
う
言
え
る
の
は
、
実
際
の

4

4

4

「
前
－
現
象
」
が
様
々
な
状
況
下
で
一
般
的
な
面
を
顧
慮
し
な

4

4

4

4
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い4

ま
ま
で
も
よ
く
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
現
れ
」
な
い

4

4

と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
の πρόφασις

〔
前
触
れ
〕
は
あ
る

固
有
の
「
弁
証
法
」
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
こ
で
言
う
前
－
現
象
と
は ἀληθεστάτη πρόφασις

〔
明
ら
か
な
前
触
れ
〕、
つ

ま
り
医
学
に
お
け
る
一
般
的
な

4

4

4

4

所
与
で
あ
る
。
本
論
文
【
23
】
頁
を
参
照
）。
こ
う
し
た
思
考
に
従
う
な
ら
ば
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
に
お

い
て
も
（
デ
ィ
ー
ル
ス
／
ク
ラ
ン
ツ
の
〔『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
哲
学
者
断
片
集
』
第
六
八
章
〕
デ
モ
ク
リ
ト
ス�B�11

で
述
べ
ら
れ
て
い

る γνώ
μη

、
す
な
わ
ち
「
認
識
」
と
同
様
に
）πρόφασις 

は
二
つ
の
形
式
（δύο ἰδέαι

）
を
有
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り ἡ μὲν γνησίη, ἡ δὲ σκοτίη

〔
一
方
は
真
の
認
識
で
、
も
う
一
方
は
曖
昧
な
認
識
で
あ
る
〕〔
一
五
〕。
と
は
い
え
、（
ト
ゥ

キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
言
う
）「
真
の
」� πρόφασις

〔
前
触
れ
〕
は
、
直
接
こ
の
二
つ
の
形
式
に
よ
っ
て ἐς τὸ φανερὸν λέγεται

〔
は
っ
き

り
と
言
及
さ
れ
て
い
る
〕
わ
け
で
は
な
い

4

4

。

　

さ
て
、こ
う
し
た「
イ
オ
ニ
ア
の
」（「
年
代
的
」な
意
味
で
は
な
く
、む
し
ろ「
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
」と
い
う
内
容
的
な
意
味
に
お
け
る
）

πρόφασις

〔
前
触
れ
〕
は
、
こ
の
語
の
根
源
的
な
概
念
を
表
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
応
答
す
る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も

ま
ず
、πρόφασις 

と
い
う
語
が
ホ
メ
ロ
ス
の
時
点
で
も
立
て
続
け
て
二
回
登
場
し
、
二
回
と
も
す
で
に πρόφασιν�

と
い
う
型
に
は
ま
っ

た
対
格
の
か
た
ち
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
回
目
は
、
ブ
リ
セ
イ
ス
の
返
還
に
際
し
て
ア
ガ
メ
ム

ノ
ン
が
〔
ゼ
ウ
ス
に
〕
誓
い
を
立
て
る
シ
ー
ン
で
あ
る
（『
イ
リ
ア
ス
』
第
一
九
歌
二
六
二
行
）〔
一
六
〕。
こ
こ
で
の πρόφασις 

が
、
実

際
に
考
え
ら
れ
た
、
行
為
へ
と
駆
り
立
て
る
理
由
を
意
味
し
て
い
る
の
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
で
あ
る
。
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
は
誓
う
、
私
は

肉
体
関
係
を
持
ち
た
い
が
た
め
（εὐνῆς πρόφασιν

〔
一
緒
に
寝
る
と
い
う
理
由
〕）
と
か
、
そ
の
他
の
理
由
に
駆
ら
れ
て
、
ブ
リ
セ
イ

ス
に
指
一
本
触
れ
た
こ
と
は
な
い
、
と
。
二
回
目
の πρόφασις 
で
は
（
第
一
九
歌
三
〇
二
行
）〔
一
七
〕、【

27
】「
前
面
に
出
さ
れ
た
」

理
由
の
こ
と
が
さ
し
あ
た
り
考
え
ら
れ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
実
際
に
は
違
っ
て
い
た
。
女
た
ち
は
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
に
対
す
る
ブ
リ
セ
イ

ス
の
嘆
き
に
つ
ら
れ
て
泣
い
た
。
が
、
そ
れ
は Π

άτροκλον πρόφασιν, σφῶ
ν δ’ αὐτῶ

ν κήδε’ ἑκάστη

〔
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
を
う
わ
べ
の
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理
由
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
当
は
自
分
自
身
を
嘆
い
た
の
で
あ
る
〕。
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
に
対
す
る
嘆
き
は
「
当
面
問
題
に
な
っ

て
い
る
」
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
女
た
ち
は
彼
女
た
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ

4

4

4

4

（ἑκάστη

）
が
「
自
分
に
と
っ
て
」
の
苦
し
み
を
嘆
く
こ

と
を
許
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
嘆
き
は
、
彼
女
た
ち
が
「
泣
女
」
と
し
て
自
ら
の
責
務
を
い
っ
そ
う
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
果
た
す

こ
と
を
、阻
む
ど
こ
ろ
か
逆
に
和
ら
げ
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
、パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
に
対
す
る
嘆
き
と
そ
れ
に
繋
が
る
「
自

分
自
身
の
嘆
き
」
と
の
あ
い
だ
に
は
、
目
に
見
え
る
外
面
上
の
制
約
と
、「
自
発
性
」
と
の
対
立
も
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
（
本
論
文

【
23
】
頁
を
参
照
）。

　

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
の πρόφασις

〔
う
わ
べ
の
理
由
〕
も
、
イ
オ
ニ
ア
の
医
学
や
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
場
合
と
同
様
に
、
口
実

／
実
際
の
原
因
と
い
う
後
の
対
立
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
ま
っ
た
く
関
連
を
持
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
少
な
く
と
も
第
一
の
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
の
誓
い
の
場
合
に
限
っ
て
言
え
ば
、πρόφασις

〔
理
由
〕
は
単
に
「
現
象
的
な
」
も
の
で
も

な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
ダ
イ
ヒ
グ
レ
ー
バ
ー
は
、〔『
イ
リ
ア
ス
』
第
一
九
歌
〕
二
六
二
行
（οὐτ’ εὐνῆς πρόφασιν κεχρημένος οὔτε 

τευ ἄλλου

〔
一
緒
に
寝
る
と
い
う
理
由
に
駆
ら
れ
た
の
で
も
、
ほ
か
の
い
か
な
る
理
由
で
も
な
く
〕〔
一
八
〕）
の
「
決
疑
法
」
に
「
法

の
領
域
」
を
見
て
取
っ
て
い
る
が
（
前
掲
書
二
頁
註
一
を
参
照
〔
一
九
〕）、
こ
れ
は
私
た
ち
に
と
っ
て
い
く
ら
か
奇
異
な
印
象
を
与
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
私
と
し
て
は
、
語
源
的
な
関
係
も
ま
た
、
結
局
の
と
こ
ろ
同
じ
方
向
性
を
示
す
と
思
わ
れ
る
（
３
）。

こ
の
語
は
す
で
に
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
固
定
化
し
た
型
ど
お
り
の
言
い
方
で
見
出
せ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
語
の
成
立
時

期
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
私
た
ち
が
語
源
的
に
同
型
の
概
念
と
し
て
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
か
だ
か
神
性
の
「
代
弁
者
」

を
意
味
す
る προφήτης 

と
い
う
語
だ
け
で
あ
る
（
一
方
で
、
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
は ὑποφήτης

〔
代
弁
者
〕
と
い
う
語
し
か
出
て
こ

な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
韻
律
上
の
成
り
行
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
）。
こ
う
し
て
、πρόφασις�

の
ご
く
自
然
な
基
本
的
な
意
味

と
は
、た
と
え
ば「declaratio

〔
表
明
す
る
〕、proclam

atio

〔
宣
言
す
る
〕」（
あ
る
い
は
、語
源
的
に
も
ぴ
っ
た
り
対
応
す
る「professio
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〔
告
白
す
る
〕」）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、Π

ρόφασίν τινος

〔
誰
の
口
実
か
〕〔
二
〇
〕
は
、
さ
し
あ
た
り
「
〜
の

説
明
な
い
し
は
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（Π

ρόφασίν τινος�

は
支
配
す
る
動
詞
に
「
内
的
〔
目
的
語

の
〕
対
格
」
と
し
て
関
係
す
る
〔
二
一
〕。
例
え
ば
、〔『
イ
リ
ア
ス
』〕
第
一
五
歌
七
四
四
行
で
は
次
の
通
り
〔
二
二
〕。ὅς τις δὲ Τρώ

ω
ν 

κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ φέροιτο σὺν πυρὶ κηλείῳ
, χάριν Ἕ

κτορος ὀτρύναντος...

〔
ヘ
ク
ト
ル
の
激
励
に
応
え
て
、
ト
ロ
イ
ア
勢
の
な
か

か
ら
燃
え
る
火
を
手
に
し
て
船
に
迫
る
者
が
あ
れ
ば
…
〕「
ヘ
ク
ト
ル
の
激
励
の
恩
恵
を
」）。
さ
ら
に
副
次
的
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
語

〔πρόφασις

〕
は
、
前
置
詞� πρό

〔
前
に
〕
と
動
詞
由
来
の
名
詞 φασις

〔
告
げ
報
せ
る
こ
と
〕
の
二
つ
の
意
味
を
常
に
可
能
に
し
て
お

き
た
い
が
た
め
に
、
語
り
や δίάλογος

〔
対
話
〕
の
領
域
か
ら
、
事
実
上
「praecedens

〔
先
立
つ
も
の
〕」
と
い
う
理
論
的
・
診
断

的
な
領
域
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
【
28
】
こ
こ
で
詳
述
さ
れ
た
こ
と
が
適
切
だ
と
す
る
と
、
私
た
ち
は
な
お
も
、πρόφασις 

と
い
う
語
を
め
ぐ
る
二
重
化
に
、
つ
ま
り

二
重
の
「
概
念
の
隠
し
絵
」
に
か
か
ず
ら
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
と
き
三
つ
の
「
層
」
は
、
厳
密
な
意
味
で
互

い
に
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
場
合
、
客
観
的
に
動
因
と
な
っ
て
い
る
「
前
－
現
象
」
を

通
し
て
、「
表
明
に
関
わ
る
」
要
素
が
ま
だ
多
様
な
仕
方
で
ほ
の
か
に
瞬
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
４
）。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
要

素
そ
の
も
の
も
ま
た
、「
口
実
」
と
い
う
概
念
と
は
な
ん
の
関
わ
り
も
な
い
の
だ
か
ら
、こ
の
点
で
、あ
ら
ゆ
る
語
源
学
的
な
試
み
は
ま
っ

た
く
も
っ
て
恣
意
的
な
所
業
に
な
る
。
こ
の
試
み
は
、
い
か
な
る
仕
方
を
も
っ
て
し
て
も
事
実
に
基
づ
い
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
（
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
『
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
『
ヘ
ラ
ク
レ
ス
』』
第
二
巻
四
三
頁
を
参
照
〔
二
三
〕。
ヴ
ィ
ラ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
に

よ
れ
ば πρόφασις = φάσις ἀντί τινος

〔
誰
か
の
代
わ
り
の
告
発
〕
で
あ
る
。
ま
た
ダ
イ
ヒ
グ
レ
ー
バ
ー
前
掲
書
二
頁
も
参
照
の
こ
と

〔
二
四
〕。
ダ
イ
ヒ
グ
レ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば φάσις πρό τινος = φάσις ὑπέρ τινος
〔
誰
か
を
守
る
た
め
の
告
発
〕
で
あ
る
）。

　

し
か
し
ま
た
、似
た
よ
う
な
二
重
化
が
、ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
「
本
質
へ
の
問
い
」
と
、と
り
わ
け
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
以
降
に
変
化
し
た
「
原
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因
を
求
め
る
」
思
考
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
お
り
、
私
た
ち
と
し
て
は
、
こ
の
二
重
化
に
よ
っ
て
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
を
完
全
に
把
握
し

き
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
「
原
因
」
と
「
結
果
」
か
ら
成
る
因
果
性
と
い
う
私
た
ち
に
は
自
明
に
思
え
る

図
式
の
内
で
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
こ
と
が
歴
史
学
者
や
文
献
学
者
た
ち
に
す

で
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
り
わ
け
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
影
響
が
及
ぶ
範
囲
全
体
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
は
分
か
ら

な
い
。
彼
に
と
っ
て αἰτία

〔
原
因
〕
と
は
「
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
私
た
ち
の
言
葉
で
言
え
ば
「
主
観
的
な
」
も
の
で

あ
る
わ
け
だ
が
、
さ
し
あ
た
り
は
心
理
的
事
実
と
解
せ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
心
理
的
事
実
に
対
し
て
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
批
判

的
態
度
を
取
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、症
状
つ
ま
り
認
識
可
能
な τεκμήρια

〔
し
る
し
〕か
ら
そ
の
背
後
に
あ
る「ἀληθές

〔
真
な
る
も
の
〕」

を
推
論
す
る
と
い
う
、
批
判
的
観
察
者
の
診
断
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
、『
歴
史
』
第
一
巻
二
三
章
四
節
お
よ
び

第
二
巻
四
八
章
と
四
九
章
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
こ
そ
ま
っ
た
く
異
な
る
に
せ
よ
、同
じ
仕
方
で
指
し
示
し
て
い
る
。
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ

デ
ス
が
出
来
事
を
「
判
断
し
て

4

4

4

4

」
報
告
す
る
者
で
な
い
こ
と
は
、『
歴
史
』
第
一
巻
二
一
章
一
節
の
文
章
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。ἐκ δὲ 

τῶ
ν εἰρημένω

ν τεκμηρίω
ν ... τοιαῦτα ἄν τις νομίζω

ν ... ἅ διῆλθον οὐχ ἁμαρτάνοι. 

あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
〔
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
〕

は
こ
の
文
の
意
味
を
、（
も
し
彼
〔
批
判
的
観
察
者
〕
が
私
〔
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
〕
の
結
論
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
）「
彼
は
自
ら
の

判
断
に
お
い
て
誤
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
理
解
し
て
い
る
〔
二
五
〕。
そ
の
と
き
、こ
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
身
に
は
、ル
タ
ー
に
よ
る
「
ヘ

ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」（
一
一
：
一
）
の
翻
訳
と
同
様
の
こ
と
が
降
り
か
か
る
（
本
論
文
【
7
】
頁
参
照
）　　

つ
ま
り
、
翻
訳
に
よ
っ

て
、い
つ
の
間
に
か
思
考
の
形
式
が
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
へ
と
転
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
欠
陥
〔Fehler

〕」
は
「
誤

謬
〔Irrtum

〕」
へ
と
変
化
し
た
の
だ
っ
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
一
二
頁
、
二
二
四
頁
を
参
照
）。【
29
】
ま

た
、νομίζειν

〔
慣
習
で
あ
る
こ
と
〕
と
い
う
ま
っ
た
く
客
観
的
な
表
象
か
ら
、「
判
断
す
る
こ
と
」
や
「
信
じ
る
こ
と
」
と
い
う
主
観

的
な
表
象
へ
の
移
行
は
、と
も
す
れ
ば
、先
の
変
化
に
比
べ
る
と
い
っ
そ
う
重
大
事
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（νομίζειν�

は
も
ち
ろ
ん
、
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と
り
あ
え
ず
は
「
慣
習
」
を
、
つ
ま
り
覚
え
込
ん
だ
習
慣

4

4

4

4

4

4

4

を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
第
一
巻
一
四
二

章
お
よ
び
第
四
巻
一
八
三
章
で
も
、
言
葉
を
「
持
つ
こ
と
」
な
い
し
「
獲
得
す
る
こ
と
」
が γλῶ

σσαν νομίζειν

〔
言
葉
を
慣
習
と
し

て
用
い
る
こ
と
〕
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、γλῶ

σσαν οὐ τὴν αὐτὴν νενομίκασιν

〔
彼
ら
は
同
じ
言
葉
を
用
い
ず
〕、
ま
た

は γλῶ
σσαν οὐδεμιῇ ἄλλῃ παρομοίην νενομίκασιν

〔
彼
ら
は
他
の
い
か
な
る
言
葉
に
も
似
て
い
な
い
言
葉
を
用
い
〕。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

の
宗
教
は νόμος
〔
慣
習
〕、
つ
ま
り θεοὺς νομίζειν

〔
神
を
祀
る
こ
と
〕
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、

宗
教
は
「
信
仰
」
に
、
す
な
わ
ち�credere in deum

〔
神
へ
の
信
仰
〕
と
な
る
の
で
あ
る
）。

　

要
す
る
に
、
お
よ
そ
古
典
期
の
ギ
リ
シ
ア
人
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
気
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
さ
し
あ
た
り
、「
判
断
」
か
ら

κρίσις

〔
判
断
、
批
判
〕
へ
と
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
す
べ
て
を
「
判
断
」

形
式
で
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）　　

ギ
リ
シ
ア
人
の
場
合
、「
学
問
的
」
思
考
は
「
判
断
す
る
と
い
う
」
態
度
で
は
な
く
「
批
判
的
」

態
度
と
し
て
成
立
し
、
そ
の
後
、
こ
れ
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
「
判
断
形
式
」
に
移
行
す
る
わ
け
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
移

行
も
さ
し
あ
た
っ
て
は
「
批
判
的
」
精
神
へ
と
回
帰

4

4

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
見
る
な
ら
ば　
　

ま
た
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
い

う
表
象
が
も
つ
正
確
な
意
味
に
も
鑑
み
て　
　

い
ま
や
「
近
代

4

4

精
神
」
は
本
質
的
に
、ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
初
め
て
芽
生
え
た
「
批

判
的
」
精
神
と
、
や
が
て
支
配
的
と
な
っ
て
い
っ
た
主
観
的
な
判
断
形
式
と
を
結
び
つ
け
る
も
の

4

4

4

4

4

4

4

と
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

哲
学
的
批
判
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
生
産
性
な
き
否
定
と
な
る
。
そ
れ
は
「
懐
疑
論
」
と
し
て
、
判
断
保
留
（δόγμα

〔
独
断
〕

のἐποχή

〔
停
止
〕）
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
デ
カ
ル
ト
流
の
肯
定
的
な
端
緒
に
い
た
る
可
能
性
を
初
め
か
ら
こ
と
ご
と
く
遮
断
し
た
。

こ
の
点
で
、
哲
学
的
批
判
は
、
形
式
的
に
は
「
判
断
す
る
と
い
う
」
態
度
の
変
種
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ト
ア
派
や
エ
ピ

ク
ロ
ス
派
、そ
の
他
伝
統
的
な
学
派
と
い
っ
た
「
独
断
論
の
」
一
派
と
は
別
の

4

4

「
一
派
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
批
判
は
、

そ
う
し
た
独
断
論
一
派
の
内
で
も
、
と
り
わ
け
ス
ト
ア
派

4

4

4

4

を
正
当
に
も
自
ら
の
本
来
の
対
極
と
見
な
す
。
ス
ト
ア
派
の
哲
学
は
、
根
源
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的
に
は
一
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
客
観
性
」「
主
観
性
」「
間
主
観
性
」（οὐσία

〔
存
在
〕νοῦς

〔
思
考
〕λόγος

〔
言
葉
〕）
を
要
素
分
解

し
た
の
だ
っ
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
一
五
頁
を
参
照
）。
だ
が
、
ス
ト
ア
派
の
論
理
学
は λέκτόν

〔
言
表
さ

れ
た
も
の
〕
な
い
し�dicibile

〔
語
ら
れ
う
る
も
の
〕
を
、
そ
れ
ゆ
え
間
主
観
的
な
現
象
を
志
向
し
つ
づ
け
て
い
た
。
そ
の
後
、
古
典

後
期
以
降
に
論
理
的
な
思
考
を
支
配
し
始
め
た
新
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
や
懐
疑
論
に
あ
っ
て
言
語
か
ら
引
き
剥

が
さ
れ
た
純
粋
に
主
観
主
義
的
な
思
考
の
兆
し
を
あ
ら
た
め
て
完
全
に
覆
い
隠
し
た
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
思
考

の
方
向
性
が
完
全
に

4

4

4

解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
（
例
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
ソ
ク
ラ
テ
ス

4

4

4

4

4

を�de om
nibus dubitare

〔
一
切
に
つ
い

て
疑
う
こ
と
〕
の
発
見
者
と
し
た
こ
と
は
、特
筆
す
べ
き
で
あ
る
〔
二
六
〕。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
四
九
頁
を
参
照
。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
懐
疑
論
の
傾
向
を
帯
び
た
【
30
】
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の
側
か
ら
理
解
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
で
あ
る
う
え
に
、
ラ

テ
ン
語
の
資
料
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
）。

　

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
初
期
に
テ
オ
プ
ラ
ス
ト
ス
が
『
人
さ
ま
ざ
ま
』
を
書
い
た
の
は
、
故
な
き
こ
と
で
は
な
い　
　

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
哲
学
の

「
疑
い

4

4

」
も
ま
た
、「
生
の
形
式

4

4

4

4

」、
つ
ま
り
態
度
の
形
式
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
う
で
は
な
い
か
と
注

意
深
く
観
察
す
る
こ
と
」（σκέψις

）
で
あ
っ
て
、
一
度
下
し
た
判
断
を
軽
率
に
固
定
化
す
る
の
を
控
え
る
こ
と
（δόγμα

〔
独
断
〕
に

関
わ
る� ἐποχή

〔
停
止
〕）
で
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば　
　
「
中
期
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
」
に
お
い
て　
　
「
疑
い
」
と
は�disputare in 

utram
que partem

〔
両
者
の
立
場
に
立
っ
て
議
論
す
る
こ
と
〕
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
語
り
に
お
い
て
「
懐
疑
」
を
能
動
的
に
行
使

す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
近
代
の
徹
底
的
な
主
観
主
義
は
、言
語
音
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
思
考
形
式
そ
の
も
の
を
無
化
し
、「
主
観
」

そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
こ
の
形
式
に
そ
な
わ
る
間
主
観
的
な
影
響
力
を
簒
奪
す
る
こ
と
で
幕
を
開
け
た
。
他
方
で
、
ギ
リ
シ
ア
元
来
の
思

考
形
式
に
お
い
て
、λόγος

〔
言
葉
〕
は
客
観
的
な
規
範
と
し
て
、
客
観
的
な
真
理
た
る
事
柄
（
な
ん
で
あ
る

4

4

か
）
と
一
致
し
て
い
た

4

4

4

4

4

4

。

近
代
の
こ
の
徹
底
的
な
主
観
主
義
と
ギ
リ
シ
ア
元
来
の
思
考
形
式
と
の
あ
い
だ
に
実
存
形
式
が
存
し
て
お
り
、
そ
の
内
で
言
語
形
式
は
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人
間
的
な
態
度
の
一
様
式
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
式
が
「
作
法
〔U

m
gangsform

〕」
で
あ
り　
　

人
間
同
士
が
上
手
に
付
き
合

う
方
法
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
実
際
「
修
辞
学

4

4

4

」
に
お
い
て
起
こ
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、「
修
辞
学
」
と
は
そ
も
そ
も
実
践
的
な
形
態
を
と
も
な
う

も
の
で
あ
る
。
こ
の
実
践
的
な
形
態
の
う
ち
で
、
言
語
は
さ
し
あ
た
っ
て
影
響
力
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
範
囲
は
古
典
古

代
の
文
化
全
体
を
初
め
と
し
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
か
ら
影
響
を
受
け
た
文
化
圏
に
広
が
っ
て
、「
形
式
的
教

養
形
成
」
と
し
て
近
代
の
中
枢
深
く
ま
で
及
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
程
な
く
し
て
、
言
語
は
「
作
法
」
と
い
う
態
度
様
式
と
し
て
、
西
洋
の
〔abendländisch

〕
歴
史
を
生
き
る
人
間
に
と
っ

て
も
意
識
さ
れ
る

4

4

4

4

4

よ
う
に
な
っ
た
。
ス
ト
ア
派
の
論
理
学
は
、
言
語
を
そ
の
つ
ど
特
定
の
態
度
形
式
と
し
て
特
徴
づ
け
る
。
デ
ィ
オ
ゲ

ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』
第
七
巻
六
六
節
以
下
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ア
派
の
論
理
学
は
「λεκτά

〔
言
表
〕」

と
い
う
基
本
語
を
こ
う
定
義
し
て
い
る
〔
二
七
〕。ἀξίω

μα ... ἐστιν ὃ λέγοντες ἀποφαινόμεθα

「『
判
断
』
…
…
と
は
、
私
た
ち
が
な
に

4

4

4

4

4

4

か
を
発
言
す
る
と
き

4

4

4

4

4

4

4

4

そ
の
言
表
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
」　　

 προστακτικὸν δέ ἐστι πρᾶγμα ὃ λέγοντες προστάσσομεν

「『
命
令

形
』
と
は
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
発
言
す
る
と
き
に
、
私
た
ち
が
『
命
令
し
て
い
る
』
と
い
う
そ
の
事
態
で
あ
る
」　　
（
そ
の
後
欠
落

箇
所
が
続
き
）〈προσαγορευτικὸν

〉δέ ἐστι πρᾶγμα ὃ, εἰ λέγοι τις, προσαγορεύοι ἄν

「『
呼
び
か
け
』（「
内
的
形
式
」と
し
て
の
呼
格
）

と
は
、
あ
る
人
が
誰
か
の
こ
と
を
口
に
出
し
て
呼
び
た
い
と
き
に
、
そ
の
人
が
『
呼
び
か
け
て
い
る
』
と
い
う
そ
の
事
態
で
あ
る
」。

　

こ
れ
ら
の
定
義
は
論
理
的
な
洗
練
さ
を
そ
な
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
カ
ー
ル
・
プ
ラ
ン
ト
ル
が
『
西
洋
論
理
学
史
』
の
な
か
で

【
31
】
何
頁
に
も
わ
た
っ
て
ス
ト
ア
派
の
論
理
学
を
乱
雑
に
罵
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
と
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
当
の
と

こ
ろ
わ
ず
か
に　
　

作
り
笑
い
を
浮
か
べ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
実
際
、
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、「
内
的

4

4

言
語
形
式
」
と
い
う
フ
ン

ボ
ル
ト
の
思
考
が
、
も
っ
と
も
無
知
な
者
で
も
理
解
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
く
ら
い
自
明
な
も
の
と
し
て
実
践
的
に
用
い
ら
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れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
思
考
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま
で
ご
く
少
数
の
哲
学
者
と
言
語
学
者
し
か
そ
の
意
義
を
把
握
し
て
こ
な
か
っ

た
。
お
そ
ら
く
こ
の
事
態
以
上
に
、私
た
ち
が
手
に
し
て
い
る
の
と
は
別
の

4

4

言
語
と
の
関
係
が
あ
る
に
違
い
な
い
、と
い
う
こ
と
を
は
っ

き
り
と
示
し
て
い
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
思
考
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
そ
の
言
語
的
な
形
式
化
（
思
考
は
中
世
の
唯
名
論
以
降
、
決
定

的
な
仕
方
で
こ
の
形
式
化
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
る
）
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
言
語
と
は
人
間
の
思
考
す
る
態
度

4

4

4

4

4

4

な
の
で

あ
っ
て
、
ス
ト
ア
派
の
言
語
理
論
は
こ
の
態
度
を
そ
の
形
式

4

4

に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
こ
こ
で
再
び
（『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
一
六
頁
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
事
例
の
よ
う
に
）、
ラ
テ
ン
語
の
日
常
表
現
の

な
か
に
ス
ト
ア
派
論
理
学
の
着
想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が�argum

entum

〔
論
証
〕
で
あ
り
、
キ
ケ
ロ
は
『
ト
ピ
カ
』
の

な
か
で�argum

entum

に
基
づ
い
て
「
ト
ピ
カ
」
と
「
弁
証
論
」
を
構
築
し
た
の
だ
っ
た
。argum

entum
�

は
「
語
用
論
的
に
」
理

解
さ
れ
た
ス
ト
ア
派
の λέκτόν

〔
言
表
さ
れ
た
も
の
〕
以
上
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
ス
ト
ア
派
論
理
学
の
言
語
に
お
い
て
そ
れ
は
、

πρᾶγμα ὃ λέγοντες πείθομεν

「
私
た
ち
が
言
明
し
な
が
ら
確
信
す
る
（
こ
と
を
試
み
る
）
事
象
内
容
」
と
定
義
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
う
と
、argum

entum
�

と
い
う
論
理
的
な
着
想
は
、
今
日
で
は
言
語
の
音
声
的

4

4

4

側
面
を
扱
う
「
音
韻
論
」
と
い
う
学
問
に
お

い
て
、（
観
念
上
の
）「
音
素
」
と
そ
の
事
実
上
の
「
発
音
」
と
を
対
照
す
る
点
で
〔「
項
」
と
し
て
〕
実
用
化
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と

も
意
味
論

4

4

4

の
側
面
で
は
、
こ
う
し
た
原
理
は
試
み
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
達
成
に
は
程
遠
く
、
ま
っ
た
く
保
守
的
な
小
心
者
た
ち
の
執
拗

な
抵
抗
に
遭
っ
て
い
る
。

　

私
た
ち
の
見
解
が
正
し
け
れ
ば
、
思
考
が
ま
だ
そ
の
言
語
に
よ
る
形
式
化
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
頃
は
、「
判
断
」
と

い
う
思
考
形
式
も
ま
た
（
言
語
形
式
の
う
ち
で
遂
行
さ
れ
る
）
態
度
様
式

4

4

4

4

、つ
ま
り
語
る
者
が
存
在
す
る
も
の
に
対
し
て
取
る
態
度
だ
っ

た
に
違
い
な
い
。
形
式
的
に
見
る
と
、
こ
の
態
度
に
は
四
つ
の
可
能
性
が
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
ラ
テ
ン
語
で
以
下
の
よ
う
に

定
式
化
で
き
る
。
１
．
私
は
存
在
す
る
も
の
を
肯
定
す
る
〔affi

rm
o id quod est

〕、２
．
私
は
存
在
し
な
い
も
の
を
否
定
す
る
〔nego 
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id quod non est

〕、
３
．
私
は
存
在
し
な
い
も
の
を
肯
定
す
る
〔affi

rm
o id quod non est

〕、
４
．
私
は
存
在
す
る
も
の
を
否
定

す
る
〔nego id quod est

〕。
い
つ
も
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
手
の
区
別
は
「
事
柄
の
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
」
場
合
に
ま
ず
も
っ
て
際

立
っ
て
く
る
。
と
す
れ
ば
、「
口
実
」（praetextum

）
は
こ
の
図
式
の
３
の
事
例
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
。「
口
実
」
と
は
あ
る
態
度

の
建
前
と
な
る
動
機
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
自
体
が
「
偽
善
を
行
な
う
」
と
い
う
本
音
を
隠
す
た
め
の
態
度
様
式
に
対
応
す
る
。
ギ
リ
シ

ア
語
の
場
合
、
こ
の
「
偽
善
を
行
な
う
」
と
い
う
概
念
に
は
、【
32
】
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
以
来
こ
の
語
が
帯
び
る
「
主
観
的
」
な

調
子
や
（
心
理
学
的
な
）
色
合
い
は
さ
し
あ
た
り
含
ま
れ
て
い
な
い
（
も
ち
ろ
ん
、ὑποκρίνεσθαι

「
あ
る
役
割
を
演
じ
る
」
は
、
元
々

は
ま
っ
た
く
中
立
的
な
語
で
あ
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
テ
ン
語
の
場
合
は
逆
に
、
こ
の
概
念
が
一
組
の
動
詞
に
お
い
て
二
重
の
意
味

を
成
し
て
い
る　
　

原
理
的
に
あ
り
う
る
二
つ
の
不
一
致
に
対
し
て
、
一
つ
ず
つ
動
詞
が
当
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
上
記
の
３
と
４
の

事
例
）。
つ
ま
り
、dissim

ulo

「
私
は
（
な
に
か
在
る
も
の
を
）
隠
蔽
す
る
」
と
い
う
の
が
４
の
事
例
で
、sim

ulo

「
私
は
（
在
り
も

し
な
い
も
の
が
在
る
）
ふ
り
を
す
る
」
と
い
う
の
が
３
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
語
で
偽
る
と
い
う
態
度

4

4

が
表
現
さ
れ

る
と
き
、
私
た
ち
は
真
理
を
「
相
関
関
係
」、
つ
ま
り
私
と
事
柄
と
の
関
係

4

4

と
見
な
し
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
、
ず
っ
と
後
の
時
代
に

よ
う
や
く
哲
学
の
理
論
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
も
の
で
、
は
じ
め
か
ら
概
念
形
成
の
基
礎
を
成
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

ギ
リ
シ
ア
語
に
お
い
て
、
真
理
は
現
在
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
存
在
そ
れ
自
体
の
現
前
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ
を ἐνέργεια

〔
現

実
態
〕
と
呼
ぶ
）
の
う
ち
に
存
し
て
い
た
。
こ
の
真
理
は
、
存
在
す
る
も
の
と
の
関
係

4

4

（
こ
こ
で
は
「
判
断
」
や
「
態
度
」
と
い
う
関

係
一
般
）
と
し
て
の
真
理
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
資
格
を
有
し
て
い
る
。
存
在
そ
れ
自
体
の
現
在
は
、
絶
え
ず
二
つ
の
側
面
な
い
し
次

元
へ
と
向
か
う
「
頽
落
」
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
客
観
性
」
と
「
主
観
性
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
独
特
の
様
式
で
屈
折

さ
せ
ら
れ
て
、
こ
の
〔
ギ
リ
シ
ア
の
〕
ま
っ
た
く
異
な
る
認
識
形
式
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、「
存
在
す
る

4

4

4

4

」
も

の
は
「
生
成

4

4

」
の
不
安
定
さ
に
晒
さ
れ
て
い
る
（
生
成
と
は γίγνεσθαι

〔
生
じ
る
こ
と
〕
で
あ
り
、
そ
れ
は
純
然
た
る
「
事
実
的
な
」
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存
在
で
あ
っ
て　
　
「
存
在
す
る
」
存
在
つ
ま
り ἐγένετο

「
生
じ
た
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
）。
他
方
で
、「
存
在
す
る

4

4

4

4

」
も
の
は

ま
た
「
仮
象

4

4

」
と
い
う
錯
覚
に
晒
さ
れ
て
い
る
（
仮
象
と
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の σκοτίη γνώ

μη

〔
闇
の
認
識
〕
で
あ
り
、
パ
ル
メ
ニ
デ

ス
や
プ
ラ
ト
ン
な
ど
に
よ
れ
ば
「δόξα

〔
思
い
な
し
〕」
で
あ
る
）。
実
際
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
お
い
て
存
在
を
低
下
さ
せ
る
こ
の
二
つ

の
様
式
は
、
そ
の
よ
う
な
低
い
地
位
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、「
存
在
の
形
式
」
と
し
て
存
在
か
ら

4

4

4

4

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
が
、τυγχάνειν

「
偶
然
存
在
す
る
」
と λανθάνειν

「
人
知
れ
ず
存
在
す
る
」
と
い
う
存
在
を
表
わ
す
二
つ
の
動
詞
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
動
詞
は
長
い
説
明
を
要
す
る
ま
で
も
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
の
根
源
的
「
思
考
形
式
」
の
特
殊
な
精
神
性
を
う

ま
く
特
徴
づ
け
て
い
る
。
真
理
の
形
式
に
は
、「
仮
象
」
の
正
体
を
暴
き
「
存
在
す
る
」
も
の
を
白
日
の
下
に
も
た
ら
す ἔλεγχος

〔
反

駁
〕
が
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
ト
ア
派
の
論
理
学
と
認
識
論
に
お
い
て
は
、τυγχάνον

す
な
わ
ち
（
作
用
し
つ
つ
被
る
も
の
と
し

て
の
）「
時
間

4

4

の
な
か
に
あ
る
存
在
者
」
が
本
来
の

4

4

4

存
在
者
と
な
っ
て
い
る
が
（
ち
な
み
に τυγχάνον 

は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
で
言
う
と
こ

ろ
の Τύχη

〔
運
の
女
神
テ
ュ
ケ
ー
〕
が
果
た
し
て
い
る
役
割
に
も
現
れ
て
い
る
。『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
七
一
頁
以
下
）、
そ
の
一
方

で
プ
ラ
ト
ン
的
なὄντω

ς ὄν

〔
存
在
そ
れ
自
体
〕
は μὴ ὂν

〔
非
存
在
〕
に
な
る
（『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
一
六
頁
）。
こ
う
し
た
と
き
、

真
理
は
以
後
、
古
代
本
来
の
意
味
で
の ἔλεγχος
〔
反
駁
〕
に
は
も
は
や
ま
っ
た
く
手
の
届
か
な
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

実
際
の
と
こ
ろ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
の
哲
学
者
た
ち
は
、【
33
】
古
代
の
意
味
で
の
真
理
の
探
究
者
と
い
う
よ
り
は
、「
魂
に
配
慮

す
る
者
」
な
い
し
「
懐
疑
論
者
」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ま
た
、ἀταραξία

「
平
静
さ
」
と
い
う
「
倫
理
的
な
」
状
態
を
自
ら
の
目
標
と

し
て
高
ら
か
に
宣
言
し
た
の
だ
っ
た
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
、
ギ
リ
シ
ア
的
思
考
が
も
つ
精
神
的
な
力
は
頽
落
に
陥
っ
た
わ
け
だ
が
、
要
す
る
に
、
近
代
の
考
察
者
た
ち

に
い
つ
で
も
絶
え
ず
こ
の
よ
う
な
頽
落
と
し
て
生
じ
て
い
る
も
の
の
正
体
と
は
、
実
の
と
こ
ろ
真
理
形
式
の
変
化
か
ら
帰
結
す
る
関
心

の
逆
転
だ
っ
た
の
で
あ
る
。λόγος

〔
言
葉
〕
が
直
接
的
に
真
理
を
開
示
す
る
の
を
止
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、「
語
用
論
的
」
で
実
践
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的
な
立
場
へ
の
拘
束
が
生
じ
た
。
こ
の
立
場
に
あ
っ
て
問
わ
れ
た
の
は
、（
現
実
に
）
存
在
す
る
も
の
で
は
も
は
や
な
い
。
む
し
ろ
、

私
の
行
為
が
も
た
ら
す
「
作
用
」、
つ
ま
り
引
き
起
こ
す
も
の
と
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
の
「causa effi

ciens

〔
作
用
因
〕」
が
、
後

付
け
的
に
整
合
さ
れ
る
こ
と
で
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
い
か
に
し
て
そ
れ
は
現
実
に
在
る
（
在
っ
た
）
の
か
と
い
う
古
代

ギ
リ
シ
ア
の
問
い
は
、
い
か
に
し
て
そ
れ
が
生
じ
た
の
か
と
い
う
問
い
へ
変
化
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。（

つ
づ
く
）

原　

註

　
（
１
）�

す
で
に ἀγὼ

ν πρόφασιν οὐ δέχεται�
「
競
技
に
言
い
逃
れ
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
古
い
格
言
の
な
か
で
そ
の
用
例
が
あ
る
。

ピ
ン
ダ
ロ
ス
（『
ピ
ュ
テ
ィ
ア
第
五
歌
』
二
八
行
）
は
こ
の
格
言
に
誘
わ
れ
て
、「
気
づ
く
の
が
（
あ
ま
り
に
）
遅
い
エ
ピ
メ

テ
ウ
ス
、
そ
の
娘
プ
ロ
フ
ァ
シ
ス
（Ἐ

πιμαθέος ὀψινόου θυγατέρα Π
ρόφασιν

）」
と
い
う
巧
み
な
神
話
の
構
図
を
描
き
出

し
た
（
つ
ま
り
、
プ
ロ
…
と
エ
ピ
…
の
言
葉
遊
び
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
見
す
る
と
、
プ
ロ
フ
ァ
シ
ス
は
プ
ロ
－
メ
テ
ウ

ス
の
方
に
属
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
！
）〔
ピ
ン
ダ
ロ
ス
『
祝
勝
歌
集
／
断
片
選
』
内
田
次
信
訳
、西
洋
古
典
叢
書
、

二
〇
〇
一
年
、
一
七
三
頁
参
照
〕。

　
（
２
）� Θ
 459

を
参
照
。ὡς γὰρ ὁ μαχόμενος προίσχεται εἴτουν προβάλλεταί τι ἑαυτοῦ ὅπλον πρόβλημα, οὕτω προίσχεται λόγον 

τινὰ ὡ
ς οἷον βοηθητικὸν πρόβλημα ὁ προφασιζόμενος.

〔
し
た
が
っ
て
、
争
っ
て
い
る
人
が
な
に
か
そ
の
人
自
身
の
盾

［πρόβλημα

］
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
掲
げ
、
前
面
に
立
て
る
よ
う
に
、
そ
の
人
は
ま
た
な
ん
ら
か
の
理
屈
を
掲
げ
る
。
こ
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れ
は
ま
た
、
弁
明
し
て
い
る
人
が
［
自
ら
を
弁
護
す
る
の
に
］
役
立
つ
口
実
［πρόβλημα

］
を
掲
げ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

vgl.�E
ustathii Com

m
entarii ad H

om
eri Iliadem

,�vol.�2,�edited�by�J.G.�Stallbaum
,�Cam

bridge,�Cam
bridge�

U
niversity�Press,�2010,�S.�223.

〕

　
（
３
）�

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ヘ
ル
マ
ン
・
グ
ン
ダ
ー
ト
か
ら
示
唆
を
得
た
。
こ
の
段
落
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
彼
の
指
摘
は
意
義

深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
呈
示
さ
れ
た
見
解
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
責
任
は
彼
の
負

う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　
（
４
）�

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
表
明
に
関
わ
る
」
要
素
は
、【
24
】
頁
の
註
で
言
及
し
た
「ἀγὼ

ν πρόφασιν οὐ δέχεται

〔
競
技
に
言
い

逃
れ
は
許
さ
れ
な
い
〕」
と
い
う
古
代
の
格
言
に
対
し
て
も
意
味
の
背
景
を
付
与
し
う
る
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
ヘ
ロ
ド
ト
ス

の
引
用
箇
所
（『
歴
史
』
第
七
巻
二
二
九
章
）
で
も
、πρόφασις 

は
同
時
に
可
能
的
な� λόγος 

で
も
あ
る
の
だ
っ
た
（παρεὸν 

αὐτοῖσι κοινῷ
 λόγῳ

 χρησαμένοισι ...

〔【
24
】
頁
を
参
照
〕）。

訳　

註

　
〔
一
〕�

�K
arl�D

eichgräber,�„ Π
ΡΟ

Φ
Α

ΣΙΣ:�Eine�term
inologische�Studie

“,�In:�Q
uellen�und�Studien�zur�Geschichte�

der�N
aturw

issenschaften�und�der�M
edizin,�Bd.�3,�H

eft�4,�M
ax�W

ellm
ann�zum

�70.�Geburtstage,�15.�
M

ärz�1933,�S.�1ff.

　
〔
二
〕�

�

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
詩
人
で
あ
り
詩
論
家
ジ
ョ
ア
シ
ャ
ン
・
デ
ュ
・
ベ
レ
ー
の
論
文
『
フ
ラ
ン
ス
語
の
擁
護
と
顕
揚
』（
一
五
四
九
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年
）
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
そ
れ
で
も
翻
訳
者
と
呼
ば
れ
る
よ
り
、
裏
切
り
者
と
呼
ば
れ
る
に
ま
こ
と

に
ふ
さ
わ
し
い
連
中
に
つ
い
て
な
に
を
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
な
に
し
ろ
彼
ら
は
み
ず
か
ら
翻
訳
し
よ
う
と
企
て
た

作
家
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
ら
〔
…
…
〕
さ
ら
に
自
分
の
価
値
を
高
め
よ
う
と
し
て
、
詩
人
に
矛
先
を
向
け
る

の
で
す
。
し
か
し
詩
人
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
私
に
と
っ
て
翻
訳
が
可
能
で
あ
り
、
翻
訳
し
た
い
と
望
ん
で
も
、
彼
ら

が
他
の
人
々
よ
り
余
計
に
も
っ
て
い
る
あ
の
神
の
ご
と
き
創
見
や
、
偉
大
な
文
体
や
、
壮
麗
な
言
葉
つ
き
、
重
々
し
い
思

索
、
大
胆
で
変
化
に
と
ん
だ
表
現
形
態
、
そ
の
う
え
、
な
ん
と
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
彼
ら
の
著
作
の
な
か
に
潜
ん
で
お

り
、
あ
の
古
代
ロ
ー
マ
人
が
神
霊
と
呼
び
習
わ
し
て
い
る
要
す
る
に
霊
魂
の
よ
う
な
あ
の
力
強
さ
の
た
め
に
、
私
が
今

後
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
習
練
す
る
こ
と
が
余
り
な
さ
そ
う
な
種
類
の
作
家
た
ち
な
の
で
あ
り
ま
す
」（Joachim

�du�
Bellay,�D

éfense et illustration de la langue française,�A
vec�une�N

otice�biographique�et�un�Com
m

entaire�
historique�et�critique,�Par�LÉO

N
�SÉCH

É,�Bibliothéque�Internationale�D
'édition,�E.�Sansot�&

�Cie,�7,�Rue�
de�l'Éperon�7,�Paris,�1904,�p.�76f.

［
加
藤
美
雄
訳
「
フ
ラ
ン
ス
語
の
擁
護
と
顕
揚
」、『
世
界
の
詩
論
』
窪
田
般
彌
・
新

倉
俊
一
編
、
青
土
社
、
一
九
九
四
年
、
四
五
頁
］）。

　
〔
三
〕�

D
eichgräber,�a.�a.�O

.�S.�5f.

　
〔
四
〕�

�T
hukydides,�G

eschichte des peloponnesischen K
riegs,�Griechisch�und�deutsch�m

it�kritischen�und�
erklärenden�A

nm
erkungen,�Erstes�Buch,�V

erlag�von�W
ilhelm

�Engelm
ann,�Leipzig�1852,�S.�56-57.

（
ト
ゥ

キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
歴
史�

１
』　

藤
縄
謙
三
訳
、
西
洋
古
典
叢
書
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
四
頁
参
照
。）

　
〔
五
〕�

�

ス
パ
ル
タ
の
将
兵
エ
ウ
リ
ュ
ト
ス
と
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
の
二
人
は
、
戦
地
に
て
重
い
眼
病
を
患
っ
た
た
め
、
陣
地
か
ら
離

脱
し
病
床
に
就
い
て
い
た
。
そ
の
後
、
両
名
合
意
の
上
で
ス
パ
ル
タ
へ
帰
国
す
る
か
、
帰
国
を
望
ま
な
け
れ
ば
前
線
で
討
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189

死
す
る
か
と
い
う
選
択
を
迫
ら
れ
た
が
、
両
者
は
協
調
を
好
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
道
を
選
ん
だ
。
エ
ウ
リ
ュ
ト
ス
の
方

は
再
び
出
陣
し
、
ペ
ル
シ
ア
軍
と
の
戦
い
の
最
中
に
討
死
し
た
。
他
方
、
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
は
独
り
祖
国
へ
帰
っ
た
。
ス

パ
ル
タ
国
民
は
こ
れ
を
見
て
憤
り
、
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
が
眼
病
と
い
う
二
人
の
将
兵
に
と
っ
て
は
同
じ
事
情
を
口
実
に
し

て
死
を
免
れ
よ
う
と
し
た
と
指
弾
し
、「
腰
抜
け
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
」
と
汚
名
を
与
え
た
。

　
〔
六
〕�

�

ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
（
下
）』
松
平
千
秋
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
、
一
六
八
頁
参
照
。

　
〔
七
〕�

同
書
一
六
七
頁
参
照
。

　
〔
八
〕�

ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
（
中
）』
松
平
千
秋
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
、
一
一
一
頁
参
照
。

　
〔
九
〕�

T
hukydides,�a.�a.�O

.,�S.�56-57.

（
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
前
掲
書
三
四
頁
参
照
。）

　
〔
一
〇
〕��T

hukydides,�G
eschichte des peloponnesischen K

riegs,�Griechisch�und�deutsch�m
it�kritischen�und�

erklärenden�A
nm

erkungen,�Sechstes�Buch,�V
erlag�von�W

ilhelm
�Engelm

ann,�Leipzig�1853,�S.�20-21

（
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
歴
史��
２
』
藤
縄
謙
三
訳
、
西
洋
古
典
叢
書
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
一　

一
〇
二
頁
参
照
。）

　
〔
一
一
〕�

内
山
勝
利
編
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
哲
学
者
断
片
集
〈
第
Ⅳ
分
冊
〉』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
二
一
七
頁
参
照
。

　
〔
一
二
〕�

内
山
勝
利
編
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
哲
学
者
断
片
集
〈
第
Ⅲ
分
冊
〉』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
二
九
二
頁
参
照
。

　
〔
一
三
〕�H

ans�D
ieller,� „ὄψις ἀδήλω

ν τὰ φαινόμενα“,�H
erm

es�67,�1932,�S.�14-42.

　
〔
一
四
〕�D

eichgräber,�a.�a.�O
.�S.�10.

　
〔
一
五
〕��H

erm
ann�D

iels,�D
ie Fragm

ente der V
orsokratiker,�B

d.�1,�9.�A
ufl.�hrsg.�von�W

alther�K
ranz,�

W
eidm

annsche,�Berlin�1960.�S.�140.
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〔
一
六
〕�

ホ
メ
ロ
ス
『
イ
リ
ア
ス
（
下
）』
松
平
千
秋
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
二
三
九
頁
参
照
。

　
〔
一
七
〕�

同
書
二
四
一
頁
参
照
。

　
〔
一
八
〕�
同
書
二
三
九
頁
参
照
。

　
〔
一
九
〕�D

eichgräber,�a.�a.�O
.�S.�2,�A

nm
.�1.

　
〔
二
〇
〕�� Π

ρόφασίν 
は� Π

ρόφασις 

の
女
性
単
数
対
格
で
、 τινος 

は
疑
問
代
名
詞� τις 

の
属
格
で
あ
る
た
め
、
厳
密
に
訳
せ
ば
「
誰

の
口
実
を
」
と
な
る
。

　
〔
二
一
〕��「
内
的
目
的
語
」
と
は
、
た
と
え
ば�T

od�

と�sterben

、K
am

pf�

と�käm
pfen�

の
よ
う
に
、「
形
態
や
意
味
の
上
で
、
支
配

し
て
い
る
動
詞
と
類
縁
関
係
の
あ
る
目
的
語
の
こ
と
を
い
う
」（『
ド
イ
ツ
言
語
学
辞
典
』川
島
敦
夫
ほ
か
編
、紀
伊
国
屋
書
店
、

一
九
九
四
年
、
四
〇
三
頁
参
照
）。

　
〔
二
二
〕�

ホ
メ
ロ
ス
前
掲
書
一
一
二
頁
参
照
。

　
〔
二
三
〕�U

lrich�von�W
ilam

ow
itz,�E

uripides H
erakles,�Bd.�2,�2.�A

ufl.,�W
eidm

ann,�Berlin�1895,�S.�43.

　
〔
二
四
〕�D

eichgräber,�a.�a.�O
.�S.�2,�A

nm
.�2.

　
〔
二
五
〕��T

hukydides,�T
he H

istory of Peloponnesian W
ar,�vol.�1,�by�the�rev.�S.�T

.�Bloom
field,�London,�Longm

an,�
1842,�p.�38.

　
〔
二
六
〕��

た
と
え
ば
、デ
カ
ル
ト
『
精
神
指
導
の
規
則
』
の
次
の
箇
所
を
参
照
。「
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、自
分
は
す
べ
て
を
疑
っ
て
い
る
、

と
い
う
場
合
に
も
ま
た
、
そ
こ
か
ら
は
次
の
こ
と
が
必
然
的
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
、
ゆ
え
に
彼
は
少
な
く
と
も
自
分
が

疑
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
同
様
に
、
ゆ
え
に
彼
は
あ
る
こ
と
が
真
あ
る
い
は
偽
で
あ
り
う
る
こ
と
を
認
識
し
て

い
る
、
等
々
、
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
帰
結
は
懐
疑
の
本
性
に
必
然
的
に
結
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（『
精
神
指
導
の



西
洋
人
と
言
語
の
関
係
（
言
述
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
的
形
式
）〔
三
〕

191

規
則
』
大
出
晁
・
有
働
勤
吉
訳
、『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
４
』
白
水
社
、
一
九
七
三
年
、
七
一
頁
）。

　
〔
二
七
〕��D

iogenis�Laertii�V
itae Philosophorvm

,�vol.�1,�ed.�M
iroslav�M

arcovich,�W
alter�de�Gruyter,�Berlin�2008,�S.�

484.
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）
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渡
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京
一
郎
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た
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べ
・
き
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い
ち
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う
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東
京
大
学
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学
院
総
合
文
化
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


