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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
（
一
六　

二
二
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
、�〔　

〕
は
訳
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
主
に
原
語
の
併
記
、
ド
イ
ツ
語
以
外
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
、
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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ギ
リ
シ
ア
の
思
考
に
そ
な
わ
る
根
源
的
な
形
式
を
ご
く
単
純
化
し
て
原
理
的
に
規
定
し
、
そ
の
特
色
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
形
式
に
お
い
て
自
我
が
積
極
的
な

4

4

4

4

要
素
と
し
て
は
完
全
に
度
外
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ

の
点
で
ギ
リ
シ
ア
の
形
式
は
近
代
主
観
主
義
と
絶
対
的
な
対
極
を
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
積
極
的
な
要
素
と
し
て
の
自
我
は
、
人

間
の
行
為
を
思
想
の
図
式
に
当
て
は
め
る
の
で
、
秩
序
要
素
で
は
な
く
妨
害
要
素
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
ギ
リ
シ
ア
語
が
示
す
と
こ
ろ

で
あ
る
。（
た
と
え
ば
、
認
識
に
お
い
て
は
、� λόγος

〔
言
葉
〕
を
妨
害
す
る� δόξα

〔
思
い
込
み
〕
と
い
う
妨
害
要
素
、【
17
】
倫
理
学

で
は
、σω

φροσύνη

〔
節
制
〕
に
対
す
る� ἀκράτεια 

や� ἀκρασία

、
つ
ま
り
「
自
制
心
の
な
さ
」
と
い
う
妨
害
要
素
と
な
る
。）
以
上

か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
根
源
的
な
思
考
形
式
に
は
、（
思
考
す
る

4

4

4

4

・
認
識
す
る
と
い
う
「
主
観
的
な
」
形
式
で
あ
る
）「
判4

断4

」
形
式
も
、（
人
間
的
に
行
為
し

4

4

4

努
力
す
る
と
い
う
、
自
我
が
定
め
る
形
式
で
あ
る
）「
意
志

4

4

」
の
概
念
も
見
つ
け
よ
う
が
な
い
の
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

あ
る

4

4

！�

す
で
に
『
レ
ク
シ
ス
』
第
II
巻
二
一
四
、二
一
八
、二
二
五
、二
三
〇
頁
で
詳
述
し
た
よ
う
に
〔
一
〕、

こ
の
こ
と
が
完
全
に
一
貫

し
た
か
た
ち
で
言
え
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
根
源
的
な

4

4

4

4

言
語
形
式
と
思
考
形
式
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
形
式
は
歴
史
の
時
間
の
流

れ
の
な
か
で
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
。
そ
し
て
、
細
部
ま
で
矛
盾
な
く
つ
く
り
込
ま
れ
た
新
し
い

4

4

4

形
式
が
ラ
テ
ン
語
の
う
ち
に
見
出

さ
れ
る
。
ラ
テ
ン
語
に
抱
く
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
も
し
か
す
る
と
後
期
ギ
リ
シ
ア
語
や
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
関
す
る
私
た
ち
の
不
完

全
な
知
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
だ
け
で
、
対
象
そ
の
も
の
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
点
は
さ
し
あ

た
り
こ
こ
で
は
未
決
定
の
ま
ま
と
し
て
お
こ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
根
本
か
ら
変
化
し
た
思
考
形
式
と
い
う
も
の
を
ラ
テ
ン
語
か
ら
導

き
出
す
こ
と
は
容
易
に
し
か
も
十
分
確
実
か
つ
明
晰
な
か
た
ち
で
可
能
で
あ
る　
　

そ
の
形
式
と
い
う
の
も
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
の
根
源

的
な
形
式
と
同
じ
く
、ま
っ
た
く
明
確
で
首
尾
一
貫
し
た
諸
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ら
諸
原
理
は
ギ
リ
シ
ア
の
世
界
観
が
よ
っ
て
立
つ
諸
原
理
と
は
正
反
対
の
も
の
だ
。

　
「
判
断
」
と
い
う
思
考
原
理
は
、
ラ
テ
ン
語
の�cogitare 

つ
ま
り
「
思
考
」
と
い
う
概
念
の
う
ち
に
き
わ
め
て
明
晰
に
表
現
さ
れ
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て
い
る
。
こ
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
・
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
・
ウ
ァ
ロ
が
す
で
に
書
き
留
め
て
い
る
（cogitare a cogendo 

dictum
〔
訳
：cogitare

は�cogere 

に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
る
〕、『
ラ
テ
ン
語
論
』
第
六
巻
四
三
節
）〔
二
〕。

そ
し
て
そ
の
後
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
告
白
』
第
十
巻
（
第
十
一
章
一
八
節
）
の
記
憶
に
関
す
る
有
名
な
考
察
の
な
か
で
、
認
識
論
的
な
面
か
ら

見
事
な
解
釈
と
描
写
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。quocirca invenim
us nihil esse aliud discere ... nisi ea, quae passim

 atque 
indisposite m

em
oria continebat, cogitando quasi colligere ... quae si ... recolere desivero, ita rursus dem

erguntur 
..., ut denuo velut nova excogitanda sint ... et cogenda rursus, ut sciri possint, id est velut ex quadam

 dispersione 
colligenda, unde dictum

 est cogitare. nam
 cogo et cogito sic est, ut ago et agito, facio et factito. verum

 tam
en sibi 

anim
us hoc verbum

 proprie vindicavit, ut non quod alibi, sed quod in anim
o colligitur, id est cogitur, cogitari 

proprie iam
 dicatur.

〔
訳
：
そ
れ
ゆ
え
学
ぶ
こ
と
と
は
、［
…
…
］
記
憶
の
う
ち
に
無
秩
序
に
乱
雑
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
を
思
考

に
よ
っ
て
寄
せ
集
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。［
…
…
］
こ
れ
ら
の
も
の
は
ふ
た
た
び
埋
め
ら
れ

［
…
…
］
あ
た
か
も
新
し
い
も
の
の
よ
う
に
、
あ
ら
た
め
て
考
え
出
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。［
…
…
］
そ
し
て
知
ら
れ
る
た
め
に
は
、

ふ
た
た
び
集
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ば
散
乱
の
状
態
か
ら
寄
せ
集
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
考
え

る�cogitare

」
＝
「
思
考
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
集
め
る
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。「
集
め
る�cogo

」
と
「
考
え
る�cogito

」
と

の
関
係
は
、「
動
か
す�ago

」
と
「
騒
が
す�agito

」
と
の
、「
な
す�facio

」
と
「
営
む�factito

」
と
の
関
係
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
は
こ
の
「
考
え
る
」
と
い
う
言
葉
を
ま
っ
た
く
わ
が
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
ほ
か
の

と
こ
ろ
に
お
い
て
で
は
な
く
、
心
に
お
い
て
寄
せ
集
め
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
「
思
考
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
る
」
も
の
の
み
が
、
本
来
的

な
意
味
に
お
い
て
も
、「
考
え
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。〔
三
〕〕「

集
め
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
こ
で
は
「in anim

o 
colligere

〔
心
の
中
で
寄
せ
集
め
る
こ
と
〕」
を
意
味
し
て
い
る
の
に
対
し
、ギ
リ
シ
ア
語
の
ほ
う
で
は
言
述

4

4

と
い
う
「
発
話
〔Sagen

〕」
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を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
（λέγω

〔
発
話
す
る
〕
や� λόγος

〔
ロ
ゴ
ス
、
言
述
〕
も
元
々
「
集
め
る
」
を
意
味
す
る
）。
こ
れ

は
き
わ
め
て
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。こ
の
違
い
は
、ラ
テ
ン
語
に
お
い
て「
思
考
」が
言
述
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
か
ら
離
れ
て
、「
思

考
す
る
者
」
の
思
い
ど
お
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
外
的
な
徴
表
で
あ
る
。【
18
】
も
っ
と
も
そ
の
際
、
す
で
に
見
た
よ
う

に
、
言
語

4

4

と
の
結
び
つ
き
が
解
消
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
。　
　

こ
の
段
階
で
言
う
「
思
考
す
る
者
」
と
は
、
厳
密
に
言

え
ば
「
論
証
す
る
者
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も

4

4

4

4

「
判
断
す
る
者
」
で
す
ら
な
い
（
と
い
う
の
も
、「
思
考
す
る
者
」
が
次
第
に

「
判
断
す
る
者
」
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
は
、
中
世
の
唯
名
論

4

4

4

4

4

4

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
（【
9
】
頁
以

下
）、唯
名
論
で
は
、論
拠
の
発
見
〔inventio

〕
が
も
の
〔res

〕
の
把
捉
〔apprehensio

〕
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、

判
断
行
為
の
領
域
は
言
語
か
ら
表
象
さ
れ
た
事
物
へ
と
、
つ
ま
り
中
世
と
そ
の
後
の
デ
カ
ル
ト
で
言
う�res objectiva

〔
客
観
的
な
も

の
〕
へ
と
及
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
）。

　

そ
れ
に
対
し
て
倫
理
的
な
領
域
で
の
変
化
は
、
は
じ
め
か
ら
根
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
語
由
来
の
西
欧
語
で
言
う
意
志

〔W
ille

〕
と
い
う
概
念
を
指
す
新
語
に
表
れ
て
い
る
（『
レ
ク
シ
ス
』
第
Ⅱ
巻
二
一
二
頁
以
下
）。
こ
の
こ
と
は
、
古
典
古
代
の
「
最
善

〔O
ptim

um

〕」
と
い
う
客
観
的
な
理
想
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
な
る
と
、
完
全
な
人
〔vollkom

m
ener�M

ann

〕
と
い
う
人
格
的

な
理
想
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
最
終
的
に
結
論
づ
け
ら
れ
た
（
前
掲
書
二
一
三
頁
以
下
）。
そ
れ
に
よ
り
、
認
識
よ
り
も
意
欲
す

る
こ
と
〔W

ollen

〕（
と
り
わ
け�bona voluntas

〔
善
意
志
〕）
に
優
位
が
与
え
ら
れ
、
こ
の
優
位
が
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て

も
維
持
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
先
も
さ
ら
に
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
に
見
て
取
れ
る
。
自
我
は
い
ま
や
、
善
を
捉
え
そ
こ
な
う
と
き
で
も
、
い
や
む
し
ろ
捉
え
そ
こ
な
う
と
き
に
こ
そ
、
何
よ
り
も
ま
ず

4

4

4

4

4

4

、

意
欲
す
る

4

4

4

4

自
我
で
あ
る
。（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』
第
七
巻
三
章
五
節
：itaque cum

 aliquid vellem
 aut nollem

, non 
alium

 quam
 m

e velle ac nolle certissim
us eram

, et ibi esse causam
 peccati m

ei iam
 iam

que anim
advertebam

〔
訳
：
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そ
れ
ゆ
え
、
私
が
何
か
を
欲
し
た
り
、
欲
し
な
か
っ
た
り
す
る
と
き
、
他
人
で
は
な
く
私
自
身
が
欲
し
、
あ
る
い
は
欲
し
な
い
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
こ
の
う
え
な
く
確
実
に
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
自
分
の
罪
の
原
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
だ
ん
だ

ん
と
わ
か
っ
て
き
た
。〔
四
〕〕）

カ
ン
ト
の
言
う
「
自
由
か
ら
の
因
果
性
〔K

ausalität�aus�Freiheit

〕」
と
い
う
概
念
の
も
と
で
考
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
意
志
決
定
が
も
つ
根
源
性
と
原
理
的
な
無
条
件
性
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
意
志
に
関
係
す
る
一
群
の
ラ
テ
ン
語

動
詞
（velle

〔
欲
す
る
〕/nolle

〔
欲
し
な
い
〕/m

alle

〔
〜
よ
り
も
欲
す
る
〕）
に
、
す
で
に
実
践
的
な
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

ギ
リ
シ
ア
語
に
は
そ
も
そ
も
意
志
と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
い
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
今
ま
で
し
か
る
べ
き
か
た
ち
で
考
慮
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、「
因
果
性
〔K

ausalität

〕」
や
「
究
極
性
〔Finalität

〕」（
原
因
や
目
的
な
ど
）
の
概
念
に
つ
い

て
考
え
る
際
に
も
つ
ね
づ
ね
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
そ
れ
自
体
で
与
え
ら
れ
て
い

る
確
固
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
領
域
が
そ
の
つ
ど
支
配
的
な
思
考
形
式
に
応
じ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
概
念
で
表
現
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
前
詳
し
く
述
べ
た
通
り
（『
レ
ク
シ
ス
』
第
Ⅱ
巻
二
一
九
頁
）、
何
が
存
在
す
る
の
か
（τί τὸ 

αἴτιον�?

〔
訳
：
何
が
原
因
な
の
か
〕）　　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
原
因
を
考
え
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
次
元
で
あ
る　
　

に
対
す
る
「
応
答
」

と
し
て
の
原
因
性
〔U

rsächlichkeit

〕
と
い
う
概
念
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
で
は
「
原
因
」
と
「
結
果
」（causa 

と�effectus

）
の

連
続
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
変
わ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「causa finalis

〔
目
的
因
〕」
と
い
う
後
の
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
方
で
は
（τέλος

〔
目
的
〕
と
い
う
）
ま
っ
た
く
異
な
る
特
徴
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
も
あ

る
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
る
目
的
と
は
そ
も
そ
も
、【
19
】
あ
る
行
為
を
す
る
際
に
意
図
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る
目
的
の

こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
は
知
性
的
に
見
れ
ば
事
柄
が
行
き
着
く
先
に
あ
る
最
終
状
態
で
あ
り
、
行
為
に
関

し
て
言
え
ば
、善
い
も
の
、す
な
わ
ち� ἀγαθά 

の
客
観
的
な
序
列
に
お
け
る
最
終
地
点
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。（『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
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1094a�18

：τέλος ἐστὶ τῶ
ν πρακτῶ

ν ὃ δι’ αὑτὸ βουλόμεθα, τὰ δ’ ἄλλα διὰ τοῦτο, καὶ μὴ πάντα δι’ ἕτερον αἱρούμεθα – πρόεισι 

γὰρ οὕτω
 γ’ εἰς ἄπειρον, ὥ

στ’ εἶναι κενὴν καὶ ματαίαν τὴν ὄρεξιν

）〔
訳
：
私
た
ち
の
行
為
し
う
る
事
柄
の
う
ち
に
は
、
そ
れ
自
体

の
た
め
に
望
む
目
的
が
何
か
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
以
外
の
事
柄
を
私
た
ち
が
選
び
取
り
、
し
か
も
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
の
た

め
に
す
べ
て
の
も
の
を
選
び
取
る
わ
け
で
は
な
い　
　

な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
仕
方
で
求
め
て
ゆ
け
ば
、
そ
れ
は
果
て
し
な
く
進
ん
で
、

欲
求
は
空
し
く
甲
斐
な
き
も
の
と
な
ろ
う
か
ら
。〔
五
〕〕

こ
う
し
た
自
分
自
身
の
う
ち
で
静
止
し
て
い
る
究
極
性
と
は
違
っ
て
、
カ
ン

ト
は
対
極
の
観
点
を
定
式
化
す
る
。「
私
た
ち
は
合
目
的
性
を
、（
…
…
）
私
た
ち
が
自
然
的
諸
事
物
な
ら
び
に
総
じ
て
世
界
を
あ
る
悟

性
的
原
因
の
産
物
（
Ｂ
版
・
Ｃ
版
：
神
な
る
も
の
の
産
物
）
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
に
よ
る
以
外
に
は
、
決
し
て
考
え
た
り
把
握
し
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（『
判
断
力
批
判
』
第
七
五
節
〔
六
〕）。

　

以
上
の
よ
う
な
カ
ン
ト
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
考
様
式
の
違
い
は
、
意
志
概
念
の
有
無
に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
。
意
志
の
因
果
性

（
カ
ン
ト
の
言
う
「
自
由
か
ら
の
因
果
性
」）
は
典
型
的
に
、
あ
る
原
因
か
ら
あ
る
結
果
が
生
じ
る
の
を
見
る
と
き
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る

因
果
性
で
あ
る（
１
）。

た
だ
し
、こ
こ
で
言
う
目
的
や
意
図
と
は
具
体
的
な

4

4

4

4

意
志
の
こ
と
で
あ
っ
て
、意
志
の
概
念
を
欠
い
て
い
る
の
で
、

「
究
極
性
」
と
い
う
言
葉
も
ま
た
必
然
的
に
別
物
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
私
た
ち
は
、
自
分
が
す
で
に
知
っ
て

い
る
イ
メ
ー
ジ
に
大
体
対
応
す
る
も
の
を
見
出
す
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
だ
が
、
よ
り
正
確
に
見
て
み
る
と
、
同
じ
特
徴
を
も
っ
た
違
い

が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ア
語
の� σκοπός

〔
目
的
、
意
図
〕
は
、
一
見
す
る
と
、
概
念
上

の
根
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の
「
意
図

4

4

〔A
bsicht

〕」
と
限
り
な
く
似
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
の
一
節
を
読

ん
で
み
よ
う
（『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』507�D

）。οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ ὁ σκοπὸς εἶναι, πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ ζῆν

〔
訳
：
こ
れ
こ
そ
、
ひ
と

が
人
生
を
生
き
る
上
に
お
い
て
、
目
を
向
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
標
で
あ
る
と
、
ぼ
く
に
は
思
わ
れ
る
の
だ
。〔
七
〕〕

こ
こ
に

見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
こ
の� σκοπός 

と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
客
観
的
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
目
的
」、
行
為
者
の
外
か
ら
与
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え
ら
れ
る
「
目
的
」、
眼
の
前
に
あ
る
「
目
的
」
の
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
そ
の
「
目
的
」
に
向
か
っ
て
【
20
】
態
度
決
定
が
な
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
他
方
、
ド
イ
ツ
語
の
「
意
図
〔A

bsicht

〕」
と
い
う
語
（
グ
リ
ム
の
辞
典
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
は
「
一
八
世
紀
に
初
め

て
登
場
し
、そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
予
測
す
る

4

4

4

4

〔A
bsehen

〕と
い
う
語
の
代
わ
り
に
出
て
き
た
」〔
八
〕）に

は
、ラ
テ
ン
語
の�intentio

〔
意
図
〕

と
い
う
語
が
も
つ
完
全
な
主
観
性
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。　
　

つ
ま
り�intentio 

は
、
概
念
そ
れ
自
体
と
し

て
見
れ
ば
、
と
り
わ
け
ス
ト
ア
派
で
言
う
ギ
リ
シ
ア
語
の� τόνος

〔
調
子
〕
に
由
来
し
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
初
期
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
連

綿
と
続
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
自
我
中
心
の
思
考
の
展
開
過
程
を
取
り
込
み
、
反
映
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
概
念
は
、
そ
の
後
も
さ

ら
に
一
九
世
紀
お
よ
び
二
十
世
紀
初
め
の
反
省
哲
学
に
な
る
と
、（
中
世
な
ら
ば
こ
の�intentio 

と
い
う
概
念
は�prim

a intentio

〔
第

一
志
向
〕、secunda intentio
〔
第
二
志
向
〕
と
い
う
重
大
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
時
流
に
適
っ
た
仕
方
で
復
権
さ

れ
て
）
哲
学
的
な
思
考
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
新
し
い
領
域
を
開
拓
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（『
レ
ク
シ
ス
』
第
Ⅰ
巻
一
一
一-

一
一
五
頁
を
参
照
）。

　

行
為
や
態
度
の
主
観
的
な
目
的
で
あ
る
「
意
図
」
に
は
、
主
観
的
な
根
拠
す
な
わ
ち
「
動
機
〔M

otiv

〕」
が
関
係
し
て
く
る
。
こ
こ

で
も
ギ
リ
シ
ア
語
は
私
た
ち
の
慣
習
や
期
待
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
表
現
を
す
る
。
私
た
ち
な
ら
当
然
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
解
釈
者

た
ち
を
た
び
た
び
弄
ん
で
き
た
「
概
念
の
隠
し
絵
〔Begriffs-V

exierbild

〕」
の
挑
発
が
あ
っ
て
、
表
面
的
な
見
方
を
し
て
い
る
う
ち

は
ま
だ
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
何
か
が
あ
る
と
思
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
が
。
ラ
テ
ン
語
の�causa 

と�praetextus 

な
い
し praetextum

（
す

な
わ
ち
「
原
因
〔Grund

〕」
と
「
口
実
〔V

orw
and

〕」）
と
、
ギ
リ
シ
ア
語
の� αἰτία

〔
原
因
〕
と� πρόφασις

〔
口
実
〕
は
、
一
見
相

互
に
対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
用
法
は
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
言
え
な
い
。
と
り
わ
け
私
た
ち
を
「
困
惑
さ
せ

る
〔vexierend

〕」
の
は
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
有
名
な
箇
所
（
第
一
巻
二
三
章
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
原
因
と
口
実
と
い
う
二

つ
の
概
念
の
関
係
が
、
ち
ょ
う
ど
真
逆
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
が
起
き
た
実
際
の
一
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番
深
い
原
因
が
、
ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
本
来
「
口
実
」
を
意
味
す
る
べ
き
語
で
指
し
示
さ
れ
て
い
て
（ἡ ἀληθεστάτη πρόφασις

〔
包

み
隠
さ
ぬ
口
実
〕。
第
六
巻
六
章
に
出
て
く
る
シ
ケ
リ
ア
遠
征
の
原
因
も
同
様
の
表
現
）、
口
実
に
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
づ
け
の
方

が
、αἱ λεγόμεναι αἰτίαι

〔
体
裁
の
良
い
原
因
〕
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
に
反
し
て
、
別
の
箇
所
は
さ
し
あ
た
り
、
ラ
テ
ン
語

に
し
た
と
き
の
解
釈
者
た
ち
の
先
入
観
の
通
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
た
と
え
ば
、
第
六
巻
三
三
章
に
お
け
る
ア
テ
ナ
イ

人
の
シ
ケ
リ
ア
遠
征
で
は
次
の
通
り
。Ἀ

θηναῖοι γὰρ ἐφ᾿ὑμᾶς …
 ὥ

ρμηνται …
 πρόφασιν μὲν Ἐ

γεσταίω
ν ξυμμαχίᾳ καὶ Δεοντίνω

ν 

κατοικίσει, τὸ δὲ ἀληθὲς Σικελίας ἐπιθυμίᾳ

〔
訳
：
ア
テ
ナ
イ
人
は
諸
君
を
攻
略
す
る
た
め
に
、［
…
…
］
エ
ゲ
ス
タ
と
の
盟
約
と
レ

オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
の
再
建
を
遠
征
の
口
実
に
挙
げ
て
い
る
が
、
実
際
は
シ
ケ
リ
ア
島
、
な
か
で
も
私
た
ち
の
都
市
を
征
服
し
よ
う
と
企

ん
で
い
る
〕〔
九
〕）。

あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
先
入
観
に
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
第
三

巻
八
二
章
一
節
：
ギ
リ
シ
ア
全
土
が
紛
争
に
包
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
の
民
衆
派
が
ア
テ
ナ
イ
軍
に
、
寡

頭
派
が
ス
パ
ル
タ
軍
に
援
軍
を
求
め
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
戦
争
が
も
た
ら
し
た
ひ
と
つ
の
結
果
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、ἐν μὲν 

εἰρήνῃ οὐκ ἂν ἐχόντω
ν πρόφασιν οὐδ᾿ἑτοίμω

ν παρακαλεῖν αὐτούς …

〔
訳
：
平
和
の
時
代
に
は
両
派
と
も
外
国
勢
力
の
干
渉
を
招

く
口
実
も
用
意
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。〔
一
〇
〕〕　　

と
い
う
こ
と
で
、平
和
で
あ
れ
ば
、彼
ら
に
は
何
の
動
機
も
理
由
づ
け
も
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
）。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え
ば
【
21
】
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
プ
の
よ
う
な
明
敏
な
解
釈
者
の
場
合
、
ま
さ
に
「
さ
ま
ざ

ま
な
意
義
」
を
「
巧
み
に
操
る
」
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
（『
グ
ノ
ー
モ
ン
』
第
六
巻
、一
九
三
〇
年
、九
八
頁
〔
一
一
〕）。〔

カ
ッ
プ
は
ト
ゥ

キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
に
つ
い
て
の
論
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。〕

　
　

�

と
り
わ
け
（
先
に
引
用
し
た
）
第
六
巻
三
三
章
二
節
の
表
現
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
と
し
て
、ἀληθεστάτη πρόφασις

〔
包
み

隠
さ
ぬ
口
実
〕
と
い
う
語
結
合
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
対
照
法
の
場
合
で
は
本
来
別
の
側
に
属
す
る πρόφασις

〔
口
実
〕
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と
い
う
語
が
、（πρόφασις 

と
は
す
な
わ
ち
「
主
張
し
う
る
原
因
」
な
の
だ
と
す
る
）
も
っ
ぱ
ら
表
現
の
上
で
簡
単
に
説
明
の
つ

く
置
き
換
え
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（『
歴
史
』
第
一
巻
一
三
三
章
一
節
、
第
三
巻
九
章
二
節
、
第
三
巻
一
三
章
一
節
、

第
三
巻
四
十
章
六
節
を
参
照
。）
ま
た
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
第
一
八
弁
論
、
一
五
五
、一
五
八
節
を
参
照
せ
よ
。
当
該
箇
所
で
は
、

こ
の
〔πρόφασις 

と
い
う
〕
語
が
両
方
の
側
に
同
時
に
出
て
き
て
い
る
の
に
、
こ
の
よ
う
な
脈
絡
に
と
っ
て
元
々
の
意
味
と
な

る
「
口
実
」
と
い
う
意
味
は
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
は
い
な
い
。δὸς δή μοι τὴν ἐπιστολὴν …

 ἳν᾽ εἰδῆτε καὶ ἐκ ταύτης σαφῶ
ς 

ὅτι τὴν μὲν ἀληθῆ πρόφασιν τῶ
ν πραγμάτω

ν …
 ἀπεκρύπτετο, κοινὰ δὲ καὶ τοῖς Ἀ

μφικτυόσι δόξαντα προσεποιεῖτο . ὁ δὲ 

τὰς ἀφορμὰς ταύτας καὶ τὰς προφάσεις αὐτῷ
 παρασχὼ

ν οὗτος ἦν …
 ὁρᾶθ’ ὅτι φεύγει μὲν τὰς ἰδίας προφάσεις, εἰς δὲ τὰς 

Ἀ
μφικτυονικὰς καταφεύγει . τίς οὖν ὁ ταῦτα συμπαρασκευάσας αὐτῷ

; τίς ὁ τὰς προφάσεις ταύτας ἐνδούς;

〔
訳
：
そ
れ
を

聞
か
れ
れ
ば
一
連
の
行
動
の
真
の
理
由
［
…
…
］
を
隠
し
て
、
ア
ン
ピ
ク
テ
ュ
オ
ニ
ア
神
聖
同
盟
と
志
を
一
つ
に
し
て
行
動
す
る

か
の
よ
う
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
偽
装
し
て
い
た
こ
と
を
、
み
な
さ
ん
は
は
っ
き
り
理
解
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。［
…
…
］
し
か
し
そ
の

よ
う
な
動
機
と
口
実
を
用
意
し
て
や
っ
た
の
は
、
被
告
だ
っ
た
の
で
す
。［
…
…
］
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
い
か
に
自
分
個
人
の
弁
解
を

避
け
て
、
ア
ン
ピ
ク
テ
ュ
オ
ニ
ア
神
聖
同
盟
を
盾
に
言
い
逃
れ
を
し
て
い
る
か
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
。
で
は
こ
れ
ら
を
ピ
リ
ッ
ポ

ス
に
用
意
し
て
や
っ
た
の
は
誰
で
し
ょ
う
？�

こ
ん
な
言
い
逃
れ
を
さ
せ
た
の
は
誰
で
し
ょ
う
？
〕〔
一
二
〕）。

第
一
巻
二
三
章
六
節

も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
語
〔πρόφασις

〕
が
元
々
の
側
に
あ
る
第
一
巻
一
一
八
章
一
節
、
一
二
六
章
一
節
、
一
四
六
章
一

節
と
い
っ
た
一
連
の
箇
所
と
の
比
較
も
難
し
く
は
な
い
。（
第
一
巻
一
四
一
章
一
節
に
つ
い
て
は
ま
ず
最
初
に
医
学
用
語
を
想
起

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
第
一
巻
二
三
章
六
節
に
関
し
て
こ
う
主
張
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ト
ゥ

キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
「
本
当
の
理
由
〔U

rsache

〕
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
理
由
に
対
し
て
、
イ
オ
ニ
ア
の
物
理
学
や
医
学
が
学

問
上
の
因
果
性
概
念
を
表
現
す
る
と
き
に
用
い
る
語
を
使
っ
て
い
る
」（
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
）、
と
。〔
一
三
〕）
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同
じ
語
が
同
時
に
明
ら
か
に
反
対
の
も
の
を
指
し
て
い
る
（「
元
々
の
側
」
に
も
「
別
の
側
に
も
出
て
く
る
」）
よ
う
に
見
え
る
と
い

う
こ
う
し
た
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
現
象
は
、次
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
説
明
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
、πρόφασις

〔
口
実
〕
と
い
う
概
念
は
、

ラ
テ
ン
語
の

4

4

4

4

4�
4

praetextum

〔
口
実
〕/�causa

〔
原
因
〕
と
い
う
対
語
の
場
合
と
は
元
来
ま
っ
た
く
異
な
る
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
て
い

る
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
箇
所
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、πρόφασις 

と� αἰτία

〔
原
因
〕
と
の
あ
い
だ
に
密
接
な
関
係
が

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
第
三
巻
一
三
章
ほ
か
も
参
照
せ
よ
。
医
学
で
は
、πρόφασις

〔
口
実
〕

が
後
に� φανερὰ

（ἔξω
θεν

）αἰτία

〔
顕
在
的
な
（
外
面
的
な
）
原
因
〕
と
な
る
。
カ
ー
ル
・
ダ
イ
ヒ
グ
レ
ー
バ
ー
、前
掲
書
〔
一
四
〕）。

ト
ゥ

キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
そ
の
他
に
お
け
る� πρόφασις�

の
実
際
の
意
味
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
三
つ
の
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。�

１
．
語
源
的
に
は
こ
の
語
は
両
義
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、-φάσις

〔
外
観
、体
裁
、現
れ
〕
は
、φημὶ

〔
私
は
言
う
〕
に
も� φαίνω

〔
現

れ
る
〕
な
い
し� φαίνομαι

〔
〜
の
よ
う
に
見
え
る
〕
に
も
関
連
し
う
る
。
２
．πρόφασις�

は
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
も
す
で
に
見
ら
れ

る
。
そ
こ
で
も
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
場
合
と
同
様
、
実
際
の
原
因
と
単
に
口
実
に
さ
れ
た
理
由
と
の
あ
い
だ
で
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す

る
と
い
う
独
特
の
両
義
的
な
形
を
と
る
。
３
．πρόφασις�

は
、【
22
】
イ
オ
ニ
ア
の
医
学
に
非
常
に
よ
く
出
て
く
る
表
現
で
、
病
気
の

「Praeludium

〔
前
兆
〕」
と
し
て
生
じ
る
現
象
を
表
す
の
に
使
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
「
前
触
れ
〔V

orspiel

〕」
が
、
有
効
な
理

由
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
か
、
単
に
現
象
の
な
か
で
事
実
上
先
行
し
て
い
る
だ
け
と
理
解
さ
れ
る
の
か
は
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
も
両

義
的
で
あ
る
（
２
）。
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原　

註

　
（
１
）�
こ
れ
に
つ
い
て
は【
18
】
頁
に
挙
げ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
引
用
を
参
照
さ
れ
た
い
。「τί τὸ αἴτιον ?

〔
何
が
原
因
な
の
か
〕

と
い
う
問
い
は
、
何
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
遡
っ
て
、
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
「
責
任
」
を
何
が
「
負

う
」
の
か
と
い
う
思
考
へ
向
か
う
。
そ
の
た
め
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が� αἰτία

〔
原
因
〕
を
補
足
す
る
べ
く
折
に
触
れ
て
作
り

だ
し
た� αἰτιατόν
〔
因
果
関
係
〕
す
な
わ
ち
「causatum

」
と
い
う
概
念
は
、
後
の
時
代
に
は
お
よ
そ
理
解
不
能
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の� αἰτιατόν 

か
ら
派
生
し
た� αἰτιατικὴ πτῶ

σις

〔
影
響
さ
れ
た
格
〕
が

誤
訳
さ
れ
て
、「accusativus

〔
告
訴
の
〕」
と
表
さ
れ
た
と
い
う
有
名
な
出
来
事
か
ら
も
分
か
る
〔
訳
注
：
次
の
文
献
を
参

照
さ
れ
た
い
。M

iriam
�Butt,�T

heories of Case,�Cam
bridge�T

extbooks�in�Linguistics,�Cam
bridge�U

niversity�
Press,�2006,�p.�14

〕。
ラ
テ
ン
語
の
動
詞�causari

〔
言
い
立
て
る
、口
実
に
す
る
〕
は
、さ
し
あ
た
り
「
論
証
す
る
」
思
考
（
＝

προφασίζομαι

〔
本
当
と
思
わ
せ
る
、
口
実
に
す
る
〕、D

ositheus�59,�8�K
.

〔G
ram

m
atici Latini

、
四
三
〇
頁
〕）
を
表

す
の
だ
が
、
古
代
後
期
ひ
い
て
は
中
世
に
な
る
と
ロ
マ
ン
ス
諸
語
に
適
合
し
、causare

〔
生
じ
る
、
起
こ
る
〕
と
い
う
語
が

台
頭
し
て
き
て
、
産
出
す
る
因
果
性
と
い
う
概
念
が
徐
々
に
で
き
あ
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
語
は
ま
た
、
思
考
形
式

の
変
化
を
示
す
ひ
と
つ
の
重
要
な
徴
表
な
の
だ
が
、
こ
う
し
た
広
範
な
探
究
は
と
り
わ
け
中
世
思
想
史
の
分
野
で
要
求
さ
れ

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
今
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
た
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
２
）�

ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
場
合
で
も
、πρόφασις

〔
口
実
〕
は
医
学
的
な
文
脈
の
な
か
で
出
て
く
る
。
第
二
巻
四
九
章
で
は
、

ア
テ
ネ
で
ペ
ス
ト
が
流
行
し
た
と
き
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
が
述
べ
る
に
は
、
当
時
は
他
の
疾
病
が
み
な

こ
の
ペ
ス
ト
と
い
う
疫
病
へ
と
「
行
き
着
い
た
〔um

schlugen
〕」。
彼
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。τοὺς δὲ ἄλλους ἀπ᾽ 
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οὐδεμιᾶς προφάσεω
ς, ἀλλ᾽ ἐξαίφνης ὑγιεῖς ὄντας …

 ἐλάμβανε

「
健
康
だ
っ
た
そ
の
他
の
人
び
と
は
、何
の� πρόφασις

〔
前

触
れ
〕
も
な
く
突
如
と
し
て
襲
わ
れ
た
」　　

こ
こ
で
、
何
も
知
ら
な
い
読
者
は
き
っ
と
、「
何
の
原
因

4

4

〔G
rund

〕
も
な
く
」

と
い
う
意
味
だ
と
さ
し
あ
た
り
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
通
常
の
医
学
的
な
用
法
に
従
う
な
ら
、
こ
の
表
現
は
（
そ
も

そ
も
の
病
気
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
）
何
ら
か
の
「
病
気
の
前
兆
〔V

orkrankheit

〕」
な
し
に
」
と
い
う
意
味
以
外
に
ま
ず

理
解
で
き
な
い
。
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
態
度
に
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て
、
彼
は
ペ
ス
ト
の
「
原
因
〔U

rsache

〕」（αἰτίαι

）

に
つ
い
て
の
言
及
を
他
の
者
た
ち
に
委
ね
た
い
と
す
る
（
第
二
巻
四
八
章
三
節
）
一
方
で
、「
現
象
」
の
方
を
き
わ
め
て
精
緻

に
記
述
す
る
こ
と
に
自
ら
の
野
心
を
発
揮
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
っ
た
く
似
た
よ
う
な
か
た
ち
で
、
第
一
巻
一
四
六
章
の
政

治
の
レ
ベ
ル
の
話
に
も
、αἰτία

〔
原
因
〕
と� πρόφασις

〔
口
実
〕
が
対
に
な
っ
て
出
て
く
る
。αἰτίαι 

の
ほ
う
は
〔
二
つ
の
国
が
〕

相
互
に
苦
情
を
言
い
合
う
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
（αἰτίαι θὲ αὗται καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο ἀμφοτέροις πρὸ τοῦ 

πολέμου

〔
訳
：
開
戦
前
に
双
方
か
ら
出
さ
れ
た
苦
情
や
争
点
で
あ
っ
た
〕）。
こ
う
し
た
苦
情
は
、
た
と
え
猜
疑
心
に
満
ち
て

い
て
も
、
人
び
と
が
あ
る
程
度
ま
で
は
ま
だ
平
常
ど
お
り
に
相
互
に
往
き
来
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。「
条
約
」

が
失
効
し
形
骸
化
し
た
結
果
、
戦
争
と
平
和
の
お
か
し
な
中
間
状
態
、
す
な
わ
ち
迫
り
来
る
戦
争
の
「
前
段
階
」
や
「
病
気

の
前
兆
」
が
生
じ
た
の
で
あ
る
（σπονδῶ

ν γὰρ ξύγχυσις τὰ γιγνόμενα ἦν καὶ πρόφασις τοῦ πολεμεῖν.

〔
訳
：
諸
事
件
は

休
戦
条
約
の
違
反
で
あ
り
、
戦
争
の
口
実
と
な
り
え
た
〕）。

（
つ
づ
く
）
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訳　

註

　
〔
一
〕�

�J.�Lohm
ann,�"V

om
�ursprünglichen�Sinn�der�aristotelischen�Syllogistik�(D

er�W
esensw

andel�der�
W

ahrheit�im
�griechischen�D

enken)",�In:�Lexis : Studien zur Sprachphilosophie, Sprachgeschichte und 
Begriffsforschung,�Bd.�II-�2,�unter�M

itw
irkung�von�W

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

y,�
hrsg.�v.�Johannes�Lohm

ann,�V
erlag�von�M

oritz�Schauenburg,�Lahr�i.�B.�1949.

　
〔
二
〕�

M
arcus�T

erentius�V
arro,�D

e lingua latina�libri,�V
I,�43.

　
〔
三
〕�

�Sancti�A
ugustini�Confessionum

,�Libri�X
III,�ed.�Lucas�V

erheijen�o.s.a.�M
aître�de�recherche�au�C.N

.R.S.,�
T

urnholtu,�T
ypographi�brepols�editores�pontificii,�m

cm
lxxxi,�p.164.（

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス『
告
白
』山
田
晶
訳
、

『
世
界
の
名
著
14
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
、
三
四
四
頁
以
下
、
お
よ
び
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
（
下
）』
服
部

英
次
郎
訳
、岩
波
文
庫
、一
九
七
六
年
、二
五
－
二
六
頁
参
照
。）
山
田
訳
と
服
部
訳
を
も
と
に
原
文
に
照
ら
し
て
翻
訳
し
た
。

訳
語
や
表
記
の
統
一
や
文
脈
上
の
必
要
か
ら
、
適
宜
表
現
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
箇
所
が
あ
る
（
以
下
の
引
用
に
つ

い
て
も
同
様
）。

　
〔
四
〕�

A
ugustinus,�op. cit.,�pp.�94-95.

（
山
田
訳
、
二
二
二
頁
、
服
部
訳
、
上
巻
二
〇
六
頁
参
照
。）

　
〔
五
〕�

�A
ristotelis�E

thica N
icom

achea,�recognovit�brevique�adnotatione�critica�instruxit�I.�Byw
ater,�O

xford:�
O

xford�U
niversity�Press,�1890,�p.�2�(1094a�18).

（『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
15
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
神
崎
繁
訳
、

岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
一
九
－
二
〇
頁
参
照
。）

　
〔
六
〕�

�Im
m

anuel�K
ant,�K

ritik der U
rteilskraft,�hrsg.�v.�H

einer�F.�K
lem

m
e,�Felix�M

einer,�H
am

burg�2001,�S.�
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312f.

（『
カ
ン
ト
全
集
９�

判
断
力
批
判
（
下
）』
牧
野
英
二
訳
、
六
六
頁
参
照
。）
ロ
ー
マ
ン
が
引
用
箇
所
をA

�333

と
し

て
い
る
の
はA

�400

の
誤
り
。

　
〔
七
〕�

�P
latonis O

pera,�recognovit�brevique�adnotatione�critica�instruxit�Ioannes�B
urnet,�tom

us�III,�
T

etralogias�V
-V

II�continens,�O
xonii,�E�T

ypographeo�Clarendoniano,�507�D
.

（『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
加
来
彰
俊
訳
、

『
プ
ラ
ト
ン
全
集�

９�

ゴ
ル
ギ
ア
ス
・
メ
ノ
ン
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
一
八
八
頁
参
照
。）

　
〔
八
〕�

�Jacob�Grim
m

�und�W
ilhelm

�Grim
m

,�D
eutsches W

örterbuch,�Bd.�1,�D
eutscher�T

aschenbuch�V
erlag,�

M
ünchen�1984,�S.�118.

　
〔
九
〕�

�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.�52-53.（

ト
ゥ

キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
歴
史�

２
』
城
江
良
和
訳
、
西
洋
古
典
叢
書
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
〇
頁
参
照
。）

　
〔
一
〇
〕��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.96-97.

（
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
二
八
頁
参
照
。）

　
〔
一
一
〕���Ernst�K
app,�"D

ie�Geschichtschreibung�des�T
hukydides.�Ein�V

ersuch�by�W
olfgang�Schadew

aldt",�In:�
G

nom
on,�Bd.�6,�H

.�2,�V
erlag�C.�H

.�Beck,�1930,�S.�98.

　
〔
一
二
〕��D

em
osthenis�O

rations,�vol.�I,�O
rationes�I-X

IX
,�edition�quarta�correctior�curante�Friderico�Blass,�

A
edibus�b.�g.T

eubneri,�Lipsiae�1885,�p.�293-294�(X
V

III�156).

（
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
『
弁
論
集
２
』
木
曽
明
子
訳
、

西
洋
古
典
叢
書
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
九
七
頁
参
照
。）
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〔
一
三
〕�Eduard�Schw

artz,�D
as G

eschichtsw
erk des T

hukydides,�Friedrich�Cohen,�Bonn�1919,�S.250.
　
〔
一
四
〕��K

arl�D
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