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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
（
五-

一
六
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 Begriffsforschung,�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
並
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
、
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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仏
訳
版
の
要
旨
〔
一
〕

　

筆
者
の
目
的
は
、「
始
原
の
（originaire

）」
ギ
リ
シ
ア
時
代
と
近
代
の
あ
い
だ
で
人
間
の
意
識
に
生
じ
て
い
る
諸
変
化
を
探
り
あ

て
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
意
識
の
変
化
が
も
っ
と
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
、
人
と
言
語
と
の
関
係
に

お
い
て
で
あ
る
。「
始
原
の
」
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
は
、
思
想
と
言
語
と
存
在
が
ま
だ
統
一
さ
れ
て
い
た
が
、
―
―
ル
タ
ー
、
デ
カ
ル
ト
、

ロ
ッ
ク
の
著
作
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
―
―
近
代
に
な
る
と
こ
れ
ら
三
つ
は
互
い
に
乖
離
す
る
よ
う
に
な
る
。
乖
離
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
ラ

テ
ン
語
、
ひ
い
て
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
ギ
リ
シ
ア
語
を
お
そ
ら
く
は
前
ぶ
れ
と
し
て
起
こ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
言
語
か
ら
解
放
さ

れ
た
主
体
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
そ
れ
以
降
、操
作
可
能
な
（
ゆ
え
に
自
ら
を
固
有
の
意
味
で
の
「
言
語
」
と
す
る
）

言
語
に
お
い
て
、
人
間
が
心
の
な
か
で
作
り
だ
し
た
考
え
を
、
そ
れ
自
身
客
観
化
さ
れ
た
現
実
に
関
し
て
表
現
す
る
。
こ
う
し
た
言
語

を
め
ぐ
る
人
間
の
意
識
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
、
と
り
わ
け
歴
史
や
哲
学
の
思
想
（
ト
ゥ
キ
デ
ィ
デ
ス
、
ポ
リ
ビ
ウ
ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
、
キ
ケ
ロ
、
カ
ン
ト
…
…
）
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
言
語
学
的
資
料
に
も
と
づ
い
て
分
析
さ
れ
る
。
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わ
た
し
に
は
言
葉
を
そ
れ
ほ
ど
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

　

実
証
科
学
が
隆
盛
を
誇
る
時
期
は
一
九
一
四
年
に
終
わ
り
を
迎
え
る
の
だ
が
、
そ
の
時
期
に
は
、
実
証
科
学
が
「
了
解
心
理
学

4

4

4

4

4

〔V
erstehende�Psychologie

〕」
に
補
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
科
学
的
・
数
学
的
な
世
界
像
の
革
新
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。「
了
解
心
理
学
」
で
は
、（
実
験
の
な
か
で
証
明
さ
れ
る
）
自
然
科
学
の
問
い
、
す
な
わ
ち
「
そ
れ
は
実
際

4

4

ど
う
な
っ
て
い
る

4

4

の
か
」
と
い
う
問
い
が
、「
そ
れ
は
実
際
ど
う
だ
っ
た

4

4

4

の
か
」
と
い
う
問
い
に
代
わ
る
と
さ
れ
る
。（
そ
れ
ま
で
は
素
朴
か
つ
軽
々
に
進

め
ら
れ
た
が
、
今
こ
そ
意
識
的
に
熟
慮
の
う
え
で
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
）
こ
う
し
た
心
理
学
的
な
再
構
築
の
方
法
は
、
大
き

な
期
待
を
集
め
た
わ
り
に
は
そ
れ
に
応
え
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
純
粋
に
実
践
的
な
観
点
か
ら
み
て
も
、
今
日
と
相
変
わ
ら
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
集
団
の
あ
い
だ
で
、
け
っ
し
て
な
お
少
し
も

4

4

4

了
解
な
ど
成
り
立
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
だ
と
す
れ

ば
、
そ
の
根
拠
は
明
ら
か
に
、
そ
こ
で
い
う
熟
慮
が
、
人
間
の
本
性
に
関
わ
る
ひ
と
つ
の
根
本
的
な
誤
謬
か
ら
来
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
場
合
に
暗
黙
裡
に
支
配
す
る
幻
想
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
二
重
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
主
観
的
な
幻
想
が
あ
る
。
そ
れ
は
馴
染
み
の
な
い
体
験
を
心
理
学
的
に
再
構
築
す
る
際
に
、
観
察
と
体
験
と

が
結
び
つ
い
て
、
観
察
者
が
共
体
験
者
に
な
り
な
が
ら
も
純
粋
な
観
察
者
で
あ
り
つ
づ
け
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
私
が
何
か
を
現

実
に
追
体
験
で
き
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
何
か
が
お
の
ず
か
ら
私
に
訴
え
か
け
て
き
て
、
純
粋
な
観
察
材
料
で
あ
る
こ
と
を

や
め
た
か
ぎ
り
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
）。
次
い
で
、
客
観
的
な
錯
覚
が
あ
る
。
体
験
の
形
式
と
は
、「
体
験
者
」
が
「
自
ら
の
個
体
性

に
お
い
て
体
験
す
る
こ
と
」
な
の
だ
が
、
こ
の
形
式
に
追
体
験
者
が
第
三
の
契
機
と
し
て
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ
を
「
別
の

誰
か
の
体
験
」
に
変
え
て
し
ま
え
る
し
、
体
験
の
形
式
は
人
間
に
普
遍
的
な
、
い
つ
の
時
代
に
も
前
提
と
す
る
べ
き
形
式
に
な
っ
て
し
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ま
う
。
本
論
文
は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
次
の
テ
ー
ゼ
を
【
6
】
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
テ
ー
ゼ
は
―
―
体
験

の
問
題
と
、
事
実
と
し
て
起
こ
る
こ
と
の
問
題
と
を
混
同
し
た
り
せ
ず
に
―
―
言
語
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
個
人
的
な
「
体
験
」
の
形
式
は
、
そ
も
そ
も
西
洋
近
代
以
来
は
じ
め
て
客
観
的
に
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
英
語
の�experience 

と
は
、「
意
識
的
に

4

4

4

4

、
あ
る
状
態
な
い
し
条
件
の
主
体
で
あ
る

と
い
う
事
実
。
ま
た
は
、
あ
る
出
来
事
か
ら
意
識
的
に

4

4

4

4

影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
」）。

　
「
体
験
」の
形
式
は
、ま
っ
た
く
明
確
な
直
接
の
関
係
を
前
提
と
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、「
体
験
者
」と
自
分
自
身
と
の
関
係
、「
体
験
者
」

と
「
体
験
さ
れ
た
も
の
」
と
の
関
係
、
そ
し
て
「
体
験
者
」
と
（
体
験
す
る
こ
と
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
と
し
て
の
）
時
間
と
の
関
係

で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
の
言
う
自
律
的
な
「
主
体
」
と
し
て
の
自
我
で
あ
り
、「
内
的
感
官
」
の
自
己
触
発
で
あ
る

（
そ
れ
は
必
然
的
に
、「
客
観
的
な
」
体
験
素
材
に
属
し
て
い
る
。
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
「
カ
ン
ト
の
時
間
論
に
つ
い
て
」
を

参
照
〔
二
〕）。
―
―
言
い
換
え
れ
ば
、
言
語
か
ら
思
考
を
完
全
に
引
き
剥
が
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
前
提
の
下
で
の
み
、
原
理
的
に
可
能
と
な
る
よ

う
な
関
係
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
思
考
が
言
語
か
ら
完
全
に
剥
離
し
て
い
る
こ
と
は
、
歴
史
的
な
現
象
と
し
て
、
中
世
の
「
唯

名
論
」
に
始
ま
っ
た
が
今
日
で
は
終
わ
り
を
迎
え
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
ま
っ
た
く
特
定
の
時
代
の
し
る
し
で
あ
り
、
標
識
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

預
言
的
な
言
明
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
状
態
の
診
断
で
あ
り
、
そ
の
状
態
と
は
こ
う
し
て
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
の
ず
と

4

4

4

4

変
化
せ

ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
ら
の
精
神
状
態
の
真
の
本
性
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
状
態
の
も
っ
と

も
本
質
的
な
契
機
で
は
な
い
に
せ
よ
、
や
は
り
本
質
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
唯
名
論
以
来
、
あ
る

思
考
の
う
ち
に
い
る
。
こ
の
思
考
は
、
言
語
の
形
式
を
、
そ
れ
ゆ
え
思
考
そ
れ
自
身
の
存
在
の
も
っ
と
も
普
遍
的
で
、
も
っ
と
も
根
源

的
な
、
な
お
か
つ
「
も
っ
と
も
親
密
な
」
媒
体
を
、
根
本
的
に
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
！�

す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ア
人
がλόγος

〔
ロ

ゴ
ス
〕
と
名
づ
け
、
実
際
のαἴσθησις

〔
感
覚
〕
やνόησις

〔
思
考
〕
と
称
し
て

4

4

4

感
じ
と
っ
て
い
た
も
の
を
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
従
っ



西
洋
人
と
言
語
の
関
係
（
言
述
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
的
形
式
）〔
一
〕

55

て
哲
学
的
に
定
式
化
す
る
な
ら
、
完
全
な
自
己
意
識
へ
と
目
覚
め
た
健
全
な
人
間
悟
性
（com

m
on sense

）
と
い
う
、
言
語
を
離
れ

た
思
考
で
あ
る
。
こ
の
人
間
悟
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
伝
統
を
根
本
的
に
振
り
払
い
つ
つ
も
、
自
ら
の
も
と
に
、
つ
ま
り
自
分
自
身
の
自
我

の
「
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
」
の
も
と
に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
精
神
の
あ
り
方
が
い
か
に
近

代
全
体
を
そ
の
当
初
か
ら
貫
い
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
信
仰
」
と
い
う
言
葉
に
関
す
る
有
名
な
定
義
の
た
ど
っ

た
運
命
が
示
し
て
い
る
。「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」（
一
一
：
一
）
に
よ
れ
ば
、

　
（
原
典
）Ἔ

στιν δὲ πίστις ἐλπιζομένω
ν ὑπόστασις, πραγμάτω

ν ἔλεγχος οὐ βλεπομένω
ν.�

〔
信
仰
と
は
、
望
ん
で
い
る
事
柄
を
確

信
し
、
見
え
な
い
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
で
す
。〔
三
〕〕

　
（
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
）Est�autem

�fides�sperandarum
�substantia�rerum

,�argum
entum

�non�apparentium
.

〔
け
れ
ど
も
、

信
仰
と
は
望
ま
れ
る
事
柄
の
実
体
化
で
あ
り
、
見
え
な
い
も
の
の
論
拠
で
す
。〕

　
【
7
】（
ル
タ
ー
聖
書
）Es�ist�aber�der�Glaube�eine�gew

isse�Zuversicht�des,�das�m
an�hoffet,�und�nicht�zw

eifelt

（
新

版
で
は
た
い
て
い�nicht�zw

eifeln�

と
な
っ
て
い
る
）an�dem

,�das�m
an�nicht�siehet.

〔
け
れ
ど
も
信
仰
と
は
、
人
が
望
ん
で
い

る
こ
と
の
確
信
で
あ
り
、
見
え
な
い
も
の
を
疑
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。〕

　

こ
こ
で
は
「
信
仰
」
が
―
―
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
場
合
に
は

4

4

4

4

4

4

4

4

完
全
な
認
識
と
い
う
価
値
を
そ
な
え
た
逆
説
的
な
認
識
形
式
と
し
て
―
―
、

一
方
で
は
い
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
他
方
で
は
「
現
れ
て

4

4

4

」
い
な
い
も
の

4

4

4

4

4

と
関
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
逆
説
的
な
言
明

に
お
い
て
は
、
図
ら
ず
も
間
接
的
な
か
た
ち
で
、
あ
る
様
式
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
そ

こ
に
は
、
そ
の
つ
ど
支
配
的
な
思
考
が
あ
り
、
そ
の
意
味
の
な
か
で
、（
単
に
望
ま
れ
た
も
の
と
は
反
対
に
）
本
来
的
で
無
条
件
に
存

在
す
る
も
の
、（
単
な
る
推
量
と
は
反
対
に
）根
拠
づ
け
ら
れ
た
確
信
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
こ
で
、

（
後
期
）
古
代
の
哲
学
と
修
辞
学
の
中
心
用
語
（ὑπόστασις�/�substantia

〔
事
柄
〕
と� ἔλεγχος

〔
確
認
〕
な
い
し�argum

entum

〔
論
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拠
〕）
を
、
そ
の
後
デ
カ
ル
ト
が
近
代
的
思
考
の
基
礎
を
築
く
上
で
こ
の
思
考
形
式
と
明
確
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
る
概
念
に
置
き

換
え
て
い
る
（certitudo

〔
確
実
性
〕
と�dubitatio

〔
不
確
実
性
〕）。
こ
の
と
き
、
ル
タ
ー
は
彼
な
り
の
仕
方
で
、
か
つ
て
〔
ラ
テ

ン
語
訳
・
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
の
〕
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
が
過
去
の
翻
訳
者
た
ち
に
よ
る
数
々
の
不
首
尾
な
試
み
に
な
ら
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア

語
の� ἔλεγχος
〔
確
認
〕
を�argum

entum

〔
論
拠
〕
と
言
い
表
し
た
と
き
に
お
か
し
た
の
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
（
こ
の
こ
と
に

関
し
て
は
『
レ
ク
シ
ス
』
第
Ⅱ
巻
、
二
二
二
頁
〔
四
〕
を
参
照
）。
し
か
し
思
考
形
式
の
変
化
は
、〔
ル
タ
ー
に
よ
る
〕
こ
の
二
番
目
の

言
語
の
改
変
に
い
た
っ
て
、
は
る
か
に
根
本
的
な
も
の
と
な
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
も
は
や
単
に
、（� ἔλεγχος

〔
確

認
〕
か
ら�argum

entum
〔
論
拠
〕
へ
の
推
移
の
場
合
の
よ
う
に
）
真
理
の
発
見
方
法
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
な
い
。
そ
の

後
近
代
的
な
思
考
一
般
の
形
式
に
な
っ
て
ゆ
く
ル
タ
ー
の
形
式
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、「
論
証
す
る
者
」
が
「
疑
う
者
」
や
（「
主
体

的
な
」）「
確
実
性
」
を
探
す
者
へ
と
、言
い
換
え
れ
ば
自
ら

4

4

判
断
す
る
者
へ
と
、そ
う
し
て
は
じ
め
て
本
来
的
な
意
味
で
「
思
考
す
る
者
」

へ
と
、変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
自
身
、思
考
の
こ
う
し
た
形
式
の
基
礎
を
な
す�E

go cogito

〔
考
え
る
私
〕（「
私4

は4

考
え
る
」
―
―
こ
れ
が
デ
カ
ル
ト
の
有
名
な
決
ま
り
文
句
の
本
来
の
形
式
で
あ
る
。『
レ
ク
シ
ス
』
第
Ⅱ
巻
、
二
四
二
頁
と
注
を
参

照
〔
五
〕）
を
、
自
身
の
『
翻
訳
者
の
手
紙
』
の
な
か
で
、
か
な
り
思
い
き
っ
た
表
現
に
し
た
の
だ
っ
た
。「
あ
な
た
た
ち
教
皇
至
上
主

義
者
は
、sola

〔
た
だ
〜
の
み
〕、
つ
ま
り�allein�

と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
無
駄
に
苦
し
ん
で
、
ル
タ
ー
に
対
し
て
す
ぐ
さ
ま
次
の
よ
う

に
言
い
だ
し
ま
す（「
ロ
ー
マ
の
使
徒
へ
の
手
紙
」三
章
二
八
節
。
ル
タ
ー
は（hom

inem
 justificari

〔
人
間
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
〕）

ex fide

〔
信
仰
か
ら
〕と
い
う
語
句
を
、「
た
だ

4

4

信
仰
に
よ
っ
て
の
み

4

4

〔allein�durch�den�Glauben

〕」と
訳
し
て
い
る
）。
マ
ル
テ
ィ
ン
・

ル
タ
ー
博
士
が
そ
の
訳
を
お
望
み
な
わ
け
で
、
博
士
も
教
皇
至
上
主
義
者
と
ま
ぬ
け
は
取
る
に
足
ら
な
い
や
つ
だ
と
言
う
で
し
ょ
う
、

と
。Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas 

…
〔
私
は
か
く
望
み
、
そ
れ
ゆ
え
私
は
か
く
命
ず
る
。
理
性
の
代
わ
り
に
意

志
が
あ
る
の
だ
…
…
。〕
あ
な
た
は
博
士
で
す
か
？�

私
も
そ
う
で
す
。
あ
な
た
は
博
識
で
す
か
？�

私
も
そ
う
で
す
…
…
。
さ
ら
に
は
、
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こ
ん
な
風
に
褒
め
称
え
よ
う
と
す
る
。
私
に
は
旧
約
聖
書
の
詩
や
預
言
書
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、彼
ら
に
は
で
き
ま
せ
ん
。

私
に
は
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
彼
ら
に
は
で
き
ま
せ
ん
、
な
ど
。

　
【
8
】「
疑
い
」
は
い
ま
や
、「
判
断
」（judicium

, jugem
ent, judgem

ent

）
と
、「
言
述
」
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
た
「
理
性
」
と

一
緒
に
な
っ
て
（
理
性
は
ラ
テ
ン
語
の�ratio 

で
あ
り
、� λόγος 〔
ロ
ゴ
ス
〕
か
らoratio

〔
言
述
〕
を
差
し
引
い
た
も
の
！
）、
完
全
に

言
語
〔Sprache
〕
か
ら
剥
が
れ
落
ち
た
思
考
の
表
現
と
な
る
。
哲
学
史
上
で
は

4

4

4

4

4

4

、
伝
統
的
な
論
理
学
に
対
す
る
生
き
生
き
と
し
た
関

心
が
枯
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
こ
う
し
た
思
考
に
よ
る
支
配
が
始
ま
る
（
伝
統
的
論
理
学
の
そ
の
後
と
い
え
ば
、
硬
直
し
た
ミ
イ
ラ
の

よ
う
に
か
ろ
う
じ
て
生
き
、
前
掲
書
二
一
一
頁
で
も
引
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
で
カ
ン
ト
が
有
名
な
発
言
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
た
く
ら
い

な
も
の
で
あ
る
〔
六
〕）。
そ
し
て
論
理
学
は
「
認
識
論

4

4

4

」
に
代
わ
ら
れ
、
デ
カ
ル
ト
と
ロ
ッ
ク
以
降
、
哲
学
的
な
問
題
系
は
主
と
し
て

認
識
論
へ
と
完
全
に
変
わ
っ
た
。
さ
て
、
こ
う
し
た
出
来
事
の
奇
妙
さ
、
ま
た
こ
う
し
た
出
来
事
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
私
の
知
る
限
り

ま
だ
誰
も
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
は
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
言
語
か
ら
完
全
に
引
き
剥
が
さ
れ
た
）
近
代
の

4

4

4

思
考
が
生
ま
れ

る
さ
い
に
そ
な
え
て
い
る
ま
っ
た
き
概
念
性

4

4

4

は
、
す
で
に
ラ
テ
ン
語
の
時
点
で
存
在
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
―
―
と
こ
ろ
が

後
に
な
っ
て
か
ら
見
て
み
る
と
、
こ
の
概
念
は
さ
し
あ
た
り
、
優
に
一
五
〇
〇
年
も
の
あ
い
だ
い
わ
ば
当
分
棚
上
げ
に
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
だ
！�

キ
ケ
ロ
は
『
ト
ピ
カ
』
に
お
い
て
、
キ
ケ
ロ
自
身
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
遡
る
当
該
分
野
の
対
象
を
定
義

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
〔
七
〕、
筆
者
が
以
前
詳
し
く
述
べ
た
よ
う
に
（
前
掲
書
二
〇
六
頁
以
下
、
お
よ
び
二
二
二
頁
〔
八
〕）、
私

た
ち
は
こ
の
『
ト
ピ
カ
』
の
な
か
に
、
世
界
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
的
な
立
場
の
根
本
諸
概
念
が
、
あ
た
か
も
巣
に
住
ま
う
か
の
よ
う
に

し
て
密
ん
で
い
る
の
を
見
る
。
ま
た
そ
の
直
前
の
箇
所
に
は
、
論
理
的
理
論
と
し
て
の
「
判
断
（judicare

）」
の
形
式
が
見
い
だ
せ

る
と
い
う
こ
と
も
論
じ
て
き
た
（
さ
ら
に
プ
ラ
ン
ト
ル
『
西
洋
論
理
学
史
』
第
八
章
、
註
二
三
も
参
照
〔
九
〕。
当
書
で
は
キ
ケ
ロ
の
他

の
著
作
が
さ
ら
な
る
典
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）。こ
の
形
式
か
ら
カ
ン
ト
は
後
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
演
繹
し
た
と
さ
れ
る
。加
え
て
、
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私
た
ち
は
同
著
作
の
な
か
に
、
単
な
る
思
想
上
の
形
式
と
し
て
の
プ
ラ
ト
ン
的
なεἶδος

〔
形
相
〕、
つ
ま
り
近
代
的
な
意
味
で
の
「
理

念
〔Idee
〕」
を
見
い
だ
す
（『
ト
ピ
カ
』
第
三
一
節
、
さ
ら
に
は
『
弁
論
家
に
つ
い
て
』
第
二
章
以
下
も
参
照
〔
一
〇
〕。
そ
こ
で
は
プ

ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
〔Idee

〕」
が
単
に
思
想
の
な
か
で
表
象
さ
れ
た
「
理
想
像
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
）。
そ
し
て
最
後
に
、
因

果
性
が
原
因
（causa

）
と
結
果
（effectus

）
か
ら
な
る
外
的
時
間
の
連
続
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
す
（『
ト
ピ
カ
』

第
五
八
―
六
七
節
）。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、「
論
理
的
な
」
形
式
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は�antecedens

〔
前
件
〕
と�consequens

〔
後

件
〕
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
第
五
三
―
五
七
節
）。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
が
（「
〜
で
あ
る
な
ら
ば
〜
」
と
い
う
）
近

代
の
自
然
法
則
の
形
式
に
お
い
て
こ
の
上
な
く
重
要
な
、
理
論
的
か
つ
実
践
的
な
意
味
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

中
世
末
期
や
近
代
初
頭
に
お
け
る
古
代
の
思
考
や
概
念
の
再
興
は
、
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
は
純
粋
に
そ
の
受
容
的
な
面
か
ら
「
ル

ネ
サ
ン
ス
」と
し
て
、つ
ま
り
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
の
再
生
と
し
て
見
な
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
う
し
た
単
な
る「
ル
ネ
サ
ン
ス
」

は
、
実
際
に
未
来
を
指
し
示
す
兆
し
で
は
あ
る
の
だ
が
、
他
方
で
【
9
】
あ
る
ま
っ
た
く
別
の
も
の
を
覆
い
隠
す
外
的
な
形
式
に
す
ぎ

な
い
。
古
代
末
期
の
「
擬
古
典
主
義
的
な
」
流
れ
か
ら
し
て
、
す
で
に
あ
る
程
度
の
両
義
性
が
存
し
て
い
る
―
―
こ
の
種
の
き
わ
め
て

重
要
な
現
象
を
名
づ
け
た
結
果
が
、〔
擬
古
典
主
義
の
第
二
期
で
あ
る
〕「
ア
ッ
テ
ィ
カ
主
義
」、（
た
と
え
ば
〔
後
期
ペ
リ
パ
ト
ス
学
派

に
属
す
る
〕
ロ
ド
ス
の
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
以
来
の
）
新
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
、
そ
し
て
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う

し
た
状
況
の
な
か
で
は
、
復
活
さ
せ
ら
れ
た
内
容
が
―
―
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
―
―
、
そ
の
間
に
台
頭
し
て
き
た
思
考

の
形
式

4

4

に
た
え
ず
順
応

4

4

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
復
活
と
は
、
た
い
て
い

の
場
合
創
造
的
な
誤
解
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
内
容
に
関
し
て
も
同
様
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ま
さ
し
く
論
理
的
な
「
判
断

4

4

」
と
い
う
概
念
の
も
と
で
こ
そ
、
純
粋
に
受
容
的
な
単
な
る
伝
統
や
保
存
と
い
う
名
の
、

ほ
と
ん
ど
消
え
か
か
っ
て
燻
っ
て
い
る
炎
が
、
新
た
な
思
想
形
式
に
触
れ
る
こ
と
で
突
如
と
し
て
燃
え
さ
か
る
炎
と
な
る
光
景
を
、
と
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り
わ
け
よ
く
眼
に
焼
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
燃
え
さ
か
る
炎
は
、
元
々
の
形
で
は
け
っ
し
て
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

大
火
を
、
そ
の
後
自
ら
引
き
起
こ
す
力
を
も
っ
て
い
る
の
だ
。

　

キ
ケ
ロ
の
『
ト
ピ
カ
』（
第
六
節
）
に
お
い
て
は
、「
弁
証
術
」
の
対
象
で
あ
る
「
判
断

4

4

」
の
機
能
（ratio judicandi

〔
判
断
の
理
性
〕）

と
、「
ト
ピ
カ
」
の
対
象
で
あ
る
論
拠
を
「
発
見
す
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

」（ratio inveniendi

〔
発
見
の
理
性
〕）
と
が
対
立
関
係
に
お
か
れ
て
い

る
。
こ
の
関
係
は
、
そ
の
後
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
に
、
そ
し
て
さ
ら
に
中
世
へ
と
引
き
継
が
れ
た
（
バ
シ
レ
ン
シ
ス
編
『
ト
ピ
カ
へ
の
註
解
』

七
六
〇
頁
以
下
〔
一
一
〕。
さ
ら
に
プ
ラ
ン
ト
ル
『
西
洋
論
理
学
史
』
第
一
二
章
註
七
六
を
参
照
〔
一
二
〕）。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
一
連

の
流
れ
は
、
こ
の
数
世
紀
の
あ
い
だ
に
ペ
リ
パ
ト
ス
学
派
の
術
語
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う�propositio

（「πρότασις

〔
前
提
〕」）

や�enuntiatio

（「ἀπόφανσις
〔
命
題
〕」）、
な
い
し
は�com

plexa

（「
判
断
」）
と�incom

plexa

（「
概
念
」）
―
―
が
復
活
し
た
た
め

に
覆
い
隠
さ
れ
た
の
で
、
今
ま
で
こ
の
流
れ
に
注
意
が
払
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
合
わ
せ
て
、
プ
ラ
ン
ト
ル

の
前
掲
書
第
一
七
章
註
三
六
八
、
第
一
九
章
註
三
三
〇
、三
六
八
も
参
照
〔
一
三
〕）。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
キ
ケ
ロ
的
な
対
立
、
す
な
わ
ち
中
世
か
ら
伝
統
的
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
（「
論
拠
」
を
）「
発
見
す
る
こ

と
」
と
「
判
断
す
る
こ
と
」
と
の
対
立
は
、
そ
の
後
、
最
初
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
（
一
二
九
〇
―
一
三
五
〇
年
）
に
お
い
て
、

ま
っ
た
く
違
っ
た
か
た
ち
の
対
立
へ
と
一
変
し
た
。
こ
の
対
立
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
も
は
や
既
存
の
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
る
「
論
拠
」
や
そ
の
「
ト
ピ
カ
」
で
は
な
く
、
現
実
的
な
認
識

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
。
オ
ッ
カ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
の
認
識
は
二
つ
の
段
階

な
い
し
側
面
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
認
識
対
象
の
把
捉
（actus apprehensivus

〔
把
捉
行
為
〕）
と
、
こ
の
把
捉
に

続
い
て
起
こ
る
判
断
行
為

4

4

4

4

（actus iudicativus

）
で
あ
る
。「quo intellectus non tantum

 apprehendit obiectum
, sed etiam

 
illi assentit vel dissentit

〔
知
性
は
対
象
を
把
捉
す
る
だ
け
で
な
く
、同
意
し
た
り
反
対
し
た
り
も
す
る
〕」（『
セ
ン
テ
ン
チ
ア
註
解
』

序
文
第
一
問
題
〔
一
四
〕）。
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assensio

〔
同
意
〕
と
い
う
語
は
、
ま
ず
古
代
ス
ト
ア
派
に
お
い
て
、
判
断
行
為
の
構
成
要
素
（
つ
ま
りσυγκατάθεσις

〔
一
致
〕
と

し
て
）
登
場
す
る
。
し
か
し
こ
の
語
は
、
そ
こ
で
【
10
】「
真
理
そ
れ
自
体
」
と
関
係
し
て
い
る
。（
す
な
わ
ち
、ἀξίω

μα

〔
命
題
〕
と

し
て� λεκτόν
〔
言
表
さ
れ
た
も
の
〕
な
い
し�dicibile

〔
語
ら
れ
う
る
も
の
〕
で
あ
る� ἀληθές

〔
真
な
る
も
の
〕、
つ
ま
り� ἀσώ

ματον

〔
非
物
質
的
な
も
の
〕
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
あ
る
仕
方
で
「
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
」
も
の
。『
初
期
ス
ト
ア
派
断
片
集
』
第
二
巻

一
三
二
番
を
参
照
〔
一
五
〕。）
そ
れ
に
対
し
て
、
オ
ッ
カ
ム
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
自
律
的
な
判
断
行
為

4

4

4

4

そ
の
も
の
が
分
析
さ
れ
、
そ
の

形
態
や
可
能
性
の
点
か
ら
、
つ
ま
り
あ
る
種
の
「
認
識
論
」
と
し
て
記
述
さ
れ
た
。
こ
の
「
認
識
論
」
と
は
、assensio

〔
同
意
〕
の

ほ
か
に
、dissensio

〔
反
対
〕
や�dubitatio

〔
懐
疑
〕
を
考
慮
に
入
れ
、か
つ
判
断
を
本
質
的
に
意
欲
す
る
行
為

4

4

4

4

4

4

（actus voluntatis

〔
自

発
的
な
行
為
〕）
と
す
る
の
だ
（
加
え
て
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ホ
フ
シ
ュ
テ
ッ
タ
ー
『
オ
ッ
カ
ム
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
形
而
上
学
お
よ
び
認

識
論
に
つ
い
て
の
研
究
』
一
二
四
頁
以
下
を
参
照
〔
一
六
〕）。
こ
う
し
て
オ
ッ
カ
ム
は
自
ら
の
論
理
的
な
「
唯
名
論
」
の
認
識
論
的
な
帰

結
を
導
き
だ
す
。
彼
の
唯
名
論
に
お
い
て
、言
語
は
概
念
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
外
的
で
恣
意
的
な
名
称
体
系
を
表
現
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

概
念
は
、
外
的
世
界
の
諸
事
物
と
の
関
係
か
ら
見
れ
ば
、
純
粋
な
虚
構
で
あ
り
単
に
「
精
神
的
な
」
特
徴
を
も
つ
の
み
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
言
語
「
記
号
」
は
記
号
の
記
号
に
―
―
す
な
わ
ち
、propositio in m

ente

〔
精
神
上
の
前
提
〕
を
示
す
記
号
に
な
る
の
だ
。

こ
れ
は
、
言
語
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
つ
ま
り�sunt nullius linguae

〔
い
か
な
る
言
語
で
も
な
い
〕、
プ
ラ
ン

ト
ル
前
掲
書
第
一
九
章
註
八
〇
九
参
照
〔
一
七
〕）、
こ
の�term

ini
〔
名
称
〕
は
、「
事
柄
を
代
表
し
て
い
る
（supponunt pro re

〔
事

柄
の
代
わ
り
を
す
る
〕）。

　

西
洋
の
こ
れ
か
ら
を
決
定
的
に
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
る
精
神
は
、
い
ま
や
こ
う
し
た
「
内
的
な
判
断
、
つ
ま
り
特
殊
な
慣
用
表
現

か
ら
独
立
し
た
（
１
）
判
断
」（
プ
ラ
ン
ト
ル
前
掲
書
第
三
巻
三
五
七
頁
以
下
〔
一
八
〕）
と
い
う
形
式
の
な
か
で
思
考
し
て
い
る
。
―
―

そ
の
一
方
で
、
ス
ト
ア
派
の
論
理
学
は� λεκτόν

〔
言
表
さ
れ
た
も
の
〕（「dicibile
〔
語
ら
れ
う
る
も
の
〕」）
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
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の
を
「
客
観
性
」
の
う
ち
に
と
ど
め
、
思
考
の
「
主
観
的
な
」
出
来
事
か
ら
厳
密
に
は
っ
き
り
と
切
り
離
す
の
で
、
思
考
と
存
在
と
言

述
の
ギ
リ
シ
ア
的
な
根
源
的
統
一
が
、
も
は
や
し
っ
か
り
と
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
思
想
と
、
言
語
形
式
と
い

う
媒
体
と
の
結
び
つ
き
は
、
そ
の
後
も
存
続
し
た
の
で
あ
る
。

　
【
11
】
近
代
に
お
い
て
思
考
が
言
語
か
ら
剥
離
さ
れ
る
こ
と
は
、
単
に
哲
学
の
問
題
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
意
識
さ
れ
て
い
る
か
ぎ

り
で
の
思
考
の
問
題
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
出
来
事
や
そ
の
作
用
は
、
は
る
か
に
深
く
幅
広
い
範
囲
へ
と
及
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
言
語
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
も
は
や
近
代
「
に
お
い
て
」
思
考
さ
れ
て
は
い
な
い
（
言
語
は
む
し
ろ
思
想
に
対
す
る

4

4

4

4

単
な
る
表
現
と
な
り
、
そ
の
後
ロ
マ
ン
主
義
以
降
は
「
体
験
」
の
表
現
と
な
る
）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
ま
さ
に
そ
れ

ゆ
え
に
こ
そ
、
近
代
に
お
い
て
も
〔
思
考
と
〕
言
語
と
の
関
係
は
意
識
の
す
べ
て
を
規
定
す
る
の
だ
。
―
―
こ
の
関
係
は
、
奇
妙
に
歪

め
ら
れ
た
不
明
瞭
な
仕
方
で
は
あ
る
が
存
続
し
、
最
終
的
に
は
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
で
、
擬
似
宗
教
と

い
う
性
格
を
受
け
入
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
思
考
が
言
語
か
ら
剥
離
す
る
と
き
、
自
己
意
識
と
言
語
意
識
は
、
判
明
に
認
識

で
き
る
相
互
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
が
自
分
自
身
を
思
考
の
出
発
点
と
感
じ
る
ほ
ど
、
言
語
が
ま
す
ま
す
客
観
的
な
も
の
と

な
る
―
―
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
事
柄
の
も
と
に
別
の
事
柄
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
完
全
に
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
、
と
も
す
れ
ば
奇
異
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
発
言
を
あ
え
て
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ

ア
人
に
と
っ
て
は
、
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
意
味
で
の
「
言
語
」
な
ど
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
し
、
そ
ん
な
も
の
は
あ
り
え
な
か
っ
た

の
だ
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
言
語
概
念
は
、
ル
タ
ー
以
降
に
な
っ
て
よ
う
や
く
登
場
し
て
く
る
、

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は
っ
き
り
と
定
ま
っ
た
精
神
状
態
を

前
提
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
代
の
文
献
学
に
お
け
る
「
精
神
史
的
な
」
流
れ
は
、
そ
の
先
行
者
に
比
べ
れ

ば
さ
ら
に
ま
た
ギ
リ
シ
ア
精
神
か
ら
実
際
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
（
２
）
―
―
そ
も
そ
も
、人
々
が
ギ
リ
シ
ア
語
を
理
解
し
は
じ
め
る
の
は
、

ギ
リ
シ
ア
語
を
「
言
語
」
と
見
な
す
こ
と
を
や
め
、【
12
】
私
た
ち
の
言
語
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
で
ギ
リ
シ
ア
語
で
考
え
ら
れ
て
い
た
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も
の
が
必
然
的
に
歪
曲
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
洞
察
し
た
と
き
な
の
で
あ
る
。
―
―
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
ま
っ
た
く
現
実
的
な
意
味
で

捉
え
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
〔
ド
イ
ツ
人
〕
に
と
っ
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
や
英
語
と
同
様
に
、
母
国
語
と
は
な
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
語
は
む

し
ろ
思
考
形
式
で
あ
り
、
よ
り
適
切
な
言
い
方
を
す
れ
ば
生
活
形
式
で
あ
る
。
こ
の
形
式
と
は
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
固
有
に
も
つ
じ

つ
に
多
様
な
思
考
の
ひ
と
つ
か
ら
生
成
さ
れ
る
。
私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
形
式
に
と
っ
て
何
よ
り
も
特
徴
的
な
の
は
、
言
述
す
な

わ
ち� λόγος

〔
ロ
ゴ
ス
、
言
述
〕（
な
い
し
は� διάλογος

〔
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
＝
対
話
〕、『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
二
七
頁
を
参
照
〔
一
九
〕）

の
な
か
へ
と
向
か
う
思
考
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
状
態
で
最
内
奥
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

言
語
〔Sprache

〕
と
い
う
言
葉
が
何
よ
り
も
先
に
意
識
に
の
ぼ
っ
て
く
る
の
は
、
言
述
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
そ
れ
が
外
部
に
現

れ
る
と
き
（
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
そ
の
外
部
形
式
が
多
様
性

4

4

4

を
も
つ
と
き
）
で
あ
り
、
ま
た
言
述
の
際
に
「
舌
〔Zunge

〕」（
後
で

見
る
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
唇
」
や
「
口
」
な
ど
）
の
よ
う
な
外
的
器
官
を
用
い
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
ホ
メ
ロ
ス

は
二
つ
の
箇
所
（τ�175

とΒ�804

〔
そ
れ
ぞ
れ
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
一
九
歌
と
『
イ
リ
ア
ス
』
第
二
歌
〕）
で
述
べ
て
い
る
〔
二
〇
〕。�

ἄλλη δ’ἄλλω
ν γλῶ

σσα πολυσπερέω
ν ἀνθρώ

πω
ν

「
住
む
国
は
離
れ
離
れ
で
話
す
言
語
（Zunge

）
も
み
な
違
っ
て
い
る
」（
ク
レ
タ

の
住
人
に
つ
い
て
）。
な
い
し
は
、ἄλλη δ’ἄλλω

ν γλῶ
σσα μεμιγμένη

〔
話
す
言
語
は
さ
ま
ざ
ま
で
混
じ
り
合
う
〕（
ト
ロ
イ
ア
の
援

軍
に
つ
い
て
）。
こ
の
と
き
問
題
と
な
る
の
は
、
い
わ
ば
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
問
題
は

事
柄
そ
れ
自
体
に
由
来
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
は
ほ
か
の
多
く
の
言
語
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
で

い
え
ば
ロ
マ
ン
ス
系
諸
語
と
ス
ラ
ブ
系
諸
語
に
ま
だ
見
ら
れ
る
し
（
フ
ラ
ン
ス
語
の�langue

、
イ
タ
リ
ア
語
の�lingua

な
ど
、
ロ
シ

ア
語
の� jazỳk

、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の�język

は
「
舌
、
言
語
」
を
意
味
し
て
い
る
）、
そ
れ
以
前
に
も
す
で
に
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
言
語
、

つ
ま
り
ア
ラ
ビ
ア
語
の�lisān

、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の�lāšōn

、
ア
ッ
カ
ド
語
の�lišānu

や
シ
ュ
メ
ー
ル
語
のEM

E

も
、「
舌
、
言
語
」
を
意

味
し
て
い
る
。「
舌
」
の
ほ
か
に
も
、「
口
」
や
「
唇
」
が
「
言
語
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
エ
ジ
プ
ト
語
の�ra

は
「
口
」
を
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意
味
す
る
し
（
た
と
え
ば
、ra ėn kem

et 

は
「
エ
ジ
プ
ト
の
言
語
〔
口
〕」
を
意
味
す
る
。
エ
ル
マ
ン
＆
グ
ラ
ポ
ウ
『
エ
ジ
プ
ト
語
辞
典
』

第
二
巻
三
九
一
頁
を
参
照
〔
二
一
〕）、
ア
ッ
カ
ド
語
の�pū

も
「
口
」
を
意
味
す
る
（
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
の
序
文
の
最
後
で
も
、
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。kittam

 ū m
īšaram

 ana pī m
ātim

 aškun

「
私
は
法
と
正
義
を
、
こ
の
国
の
言
語
〔
口
〕
で
書
き
記
し

た
の
だ
」）。
一
方
で
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の�śāpā

は
「
唇
、
言
語
」
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
創
世
記
（
十
一
：
一
）�

で
は
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。w

a jəhī kol hā āreṣ śāpā aḥat ū dəbārīm
 ahādīm

〔
世
界
中
は
同
じ
言
語
［
唇
］
を
使
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
話

し
て
い
た
〔
二
二
〕〕。
七
〇
人
訳
ギ
リ
シ
ア
語
旧
約
聖
書
で
は
次
の
通
り
。καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἓν καὶ φω

νὴ μία πᾶσι

〔
全
地
は

ひ
と
つ
の
言ケ

イ
ロ
ス語

だ
っ
た
、
そ
し
て
す
べ
て
の
た
め
に
ひ
と
つ
の
言フ

ォ
ー
ネ
ー葉

だ
っ
た
〔
二
三
〕〕。
そ
し
て
ル
タ
ー
に
よ
る
訳
は
次
の
通
り
。「
全

世
界
に
は
一
種
類
の
言
語
〔Zunge
〕
が
あ
っ
て
、そ
れ
が
話
さ
れ
て
い
た
〔Sprache

〕」（
よ
り
正
確
に
は
「
言
語
（
＝
唇
）
が
あ
っ

て
、
そ
れ
と
同
じ
言
葉
が
話
さ
れ
て
い
た
」）。

　

以
上
に
見
ら
れ
る
一
般
的
な
言
語
使
用
は
、
自
然
な
直
観
か
ら
思
い
つ
く
ま
ま
に
生
じ
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
い
ま
や
二
つ
の
現

象
が
際
立
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
現
象
は
、
こ
う
し
た
万
民
の
一
致
と
は
裏
腹
に
、
次
の
よ
う
な
両
極
端
の
事
態
を
言
語
に
対

す
る
可
能
な
考
え
方
と
し
て
提
示
し
て
く
れ
そ
う
だ
。
す
な
わ
ち
、
一
方
は
思
考
と
言
語
と
の
完
全
な
一
致
で
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
れ

を
ギ
リ
シ
ア
語
の
な
か
に
見
い
だ
す
。
も
う
一
方
で
、
私
た
ち
は
思
考
と
言
語
と
の
完
全
な
分
離
を
見
い
だ
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
先
に

確
認
し
た
よ
う
に
、【
13
】
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
考
形
式
を
本
質
的
に
根
拠
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
思
考
形
式
に
特
徴
的
な

考
え
方
と
し
て
、言
語
は
あ
る
外
的
対
象
に
な
る
。
す
な
わ
ち
言
語
は
、ほ
か
の
事
柄
も
そ
う
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
存
在
す
る
」

〔es�„gibt

“〕
ひ
と
つ
の
事
柄
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、こ
の
考
え
方
か
ら
の
解
放
を
本
質
的
な
前
提
と
す
れ
ば
、「
世

界
内
存
在
」
を
別
の

4

4

仕
方
で
理
解
す
る
こ
と
や
、
私
た
ち
が
自
分
自
身

4

4

に
つ
い
て
の
明
晰
さ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の

解
放
は
、
そ
う
し
た
考
え
方
の
制
約
性
や
制
限
性
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
だ
ろ
う
。



64

　

ヘ
ロ
ド
ト
ス
が（
と
り
わ
け� γλῶ

σσαν ἱέναι

〔
言
語［
舌
］を
放
つ
こ
と
〕ま
た
は� γλῶ

σσαν νομίζειν

〔
言
語［
舌
］を
用
い
る
こ
と
〕

と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
〔
二
四
〕）
よ
く
使
う
よ
う
に
、
ア
ッ
テ
ィ
カ
語
で
は
「
言
語
」
と
い
う
言
葉
に
「
舌
」
を
意
味
す
る� γλῶ

σσα

を
あ
て
る
の
だ
が
、こ
の
使
い
方
は
後
退
し
ほ
と
ん
ど
消
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、い
ま
や� γλῶ

σσα

は「
普

通
で
は
な
い
、
な
じ
み
の
な
い
、
未
開
人
の
表
現
」
と
い
う
意
味
で
受
け
取
ら
れ
る
（
こ
の
こ
と
が
最
初
に
見
ら
れ
る
の
は
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
『
弁
論
術
』1410b�12�

お
よ
び
『
詩
学
』1457b�4

で
あ
る
〔
二
五
〕）。
こ
れ
に
対
し
て
通
常
の
ふ
る
ま
い
と
し
て
言
語
を

話
す
際
に
は
、
あ
る
動
詞
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
表
現
と
は
、「
ギ
リ
シ
ア
語
で
語
る
」
と
い
う
意
味
の� ἑλληνίζειν

や
（
プ

ラ
ト
ン
の
場
合
は
「
ギ
リ
シ
ア
語
の
教
師
」
を
意
味
す
る� διδάσκαλος τοῦ ἑλληνίζειν

と
い
う
表
現
が
よ
く
使
わ
れ
る
。『
プ
ロ
タ
ゴ

ラ
ス
』328�A

を
参
照
〔
二
六
〕）、「
ア
ッ
テ
ィ
カ
語
で
話
す
」
と
い
う
意
味
の� ἀττικίζιν

で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
い
回
し
の
な
か
に
あ
る

事
実
と
し
て
や
は
り
、
言
語
は
こ
こ
で
、
あ
る
人
間
が
お
こ
な
う
特
徴
的
な
ふ
る
ま
い
が
も
っ
と
も
本
質
的
に
現
れ
た
形
式
だ
と
理
解

さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、ἑλληνίζειν
＝
「
ギ
リ
シ
ア
人
と
し
て
ふ
る
ま
う
」
と
い
う
よ
う
に
）。
こ
の
形
式
は
そ
う
し
た
普
遍
的
な

ふ
る
ま
い
と
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
い
る
た
め
、
事
物
的
な
対
象
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
か
ら
は
免
れ
る
の
だ
。

　

他
方
で
、別
の
対
極
に
は
次
の
よ
う
な
言
語
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、ド
イ
ツ
語
や
英
語
（language

（
３
））
の
よ
う
に
―
―
【
14
】『
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
あ
る
国
民
、
人
々
、
民
族
が
用
い
る
言
葉
と
、
そ
の
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
方
法
の
体
系
」

―
―
（
例
え
ば
「
舌
」
な
ど
の
）
言
語
器
官
か
ら
も
、（λόγος
〔
ロ
ゴ
ス
、言
述
〕
や� διάλογος

〔
対
話
〕
と
し
て
の
「
言
述
」
と
い
っ

た
）
発
話
事
象
か
ら
も
引
き
剥
が
さ
れ
た
言
語
概
念
を
そ
な
え
て
い
る
言
語
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
言
語
が
「
意4

識4

」
を
ひ
と
つ
の
自
立
的
な
概
念
に
ま
で
高
め
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
事
実
か
ら
、
き
わ
め
て
明
白
な
か
た
ち
で
見
い
だ
さ
れ
る
（
ド
イ
ツ
語
の�

Bew
usstsein

〔
意
識
〕
は
、
英
語
の�consciousness

〔
意
識
〕
に
な
ら
っ
て
一
八
世
紀
に
つ
く
ら
れ
た
。
一
方
で�consciousness 

は
一
七
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
成
立
し
た
。（
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
知
性
論
』
第
二
巻
第
一
章
一
九
節
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
）「
意
識
と
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は
、
あ
る
人
間
の
自
分
自
身
の
心
の
う
ち
に
起
こ
る
こ
と
の
知
覚
で
あ
る
」〔
二
七
〕）。

　

ド
イ
ツ
語
の「
言
語〔Sprache

〕」の
場
合
は
、〔
ラ
テ
ン
語
の
〕「lingua

〔
舌
、言
語
〕」と
い
う
意
味
に
由
来
す
る
こ
と
も
重
要
だ
が
、

「
言
述
」（
英
語
のspeech

）
と
い
う
意
味
で
の
使
い
方
が
後
退
し
た
こ
と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
（lingua

の
例
と
し
て
は
、「
あ
る
言

語
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。『
ト
リ
ス
タ
ン
』（
三
六
九
一
節
）
のkanstū die sprāche�?

〔
お
前
は
こ
れ
ら
の
言
葉

を
知
っ
て
い
る
の
か
〔
二
八
〕〕�

や
、
ノ
ー
ト
カ
ー
に
お
い
て
も
す
で
に
見
ら
れ
る
。
グ
リ
ム
『
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
第
一
六
巻
二
七
三
五

頁
も
参
照
〔
二
九
〕）。
後
退
し
て
し
ま
っ
た
ド
イ
ツ
語
の「
言
述
」と
い
う
意
味
は
、ス
ピ
ー
チ

4

4

4

4

〔A
nsprache

〕や
口
利
き

4

4

4

〔Fürsprache

〕

や
話
し
合
い

4

4

4

4

〔R
ücksprache

〕
と
い
っ
た
複
合
語
や
、
ま
た
特
に
話
題
に
の
ぼ
る

4

4

4

4

4

4

〔zur Sprache kom
m

en

〕
と
い
っ
た
慣
用
句
に

わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

思
考
が
言
語
か
ら
剥
離
さ
れ
る
こ
と
で
、
言
語
は
単
な
る
「
形
式
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
対
概
念
で
あ
る
「
内4

容4

」
が
成
立
す
る
概
念
史
の
な
か
に
さ
え
も
、
思
考
の
表
現
を
見
い
だ
す
も
の
と
な
っ
た
（
グ
リ
ム
の
辞
典
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
内
容

〔Inhalt

〕」
と
い
う
語
は
中
高
ド
イ
ツ
語
で
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
語
の
存
在
は
一
五
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
確
認
で
き
る
）。

「
内
容
」
と
い
う
語
は
、
本
来
は
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ラ
テ
ン
語
だ
と�argum

entum

やtenor

〔
内
容
〕
と
再
現
で
き

る
。
そ
し
て
、
こ
の
語
は
そ
の
後
（
前
掲
書
に
引
か
れ
る
シ
ラ
ー
の
詩
句
「
三
つ
の
言
葉
を
汝
ら
に
与
え
よ
う
。
こ
の
内
容
溢
れ
る
重

厚
な
も
の
を
〔inhaltschw

er

〕」
の
よ
う
に
）、無
内
容
な

4

4

4

4

〔inhalt(s)los

〕
と
か
内
容
豊
か
な

4

4

4

4

4

〔inhaltsvoll

〕
な
ど
の
派
生
語
に
な
っ

た
（
英
語
の�contents 

と
フ
ラ
ン
ス
語
の�contenu�/�contenant 
は
、
そ
れ
に
対
し
て
よ
り
技
術
的
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
）。
こ

れ
ら
の
派
生
語
は
、「
形
式
」
と
「
内
容
」
が
分
離
し
て
い
る
こ
と
を
な
お
も
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。【
15
】
他
方
で
「
言
語
」
の
側

に
あ
る
（
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
）expression 

つ
ま
り
「
表
現

4

4

」
と
い
う
概
念
は
、
特
徴
的
な
こ
と
に
、
ド
イ
ツ
語
よ
り
も
ロ
マ
ン

ス
系
諸
語
で
早
く
か
ら
確
立
し
て
代
表
的
な
も
の
と
な
っ
た
（
グ
リ
ム
に
よ
れ
ば
「
こ
の
語
は
、
今
日
で
こ
そ
き
わ
め
て
流
布
し
て
い
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る
が
、
一
八
世
紀
に
な
っ
て
よ
う
や
く
登
場
し
た
」）。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
、
何
ら
か
の
民
族
心
理
学
的
な
論
拠
に
頼
ら
ず
と
も
、
言
語

の
概
念
と
そ
の
歴
史
か
ら
純
粋
に
見
い
だ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
思
考
が
言
語
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
ド

イ
ツ
語
と
ロ
マ
ン
ス
系
諸
語
で
は
重
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
が
力
点
を
置
い
て
い
る
の
は
内
容

4

4

面
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
ス
系
諸

語
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、古
代
修
辞
学
の
文
化
が
も
た
ら
し
た
直
接
の
遺
産
と
し
て
、façon de parler

〔
話
し
方
〕
と
い
う
形
式

4

4

が
、

そ
の
後
も
な
お
重
要
ど
こ
ろ
か
決
定
的
な
も
の
で
あ
り
続
け
て
い
る
（
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
人
々
は
、
こ
こ
で
も
何
か
ほ
か
の
仕

方
で
、根
本
的
な
決
定
の
埒
外
に
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
制
度
の
な
か
で
実
践
的
に
、修
辞
学
の
文
化〔K

ultur

〕

と
い
う
属
性
を
、
と
り
わ
け
「
古
典
に
よ
る
」
形
式
的
教
養
形
成
を
、
お
そ
ら
く
ロ
マ
ン
ス
系
の
人
び
と
よ
り
も
長
き
に
わ
た
っ
て
よ

く
保
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、そ
の
際
に
こ
の
形
式
を
本
当
の
意
味
で
「
礼
賛
〔K

ult

〕」
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
思
考
形
式
の
歴
史
に
関
わ
る
事
実
に
注
意
を
払
っ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
き
さ
え
す
れ

ば
、
そ
の
事
実
が
も
つ
意
義
や
真
の
本
性
は
お
の
ず
と
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
精
神
史
を
導
く
原
動
力
や
意
味
を
一
直
線
で

一
義
的
な
進
歩
と
考
え
る
、
一
九
世
紀
に
支
配
的
だ
っ
た
理
念
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
私
た
ち
自
身
の
思
考
形
式
と
は

違
っ
て
、
お
よ
そ
た
だ
不
明
瞭
で
無
用
と
し
か
思
わ
れ
て
い
な
い
別
の

4

4

思
考
形
式
―
―
す
な
わ
ち
、
現
代
の
思
考
の
不
完
全
な
前
段
階

が
あ
り
え
た
こ
と
に
な
る
（
４
）。【

16
】
全
面
的
な
客
観
性
を
謳
い
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
自
己
中
心
的
な
こ
う
し
た
ひ
と
つ
の
立
場
に

対
し
て
、
今
日
で
は
お
そ
ら
く
一
度
反
対
の
立
場
か
ら
出
発
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
形
式
は
、
さ
し
あ

た
り
そ
れ
に
固
有
の
諸
原
理
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
と
り
わ
け
、
諸
々
の
区
別
が
統
一
的
に
見

い
だ
さ
れ
た
発
展
路
線
へ
と
最
初
か
ら
平
均
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
れ
ら
の
区
別
が
肯

定
的
に
評
価
さ
れ
比
較
の
出
発
点
と
し
て
利
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
比
較
を
お
こ
な
え
ば
、

ど
ん
な
概
念
体
系
も
、
体
系
そ
れ
自
体
の
な
か
で
お
の
ず
と
示
さ
れ
る
諸
原
理
と
、
そ
の
構
造
的
な
諸
々
の
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
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考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
つ
づ
く
）

原　

註

　
（
１
）�

じ
つ
の
と
こ
ろ
プ
ラ
ン
ト
ル
の
解
釈
は
オ
ッ
カ
ム
の
教
説
を
弱
め
て
い
る
節
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、propositio m

entalis

〔
精

神
の
前
提
〕
は
純
粋
に
思
想
的
で
あ
り
、
つ
ま
り
虚
構
の
「
像
」（im

ago vel sim
ilitudo

〔
像
な
い
し
類
似
〕、
前
掲
書
）

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
オ
ッ
カ
ム
の
考
え
で
は
言
語
形
式
と
は
原
理
的
に
別
の
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
単
に
「
特
殊
な
慣
用

4

4

4

4

4

表
現

4

4

か
ら
独
立
し
て
い
る
」
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
オ
ッ
カ
ム
の
立
場
は
原
則
的
に
ロ
ッ
ク
と
一
致
し
て
い
る
。「
言
葉
は
、

最
初
の
直
接
的
な
意
味
表
示
に
お
い
て
は
、
言
葉
を
使
う
人
の
心
に
あ
る
観
念
を
表
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
観
念

に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
は
ず
の
事
物
か
ら
い
か
に
不
完
全
あ
る
い
は
不
用
意
な
か
た
ち
で
当
の
観
念
が
集
め
ら
れ
た
と
し
て

も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
人
は
言
葉
を
、
事
物
の
性
質
や
他
人
の
心
の
想
念
な
ど
と
い
っ
た
、
自
分
自
身
の
心
の
な

か
に
な
い
も
の
の
記
号
に
は
で
き
な
い
。（
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
『
人
間
知
性
論
』
第
三
巻
第
二
章
二
節
）。
こ
こ
に
い
た
る
と
、

言
語
が
も
つ
世
界
を
開
く
力
は
も
は
や
ご
く
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
だ
！

　
（
２
）��

こ
こ
で
具
体
例
を
挙
げ
る
と
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
を
通
り
越
し
て
（
！
）、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
「
体
験
と
し
て
の
宗
教
」
へ
の
感
覚
を
認
め
て
い
る
（A

ristoteles. G
rundlegung einer G

eschichte seiner 
E

ntw
icklung, S.�164.

）。「
叙
階
を
受
け
る
者
は
、
悟
性
に
よ
っ
て
何
か
を
把
握
し
て
い
る
（μαθεῖν

〔
理
解
す
る
〕）
わ
け
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で
は
な
く
、
内
的
に
何
か
を
体
験
し
て
い
る
（παθεῖν

〔
体
験
す
る
〕）
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
内
面
状
態
に
身
を
置
く
べ
き

で
あ
る
。（
中
略
）
こ
う
し
た
神
秘
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
洞
察
―
―
す
な
わ
ち
、こ
の
哲
学
者
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
〕
に
と
っ

て
宗
教
と
は
、
個
人
的
な
敬
虔
や
畏
怖
と
し
て
、
神
秘
を
感
じ
る
特
殊
な
性
質
を
も
つ
体
験
と
し
て
、
神
と
魂
と
の
精
神
的

な
往
来
と
し
て
の
み
可
能
な
の
だ
、
と
い
う
洞
察
―
―
こ
そ
は
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
宗
教
精
神
が
支
配
す
る
時
代
の
指
標
と

な
る
」。
こ
う
し
た
思
想
を
本
物
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
語
に
「
翻
訳
す
る
」
と
い
う
試
み
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、

そ
こ
に
深
淵
が
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
固
有
の
思
考
形
式
と
、
こ
こ
で

彼
に
つ
い
て

4

4

4

4

考
え
て
い
る
と
き
の
思
考
形
式
と
の
あ
い
だ
に
開
け
て
い
る
深
淵
な
の
で
あ
る
（「παθεῖν καὶ διατεθῆναι

〔
体

験
す
る
こ
と
と
配
置
す
る
こ
と
〕」。
イ
ェ
ー
ガ
ー
の
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、「
あ
る
状
態
へ
と
も
た
ら
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
」

は
、
主
観
的
な
体
験
と
正
反
対
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
体
験
〔experience

〕」
な
の
で
あ
る
。
本
論
文
【
6
】
頁
を
参
照
）。

―
―
本
論
文
【
28
】
頁
以
下
で
引
用
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
ト
ゥ
キ
デ
ィ
デ
ス
の
合
理
的
な
考
察
を
追
体
験
し
よ
う
と
し
て

い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
も
同
じ
こ
と
な
の
だ
！

　
（
３
）�

英
語
の「language

〔
言
語
〕」と「speak
〔
話
す
〕」の
関
係
は
、「faith

〔
確
信
〕」と「believe

〔
信
じ
る
〕」、「victory

〔
勝
利
〕」

と
「w

in

〔
勝
利
す
る
〕」、「defection

〔
離
反
〕」
と
「rebel

〔
離
反
す
る
〕」
な
ど
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
（
そ
れ
に
対
し

て
ド
イ
ツ
語
は
、Sprache / sprechen,�G

laube / glauben,�Sieg / siegen, A
bfall / abfallen 

と
い
っ
た
対
応
関
係
に

な
っ
て
い
る
）。
す
な
わ
ち
、language 

と
い
う
語
は
英
語
で
は
「
抽
象
的
な
」
概
念
群
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
抽
象
概
念

群
は
、
意
味
に
従
っ
て
そ
れ
ら
に
分
類
さ
れ
た
動
詞
概
念
か
ら
語
源
的
に
隔
絶
し
て
い
る
た
め
に
、
す
で
に
外
的
形
式
に
お

い
て
、
厳
密
な
意
味
で
の
「term

ini

〔
名
称
〕」
や
「term

s
〔
術
語
〕」
で
あ
り
、
ま
た
（
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
明
確

に
つ
く
ら
れ
た
）「
あ
る
も
の
に
対
す
る

4

4

4

4

表
現
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
今
日
で
は
、「
外
的
形
式
」
か
ら
し
て
「
抽
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象
的
な
」（
現
実
か
ら
「
抜
き
取
ら
れ
て
」、「
術
語
的
に
」
固
定
さ
れ
た
）
こ
の
表
現
形
式
は
、
ア
メ
リ
カ
以
来
、
本
誌
で

後
述
さ
れ
る
「
再
原
初
化
〔Reprim

itivierungs

〕」
と
い
う
傾
向
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
も
い
る
の
だ
が
〔vgl.�Gustav�

K
irchner,�K

ontinuität�im
�Sprachleben�(m

it�besonderer�Berücksichtigung�des�Englischen),�in:�Lexis,�Bd.�
III,�1,�hrsg.�v.�Johannes�Lohm

ann,�V
erlag�von�M

oritz�Schauenburg,�Lahr�i.�B.,�1952,�S.�86-92.

〕。
こ
の
傾
向

に
よ
っ
て
、
中
世
以
降
は
学
術
的
す
な
わ
ち
ラ
テ
ン
語
的
な
要
素
の
氾
濫
に
の
ま
れ
て
い
た
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
言
語
の

「
再
ゲ
ル
マ
ン
化
〔Regerm

anisierung

〕」
が
も
た
ら
さ
れ
る
。〔�language 

に
起
き
た
出
来
事
の
背
景
に
は
〕
そ
も
そ
も

イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
お
よ
そ
海
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
用
い
ら
れ
る
書
き
言
葉
と
し
て
の
英

語
（
す
な
わ
ち
、現
代
の
「
世
界
言
語
」
と
し
て
の
英
語
）
が
、形
式
上
も
っ
と
も
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、い
わ
ば
型
に
は
ま
っ

た
考
え
方
（「speech-patterns
〔
言
葉
遣
い
〕」）
で
き
わ
め
て
強
固
に
機
能
し
て
い
る
、と
い
う
事
実
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

こ
う
し
た
言
語
は
そ
の
つ
ど
存
在
し
て
き
た
は
ず
だ
。
と
は
い
え
、〔
書
き
言
葉
と
し
て
の
英
語
が
「
世
界
言
語
」
に
な
り
、

型
に
は
ま
っ
て
形
式
化
し
た
と
い
う
〕
こ
の
こ
と
は
現
代
文
明
に
の
み
見
ら
れ
る
現
象
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
特
徴

は
、
英
語
が
中
世
以
降
の
「
唯
名
論
者
」
や
「
経
験
論
者
」
の
母
語
で
あ
る
こ
と
に
深
く
根
差
し
て
い
る
（
ロ
マ
ン
ス
系
諸

語
の
場
合
、「
修
辞
学
的
な
」
決
ま
り
文
句
や
「
作
法
」
と
し
て
の
決
ま
り
文
句
は
、〔
英
語
の
場
合
と
〕
一
見
似
て
は
い
る
が
、

根
本
的
な
傾
向
と
し
て
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
役
割
を
も
つ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
レ
ク
シ
ス
』
第
Ⅰ
巻
三
二
頁
以
下
を
参

照
さ
れ
た
い
。
―
―
こ
の
決
ま
り
文
句
は
も
ち
ろ
ん
英
語
に
も
存
在
す
る
！
）。
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

、（
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
っ
て
考

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

え
出
さ
れ
た

4

4

4

4

4

！
）
現
代
の

4

4

4

「
言
語

4

4

〔Sprache

〕」
と
い
う
概
念
で
さ
え

4

4

4

4

4

4

4

4

、
こ
う
し
た
英
語
の

4

4

4

4

4

4

4

「
決
ま
り
文
句

4

4

4

4

4

」（「
パ
タ
ー
ン

4

4

4

4

〔patterns

〕」）
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
の
概
念
が

4

4

4

4

4

、「
言
語
学
者

4

4

4

4

〔Sprachw
issenschaftler

〕」
の
思
考

4

4

4

だ
け
で
な
く

4

4

4

4

4

、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
思
考
を
も
支
配
し
て
い
る
た
め

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
こ
れ
ま
で
誰
も
こ
の
概
念
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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特
殊
な
本
性
を
意
識
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

　
（
４
）��
こ
の
よ
う
な
先
入
観
が
あ
る
と
、
最
大
限
に
博
識
で
明
晰
か
つ
精
緻
な
論
証
を
お
こ
な
っ
た
と
し
て
も
（
と
も
す
れ
ば
よ
り

本
質
的
に
は
、
ル
ー
テ
ィ
ン
化
し
た
方
法
に
よ
っ
て
判
断
が
自
信
過
剰
と
な
る
た
め
に
）、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ

る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
の
概
念
性
に
関
す
る
研
究
は
歪
め
ら
れ
て
し
ま
う
（A

bhandlungen der Preussischen 
A

kadem
ie der W

issenschaften,�Philosophisch-historische�K
lasse,�1939,�N

r.�5:�A
ristoteles�und�das�Problem

�
des�Begriffs,�1941,�N

r.�8:�Zur�Lehre�vom
�Eidos�bei�Plato�und�A

ristoteles,�1944,�N
r.�5:�D

ie�W
ertdim

ensionen�
der�N

ikom
achischen�Ethik

）。
ハ
ル
ト
マ
ン
が
正
当
に
も
見
て
取
っ
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る

γένος

〔
類
〕
やεἶδος
〔
種
〕
は
、
ラ
テ
ン
語
の
論
理
学
に
お
け
る�genus

〔
類
〕
と�species

〔
種
〕
と
は
違
っ
て
、「
も
っ

ぱ
ら
思
考
の
王
国
に
お
い
て
戯
れ
て
い
る
」（A

ristoteles�und�das�Problem
�des�Begriffs,�S.�7/8

）
わ
け
で
は
な
い

4

4

4

4

。

け
れ
ど
も
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
「
概
念
」
と
は
、
そ
れ
自
体
で

4

4

4

4

4

確
立
し
て
い
る
大
き
さ
〔Größe

〕
で
あ
っ
て
、
あ
ら

ゆ
る
特
殊
な
思
考
形
式
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
。
彼
の
考
え
に
よ
る
と
、
こ
の
〔
両
者
の
〕
違
い
は
、
完
全
性
と
不
完
全
性

の
度
合
い
に
の
み
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
を
す
れ
ば
、「
そ
れ
自
体
で
」
存
在
し
て
い
る
も
の
〔das�V

orhandene

〕
が

見
分
け
ら
れ
る
の
だ
。「
概
念
を
め
ぐ
る
知
識
が
こ
の
よ
う
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
、（
…
…
）い
ま
や
、い
っ

た
い
そ
も
そ
も
古
代
人
た
ち
自
身
は
ど
れ
ほ
ど
概
念
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、と
い
う
問
い
が
生
じ
て
く
る
」（
前

掲
書
一
六
頁
）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

4

4

4

4

4

4

4

は
思
考
過
程
に
関
す
る
自
ら
の
図
式
の
な
か
で
思
考
の
諸
要
素
を
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

と
同
じ
や
り
方
で
ハ
ル
ト
マ
ン
が
見
て
取
っ
た
の
は
―
―
「
概
念
」、「
判
断
」、「
推
論
」
と
い
う
順
序
を
と
る
―
―
思
考
に
と
っ

て
自
明
な
、
概
念-

判
断
の
主
観
的
論
理
と
い
う
、
い
ま
だ
不
完
全
な
前
段
階
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
存
在
す
る

べ
き
も
の
に
「
い
ま
だ
」
到
達
し
て
い
「
な
い
」〔noch�nicht

〕
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
。「
思
想
の
形
式
を
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反
省
す
る
思
考
が
ま
ず
成
立
し
て
い
る
。
思
考
は
ま
さ
に
最
初
に
、
言
明
と
論
理
的
帰
結
の
秘
密
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

概
念
に
関
す
る
同
じ
く
そ
れ
自
体
で
明
白
な
思
考
も
、ま
だ
反
省
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
…
…
論
理
学
は
概
念
、判
断
、

推
論
を
考
案
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
れ
ら
を
最
初
に
導
入
す
る
必
要
も
な
い
。
論
理
学
は
む
し
ろ
、
生
き
た
思
考
の
な

か
に
そ
れ
ら
を
見
い
だ
す
の
だ
。
…
…
も
っ
と
も
、
な
ぜ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
の
道
を
と
っ
た
の
か
、
な
ぜ
論
理
学
が
概

念
の
分
析
で
は
な
く
判
断
と
推
論
の
分
析
で
開
始
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
…
…
」（
前
掲
書
五

-

六
頁
）。
事
実
と
し
て
あ
る
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
に
、ハ
ル
ト
マ
ン
が
求
め
る
よ
う
な
か
た
ち
で
の
「
概
念
」
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
、
思
考
の
構
造
全
体
に
従
っ
て
生
じ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い

4

4

4

4

4

―
―
こ
の
構
造
は
も
っ
と

前
の
先
駆
者
た
ち
や
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
与
え
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
第
二
に
、「
判
断
」
と

「
推
論
」
も
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
実
際
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
た
だ
真
の
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
用
語
を
知
ら
ず
知
ら
ず
に
〔unw

illkürlich

〕
解
釈
し
な
お
し
た
こ
と
で
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
ら
れ
た
も
の
に
す

ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、彼
の
解
釈
の
な
か
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
先
駆
者
た
ち
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

古
代
末
期
に
ま
で
遡
っ
て
み
て
わ
か
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
こ
の
先
駆
者
た
ち
に
は
区
別
が
全
然
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い

う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
先
駆
者
た
ち
の
ま
な
ざ
し
は
自
ら
に

4

4

4

現
れ
る
が
ま
ま
の
事
柄

4

4

に
す
っ
か
り

釘
付
け
だ
っ
た
の
だ
が
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
お
そ
ら
く
こ
の
違
い
に
気
づ
い
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
評
価
す
る
際
に
や
は
り
自

分
自
身
の
立
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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〔
一
〕�

�
仏
訳
版
に
付
さ
れ
た
概
要
か
ら
訳
出
し
た
。
以
下
の
デ
ジ
タ
ル
版
か
ら
参
照
可
能
。（U

RL:��https://w
w

w
.persee.fr/

doc/phlou_0035-3841_1974_num
_72_16_5816

）

　
〔
二
〕��

�Gerhard�K
rüger,�Ü

ber K
ants Lehre von der Zeit, in „A

nteile”,�M
.�H

eidegger�zum
�60.�Geburtstage,�

Frankfurt�1950.

　
〔
三
〕�

�

新
共
同
訳
『
聖
書
』
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
七
年
、
四
一
四
頁
。

　
〔
四
〕��

�L
exis : Studien zur Sprachphilosophie, Sprachgeschichte und B

egriffsforschung,�B
d.�II,�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.�1949,�S.�222.

　
〔
五
〕�

�Lexis,�Bd.�II,�S.�242.

　
〔
六
〕�

�Lexis,�Bd.�II,�S.�211.�

カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
序
文
を
参
照
。「
論
理
学
が
す
で
に
古
代
か
ら
こ
の
よ
う
な

確
実
な
道
を
歩
ん
で
き
た
こ
と
は
、
論
理
学
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
一
歩
も
後
退
す
る
余
地
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

か
ら
見
て
と
れ
る
」（Im

m
anuel�K

ant,�K
ritik der reinen V

ernunft�(1787),�In:�K
ant's gesam

m
elte Schriften,�

Bd.�III,�H
rsg.�v.�K

öniglich�Preußischen�A
kadem

ie�der�W
issenschaften�(und�N

achfolgern),�Berlin�1904,�
B�V

III

）。

　
〔
七
〕�

�Cicero,�O
n Invention. T

he Best K
ind of O

rator. T
opics,�translated�by�H

.�M
.�H

ubbell,�Cam
bridge,�

M
assachusetts/London:�H

arvard�U
niv.�Press,�1993.�

（
キ
ケ
ロ
『
ト
ピ
カ
』
吉
原
達
也
訳
、『
広
島
法
学
』
三
四
巻
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二
号
、
二
〇
一
〇
年
、
六
六‒

九
二
頁
）

　
〔
八
〕�

Lexis,�Bd.�ll,�S.�206f.,�222.

　
〔
九
〕�

Carl�Prantl,�G
eschichte der Logik im

 A
bendlande,�Bd.�I,�V

erlag�von�S.�H
irzel,�Leipzig�1855,�S.513.

　
〔
一
〇
〕��C

icero,�O
n the O

rator: B
ooks 1-2,�translated�by�E

.�W
.�Sutton�&

�H
.�R

ackham
,�C

am
bridge,�

M
assachusetts/London:�H

arvard�U
niv.�Press,�1949.

（
キ
ケ
ロ
―
『
弁
論
家
に
つ
い
て
（
上
）（
下
）』
大
西
英
文
訳
、

岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）

　
〔
一
一
〕��Boethius,�Boethius's "In Ciceronis T

opica",�edited�and�translated�by�Eleonore�Stum
p,�Ithaca,�London:�

Cornell�U
niv.�Press�1988.

　
〔
一
二
〕�Carl�Prantl,�a.a.O

.,�Bd.�I,�V
erlag�von�S.�H

irzel,�Leipzig�1855,�S.�681.

　
〔
一
三
〕�Carl�Prantl,�a.a.O

.,�Bd.�3,�1867,�S.�92,�254,�259.

　
〔
一
四
〕��V

enerabilis�inceptoris�Guillelm
i�de�O

ckham
�Scriptum

�in�librum
�prim

um
�Sententiarum

.�O
rdinatio,�

Prologus�et�D
istinctio�prim

a,�Edidit�Gedeon�Gál�O
.F.M

.�adlaborante�Stephano�Brow
n�O

.F.M
.,�

(Guillelm
i�de�O

ckham
�O

pera�philosophica�et�theologica�/�cura�Instituti�Franciscani,�U
niversitatis�S.�

Bonaventurae,�O
pera�theologica),�vol.�I,�St.�Bonaventure�U

niversity,�1967,�S.�16.�

　
〔
一
五
〕��Stoicorum

 V
eterum

 Fragm
enta,�collegit�Johannes�ab�A

rnim
,�vol.�II,�Chrysippi�Fragm

enta;�Logica�et�
Physica,�Stutgardiae�in�A

edibus�B.�G.�T
eubneri�M

cm
l�X

IV
,�1964,�n.�132.

（
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
『
初
期
ス
ト
ア

派
断
片
集
２
』
水
落
健
治
・
山
口
義
久
訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）

　
〔
一
六
〕��Erich�H

ochstetter,�Studien zur M
etphysik und E

rkenntnislehre W
ilhelm

s von O
ckham

,��D
e�Gruyter,�
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Berlin�1927,�insbes.�S.�124ff.
　
〔
一
七
〕�Carl�Prantl,�a.a.O

.,�Bd.�3,�1867,�S.358.

　
〔
一
八
〕�Carl�Prantl,�a.a.O

.,�Bd.�3,�1867,�S.357f.

　
〔
一
九
〕�Lexis,�Bd.�II,�S.�227.

　
〔
二
〇
〕��

ロ
ー
マ
ン
は
論
文
末
尾
で
次
の
よ
う
に
断
っ
て
い
る
。「
補
足

4

4

。【
12
】
頁
に
お
け
る
二
つ
の
ホ
メ
ロ
ス
の
引
用
文
は
、誤
っ

て
取
り
違
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」。

　
〔
二
一
〕��W

örterbuch der Ä
gyptischen Sprache,�im

�A
uftrage�der�deutschen�A

kadem
ien�hrsg.�von�A

dolf�Erm
an�

und�H
erm

ann�Grapow
.�Bd.�I-V

,�U
nveränderter�N

achdruck.�Berlin,�1971.

　
〔
二
二
〕�

新
共
同
訳
『
聖
書
』
日
本
聖
書
協
会
、一
九
八
七
年
、一
三
頁
。
訳
語
の
統
一
を
図
る
た
め
、邦
訳
の
「
言
葉
」
を
「
言
語
」

と
訳
し
変
え
た
。

　
〔
二
三
〕�『
七
十
人
訳
ギ
リ
シ
ア
語
聖
書�
Ⅰ�
創
世
記
』
秦
剛
平
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
二
年
、
六
〇
頁
。

　
〔
二
四
〕
本
論
文�【
29
】
頁
参
照
。

　
〔
二
五
〕�

該
当
箇
所
周
辺
は
次
の
と
お
り
。「
そ
も
そ
も
、
た
や
す
く
気
づ
き
う
る
も
の
は
本
来
的
に
誰
に
と
っ
て
も
心
地
よ
い
も
の

で
あ
り
、
他
方
、
言
葉
は
何
ら
か
の
意
味
を
表
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
葉
の
う
ち
で
も
わ
れ
わ
れ
に
何
か
を
気
づ
か

せ
て
く
れ
る
も
の
こ
そ
が
、い
ち
ば
ん
心
地
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
、稀
語
は
解
し
づ
ら
く
、そ
の
一
方
で
、

常
用
語
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
す
で
に
分
か
り
切
っ
て
い
る
」（『
弁
論
術
』
堀
尾
耕
一
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集�

一
八
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
二
七
五
頁
）。「
こ
こ
で
私
が
（
一
）「
標
準
語
」
と
言
う
の
は
、
各
人
が
一
般
に
使
っ
て
い
る

語
の
こ
と
で
あ
り
、（
二
）「
外
来
語
」
と
は
、
よ
そ
の
人
た
ち
が
使
っ
て
い
る
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
ら
か
に
、
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同
じ
語
が
外
来
語
で
も
、
標
準
語
で
も
あ
り
う
る
が
、
同
じ
人
々
に
と
っ
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」（『
詩
学
』
朴
一
功
、

『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集�

一
八
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
五
四
八
頁
）。

　
〔
二
六
〕��
該
当
箇
所
周
辺
は
次
の
と
お
り
。「
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
い
ま
の
き
み
は
、
わ
が
ま
ま
な
子
ど
も
の
よ
う
だ
。
だ
っ
て
、
す
べ

て
の
人
々
が
各
自
の
力
の
及
ぶ
範
囲
で
徳
の
先
生
で
あ
る
と
い
う
の
に
、
自
分
に
は
誰
も
そ
ん
な
ふ
う
に
は
み
え
な
い
と

言
い
張
る
の
だ
か
ら
ね
。
し
か
し
そ
れ
は
、［
わ
れ
わ
れ
の
母
語
で
あ
る
］
ギ
リ
シ
ャ
語
の
先
生
は
誰
な
の
か
と
探
し
て

も
、ひ
と
り
も
見
つ
か
ら
な
い
の
と
同
じ
こ
と
な
の
だ
」（
プ
ラ
ト
ン
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
―
―
あ
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
の
対
話
』

中
澤
務
訳
、
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
、
八
〇
頁
）。

　
〔
二
七
〕��John�Locke,�A

n E
ssay Concerning H

um
an U

nderstanding,�edited�w
ith�an�introduction�by�John�W

.�
Y

olton,�2�vols.,�Everym
an
’s�Library,�1961,�revised�edition,�1965.

（
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
『
人
間
知
性
論
（
一
）』

大
槻
春
彦
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
二
年
、
一
五
一
頁
）

　
〔
二
八
〕�『
新
訂
・
中
高
ド
イ
ツ
語
小
辞
典
』
伊
藤
泰
治
ほ
か
編
、
同
学
社
、
二
〇
〇
一
年
を
参
照
し
た
。

　
〔
二
九
〕��Jacob�Grim

m
�und�W

ilhelm
�Grim

m
,�D

eutsches W
örterbuch,�Bd.�16,�V

erlag�von�S.�H
irzel,�Leipzig�1905.
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訳
者
解
題

　

本
稿
は
、
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
の
言
語
哲
学
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ロ
ー
マ
ン
に
よ
る
論
文
「
西
洋
人
と
言
語
の
関
係
（
言
述
に
お
け
る
意
識

と
無
意
識
的
形
式
）」（
一
九
五
二
年
）
の
う
ち
、
冒
頭
か
ら
途
中
部
分
ま
で
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
文
は
全
部
で
四
五
頁
ほ
ど

の
分
量
に
な
る
。
残
り
の
訳
稿
は
本
誌
次
号
以
降
に
継
続
し
て
掲
載
し
、
全
訳
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

解
題
を
付
す
に
あ
た
っ
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
論
文
の
内
容
に
ま
で
詳
し
く
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
す
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
翻
訳
が
い

ま
だ
継
続
中
で
あ
る
た
め
、
包
括
的
な
解
題
は
訳
の
完
結
後
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
今
回
は
、
著
者
ロ
ー
マ
ン
の
簡
単
な
紹
介
と
、

本
論
文
を
訳
す
に
い
た
っ
た
経
緯
や
動
機
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

　

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ロ
ー
マ
ン
は
、
一
九
四
九
年
か
ら
六
三
年
ま
で
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
の
一
般
言
語
学
・
比
較
言
語
学
の
正
教
授
を
務

め
た
人
物
で
あ
る
。
一
時
期
ロ
ー
マ
ン
が
員
外
教
授
を
し
て
い
た
ロ
ス
ト
ッ
ク
大
学
の
研
究
者
総
覧
に
略
歴
・
業
績
等
が
記
録
さ
れ

て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
れ
を
も
と
に
基
本
的
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
ま
と
め
て
お
く
（Eintrag�von�"Johannes�Lohm

ann"�im
�Catalogus�

Professorum
�Rostochiensium

,�U
RL:�http://purl.uni-rostock.de/cpr/00002296�

）。

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ロ
ー
マ
ン
（
一
八
九
五
―
一
九
八
三
年
）

　

略
歴

　
　

一
九
一
四
年　
　
　
　
　
　
　

フ
ェ
ア
デ
ン
（
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
）
に
て
高
校
卒
業
資
格
取
得

　
　

一
九
一
四
―
一
九
一
八
年　
　

第
一
次
世
界
大
戦
参
加

　
　

一
九
一
八
―
一
九
二
一
年　
　

ベ
ル
リ
ン
大
学
に
て
ス
ラ
ヴ
語
学
の
研
究
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一
九
二
一
―
一
九
二
三
年　
　

同
大
学
に
て
古
典
文
献
学
の
研
究

　
　

一
九
二
四
―
一
九
二
五
年　
　

高
等
学
校
見
習
教
員

　
　

一
九
二
四
年　
　
　
　
　
　
　

教
諭
資
格
取
得
（
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ロ
シ
ア
語
）

　
　

一
九
二
五
―
一
九
二
九
年　
　

�

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
の
在
外
研
究
と
並
行
し
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に

て
教
授
資
格
取
得
準
備
、
比
較
言
語
学
お
よ
び
フ
ィ
ン
＝
ウ
ゴ
ル
語
学
の
研
究

　
　

一
九
三
〇
―
一
九
三
三
年　
　

ベ
ル
リ
ン
大
学
私
講
師
（
比
較
言
語
学
）

　
　

一
九
三
八
―
一
九
四
〇
年　
　

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
員
外
教
授
（
比
較
言
語
学
）

　
　

一
九
四
〇
―
一
九
四
三
年　
　

ロ
ス
ト
ッ
ク
大
学
員
外
教
授

　
　

一
九
四
九
―
一
九
六
三
年　
　

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
正
教
授
（
一
般
言
語
学
・
比
較
言
語
学
）

　
　

一
九
六
三
年　
　
　
　
　
　
　

退
官
・
名
誉
教
授

主
な
業
績

　

・「
ス
ラ
ヴ
語
に
お
け
る
集
合
名
詞
〔D

as�substantivum
�collectivum

�im
�Slavischen

〕」（
博
士
論
文
、
一
九
二
一
年
）

　

・�「
文
法
的
性
と
自
然
的
性
―
―
イ
ン
ド
＝
ゲ
ル
マ
ン
語
に
お
け
る
名
詞
の
文
法
的
性
の
区
別
の
起
源
に
関
す
る
形
態
論
的
研
究

〔Genus�und�Sexus.�Eine�m
orphologische�Studie�zum

�U
rsprung�der�indogerm

anischen�nom
inalen�Genus-

U
nterscheidung

〕」（
教
授
資
格
取
得
論
文
、
一
九
三
〇
年
）

　

・�「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
差
異
と
言
語
〔M

.�H
eideggers�"O

ntologische�D
ifferenz"�und�die�Sprache

〕」（
一
九
四
八
年
）

　

・�「
西
洋
人
と
言
語
の
関
係
（
言
述
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
的
形
式
）〔D

as�V
erhältnis�des�A

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

usste�Form
�der�Rede)

〕」（
一
九
五
二
年
）

　

・『
哲
学
と
言
語
学
〔Philosophie�und�Sprachw

issenschaft

〕』（
一
九
六
五
年
）

　

・『
音
楽
と
ロ
ゴ
ス
〔M

usiké�und�Logos

〕』（
一
九
七
〇
年
）

　

言
語
学
、
古
典
文
献
学
、
哲
学
と
い
う
三
つ
の
分
野
を
横
断
し
、
各
分
野
に
関
す
る
該
博
な
知
識
と
広
範
な
歴
史
的
視
野
を
駆
使
し

な
が
ら
、
言
語
と
思
考
の
根
源
的
な
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
ロ
ー
マ
ン
の
研
究
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
（
一
九
〇
二

―
一
九
七
六
年
）
や
ロ
マ
ー
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
（
一
八
九
六
―
一
九
八
二
年
）
の
そ
れ
に
近
い
。
し
か
し
ロ
ー
マ
ン
自
身
は
、
プ
ラ
ハ

学
派
な
ど
構
造
主
義
言
語
学
の
表
舞
台
へ
積
極
的
に
参
入
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
、
独
自
の
言
語
哲
学
の
位
置
を
保
っ
て
い
る
印
象
が

あ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
、
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
、
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
な
ど
近
い
時
代
の
言
語
学
者
た
ち
へ
の
論
及
も
著
作
に
お
い
て
な
く
は
な

い
が
、
ロ
ー
マ
ン
の
主
な
関
心
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
近
現
代
に
い
た
る
哲
学
的
諸
概
念
へ
の
言
語
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
な
か
で
も
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
同
僚
だ
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
へ
の
意
識
は
大
き
く
、
存
在
史
を
言
語
史
か
ら
た
ど

り
、
存
在
論
的
差
異
の
根
拠
を
言
語
学
の
形
態
論
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
た
。

　

他
方
で
、訳
者
が
ロ
ー
マ
ン
の
存
在
を
知
っ
た
き
っ
か
け
は
、フ
ラ
ン
ス
の
精
神
科
医
ジ
ャ
ン
・
ウ
リ
の
『
コ
レ
ク
テ
ィ
フ
―
―
サ
ン
・

タ
ン
ヌ
病
院
に
お
け
る
セ
ミ
ネ
ー
ル
』（
二
〇
〇
五
年
）
と
い
う
、
別
の
文
脈
か
ら
で
あ
る
。
訳
者
は
、
対
話
的
思
考
と
し
て
の
哲
学

の
可
能
性
を
探
る
な
か
で
、
個
々
人
が
自
ら
固
有
の
経
験
と
知
識
と
身
体
に
よ
り
何
か
を
問
い
、
考
え
、
語
り
、
聴
き
、
そ
れ
を
互
い

に
共
有
す
る
と
い
う
共
同
行
為
が
も
つ
意
味
を
目
下
問
題
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
概
念
お
よ
び
実
践
が
「
コ
レ
ク
テ
ィ
フ
」

で
あ
る
。
ウ
リ
は
一
九
五
三
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
、
ラ
・
ボ
ル
ド
病
院
で
「
制
度
を
使
う
精
神
療
法
」
を
研
究
・
実
践
し
て
い
た
。

そ
の
核
心
を
な
す
の
が
「
コ
レ
ク
テ
ィ
フ
」
と
い
う
概
念
で
あ
り
、
個
々
人
が
も
つ
無
限
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
尊
ぶ
こ
と
と
、
集
団
と
い
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う
全
体
を
形
づ
く
る
こ
と
を
有
機
的
に
接
続
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
（
と
は
い
え
ウ
リ
自
身
は
コ
レ
ク
テ
ィ
フ
に
つ
い
て

明
確
な
定
義
を
避
け
て
い
る
た
め
、
端
的
な
説
明
に
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
）。
講
義
録
で
あ
る
『
コ
レ
ク
テ
ィ
フ
』
に
付
さ

れ
た
「
前
置
き
」
で
ミ
シ
ェ
ル
・
バ
ラ
は
、
コ
レ
ク
テ
ィ
フ
概
念
の
説
明
か
ら
ロ
ー
マ
ン
論
文
を
参
照
指
示
し
て
い
る
。

　
　

�「
第
一
の
分
節
で
あ
る
施
設
と
そ
の
施
設
の
中
に
あ
る
様
々
な
制
度
と
の
分
節
、
そ
し
て
第
二
の
分
節
で
あ
る
そ
れ
ら
の
制
度
と

個
々
の
人
（
ト
ス
ケ
イ
ェ
ス
の
言
う
よ
う
に
）
と
の
間
の
分
節
。
そ
の
両
者
を
捉
え
、
両
者
が
二
重
分
節
と
し
て
働
く
こ
と
を
可

能
に
し
て
い
る
も
の
こ
そ
コ
レ
ク
テ
ィ
フ
と
い
う
操オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

作
子
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
真
の
三
項
的
関
係
、
概
念
の
帯
域
に
あ
る
関

係
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
で
ジ
ャ
ン
・
ウ
リ
は
、
ラ
カ
ン
や
パ
ー
ス
に
な
ら
っ
て
、
言
語
に
お
け
る
二
重
分
節
が
可
能
に
し

て
い
る
も
の
と
こ
の
コ
レ
ク
テ
ィ
フ
と
い
う
操
作
子
は
同
一
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
同
一
だ
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
重
要

な
こ
と
か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ぜ
ひ
、
ウ
リ
が
よ
く
引
用
す
る
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ロ
ー
マ
ン
の
「
西
欧
的
人
間
と
言
語
の
関

係
」
と
い
う
論
文
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
」（
ジ
ャ
ン
・
ウ
リ
『
コ
レ
ク
テ
ィ
フ
―
―
サ
ン
・
タ
ン
ヌ
病
院
に
お
け
る
セ
ミ
ネ
ー
ル
』
多
賀
茂
・

上
尾
真
道
・
川
村
文
重
・
武
田
宙
也
訳
、
月
曜
社
、
二
〇
一
七
年
、
三
九
七
―
三
九
八
頁
）。

　

言
語
に
お
け
る
二
重
分
節
は
、
構
造
主
義
言
語
学
者
の
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
が
提
唱
し
た
理
論
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

人
間
の
言
語
は
、
意
味
を
も
つ
語
や
形
態
素
と
、
意
味
を
も
た
な
い
最
小
単
位
の
音
素
に
分
節
化
さ
れ
る
が
、
有
限
な
音
素
が
組
み
合

わ
さ
っ
て
無
数
の
語
を
形
成
し
、
無
限
の
現
象
が
文
と
し
て
創
造
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
言
語
が
も
つ
有
限
性
と
無
限
性
を
源
と
す
る
創

造
性
は
、
コ
レ
ク
テ
ィ
フ
の
構
造
や
可
能
性
を
理
解
す
る
う
え
で
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

　

ロ
ー
マ
ン
の
論
文
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
文
「
西
洋
人
と
言
語
の
関
係
」
か
ら
コ
レ
ク
テ
ィ
フ
と
密
接
に
関
わ
る
理



80

論
を
引
き
だ
し
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
、
改
め
て
の
課
題
と
し
た
い
。
と
は
い
え
少
な
く
と
も
本
号
に
関
わ
る
部
分
で
言
え
ば
、
思

考
が
言
述
ひ
い
て
は
存
在
と
乖
離
し
、
言
語
が
記
号
と
な
っ
た
近
現
代
に
あ
っ
て
、
体
験
と
し
て
の
言
語
と
は
何
か
、
そ
れ
が
原
初
の

響
き
を
失
い
ゆ
く
と
き
に
徴
表
と
な
る
の
は
何
か
―
―
と
い
っ
た
問
い
を
引
き
受
け
る
こ
と
の
重
要
性
が
、
ロ
ー
マ
ン
論
文
か
ら
は
際

立
つ
。
こ
う
し
た
問
題
を
反
省
的
に
捉
え
な
お
す
こ
と
で
、
思
考
と
存
在
と
言
語
の
関
係
性
が
ふ
た
た
び
一
致
を
み
る
の
か
、
乖
離
し

た
ま
ま
に
な
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
三
者
の
動
的
な
距
離
感
に
自
覚
的
な
視
点
は
、
制
度
と
主
体
と
の
有
機
的
な

関
係
性
を
照
ら
す
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

翻
訳
作
業
は
、
阿
部
・
渡
邉
で
集
中
的
に
読
み
合
わ
せ
、
一
文
一
文
の
解
釈
や
表
現
に
つ
い
て
話
し
合
い
で
細
か
く
詰
め
て
い
く

か
た
ち
で
進
め
た
。
外
国
語
に
よ
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
異
な
る
言
語
体
系
の
母
国
語
に
置
き
換
え
、
思
考
し
、
語
り
、
ふ
た
た
び

文
字
に
還
し
て
い
く
こ
の
限
ら
れ
た
作
業
で
、
ロ
ー
マ
ン
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ロ
ゴ
ス
に
見
た
「
言
述
」、
い
わ
ば
ロ
ゴ
ス
の
声
を
、

多
少
な
り
と
も
聴
く
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
ロ
ゴ
ス
に
相
当
す
る
ド
イ
ツ
語
の
理
性
（V

ernunft

）
と
い
う
言
葉
に
は
、
聴
く

（vernehm
en

）
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
か
ら
失
わ
れ
た
声
を
ふ
た
た
び
受
け
と
め
、
ロ
ゴ
ス
に
還
す
こ
と
が
も
し
で
き
る
と

し
た
ら
、
時
代
を
経
て
形
を
変
え
つ
つ
も
存
え
る
ロ
ゴ
ス
の
力
こ
そ
が
、
ほ
か
で
も
な
く
試
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ロ
ー
マ
ン
の
文
章
は
内
容
・
表
現
と
も
に
晦
渋
を
極
め
、
理
解
に
躓
く
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
そ
の
さ
い
に
は
ミ
シ
ェ
ル
・

ル
グ
ラ
ン
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
ス
コ
ッ
ト
に
よ
る
仏
訳
（
一
九
七
四
年
）
が
大
き
な
助
け
と
な
っ
た
。
仏
訳
の
読
解
は
基
本
的
に
は
訳
者
た

ち
で
お
こ
な
っ
た
が
、
込
み
入
っ
た
表
現
や
解
釈
に
関
し
て
は
、
金
田
康
寛
氏
に
協
力
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
そ
の
つ
ど

的
確
な
読
み
と
知
識
を
提
供
し
て
く
れ
た
氏
に
、
記
し
て
感
謝
し
た
い
。�

（
解
題
・
阿
部
）
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部
ふ
く
子
（
あ
べ
・
ふ
く
こ
／
新
潟
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）

�

渡
邉
京
一
郎
（
わ
た
な
べ
・
き
ょ
う
い
ち
ろ
う

�

／
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
博
士
前
期
課
程
）


