
7　 『キリスト教の教え』における肉の耳

　

序

  

二
〇
二
一
年
秋
、
筆
者
は
中
世
哲
学
会
に
お
い
て
「
こ
と
ば
と
声 

│

D
olbeau Serm

on 293A
 M

ainz 

に
お
け
る
」
と
題
し
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
ド
ル
ボ
ー
説
教
Ａ
』
に
お
け
る
「
こ
と
ば
と
は

何
か
」
に
つ
い
て
問
う
た）

1
（

。
今
回
、
教
父
研
究
会
に
お
い
て
『
キ
リ

ス
ト
教
の
教
え
』D

e
 D

o
c
tr

in
a
 C

h
r
is

tia
n

a

一
・
一
三
・
一
二
に
お

け
る
「
音
声
と
は
何
か
」
を
問
う
。

             

　

第
一
章　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
の
執
筆
事
情

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、『
再
考
録
』R

e
tr

a
c
ta

tio
n

e
s 

二
・
四 

（
三
一
）
で
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。

私
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
と
い
う
書
を
完
成
し
て
い
な

い
こ
と
に
気
づ
く
と
、
こ
の
書
は
こ
の
ま
ま
置
い
て
、
別
の
書

物
の
校
訂
に
移
る
方
が
良
い
、
と
思
い
ま
し
た）

2
（

。

こ
こ
で
「『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
と
い
う
書
を
完
成
し
て
い
な
い
」

と
あ
る
の
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
の
序
章
か
ら
第
三
巻
、
第

三
五
章
、
四
一
節
ま
で
が
三
〇
六
年
か
ら
三
九
七
年
（
中
期
）
に
書

か
れ
て
い
る
の
に
、
第
三
巻
の
残
り
の
部
分
と
第
四
巻
が
四
二
六

『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
に
お
け
る
肉
の
耳

加　

藤　
　
　

武

│
D
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octrina Christiana 1.13.12
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年
（
後
期
）
に
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
中
断
は
こ
の

時
期
に
ド
ナ
テ
ィ
ス
ト
の
文
法
学
者
、
テ
ィ
コ
ニ
ウ
ス Tyconius

（
三
八
〇
│
三
九
〇
に
盛
期
）
の
『
規
則
の
書
』L

ib
e
r
 R

e
g
u

la
r
u

m
 

が
刊
行
さ
れ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
七
つ

の
規
則
を
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
の
本
文
に
挿
入
し
よ
う
と
し

た
た
め
で
あ
る）

3
（

。
こ
の
中
断
の
理
由
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、

Ｃ
・
カ
ン
ネ
ン
ギ
ー
サ
ー C

harles K
annengiser 

で
あ
り
、
彼
は
、

一
九
九
五
年
に N

otre D
am

e U
niversity 

で
開
催
さ
れ
た
国
際
学
会

（
筆
者
も
参
加
し
た
）
に
お
い
て
、《T

he Interrupted D
e
 D

o
c
tr

in
a
 

C
h
r
is

tia
n

a

》
と
題
し
、
中
断
の
理
由
を
問
う
た
。
ま
た
近
年
、
Ｋ
・

ポ
ル
マ
ン K

arla Pollm
ann

は
、
テ
ィ
コ
ニ
ウ
ス
の
同
書
に
お
け

る
七
つ
の
「
規
則
」regulae 

を
詳
細
に
と
り
あ
げ
、
分
析
し
た）

4
（

。 

ポ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
コ
ニ
ウ
ス
の
解
釈
が
文
字
に
制
約
さ

れ
、
律
法
主
義
的
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
生
硬
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
解
釈
は
、
自
由
で
あ
り
、
柔
軟
で
あ
る
、
と
言

う
。
さ
ら
に
ポ
ル
マ
ン
は
記
号 signum

 

を『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』

の
中
心
テ
ー
マ
と
見
る
大
方
の
見
解
を
批
判
し
て
い
る
が
、
筆
者
は

ポ
ル
マ
ン
に
賛
成
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
記

号
・
徴
表 signum

 

を
経
て
、
記
号
の
彼
方
な
る
〈
も
の
〉res 

に

至
ろ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
。

　

第
二
章　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
一
・
一
三
・
一
二
の
テ
キ
ス
ト

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
一
・
一
三
・
一

二
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。

【
Ａ
】Q

uo m
odo uenit nisi quod uerbum

 caro factum
 est 

et habitauit in nobis?

知
恵
自
身
が
来
ら
れ
た
の
は
「
こ
と
ば
が
肉
と
な
っ
て
わ
れ
ら

の
な
か
に
宿
ら
れ
た
」（
ヨ
ハ
一
・
一
四
）
か
ら
で
な
い
と
し
た

ら
何
故
で
あ
ろ
う
か）

5
（

。

そ
し
て
こ
う
続
け
る
。

【
Ｂ
】Sicuti cum

 loquim
ur, ut id quod anim

o gerim
us in 

audientis anim
um

 per aures carneas illabatur, fit sonus 

uerbum
 quod corde gestam

us, et locutio uocatur.
わ
れ
わ
れ
が
話
す
と
き
こ
こ
ろ
に
い
だ
く
こ
と quod anim

o 



9　 『キリスト教の教え』における肉の耳

gerim
us 

が
、《
肉
の
耳
》
を
通
し
て
聞
き
手
の
こ
こ
ろ
に
滑

り
こ
む
。
す
る
と
こ
こ
ろ
に
い
だ
く
こ
と
ば uerbum

 corde 

gestam
us 

が
音
声
と
な
っ
て
、
発
語 locutio 

と
呼
ば
れ
る）

6
（

。

こ
こ
で
「
い
だ
く
」
と
訳
し
た
動
詞 gerim

us 

と gestam
us 

に
着

目
し
よ
う
。gero 

は
、《
身
に
纏
う
、
着
る
こ
と
》、gesto 

は
《
運

ぶ
こ
と
》
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
が
受
肉
し
た
事
実
を

述
べ
る
が
、
な
ぜ
受
肉
し
た
か
の
理
由
に
は
ま
だ
触
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
《
予
告
》
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
こ
で
「
発
語 locutio 

と
呼 

ば
れ
る
」
と
訳
し
た
が
、
須
藤
英
幸
氏
は
そ
の
著
書
の
中
で
こ
の
箇

所
を
引
用
し
、「
…
…
わ
れ
わ
れ
が
話
す loqui 
と
き
、
…
…
そ
し

て
、
そ
れ
が
表
現 locutio 

と
呼
ば
れ
る
」
と
、loqui 
と locutio 

の
緊
密
な
つ
な
が
り
に
留
意
し
て
「
表
現
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
る）

7
（

。 

こ
れ
が loqui 

と locutio 

を
結
ぶ
言
い
回
し
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
た
。
た
だ
し
須
藤
氏
の
よ
う
に
「
表
現
」
と
訳
す
と
、「
書

か
れ
た
表
現
」
と
と
ら
れ
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。
む
し
ろ
「
音

声
表
現
」
と
訳
せ
ば
、oral utterance 

で
あ
る
こ
と
が
、
よ
り
鮮

明
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

　loqui

、locutio 

の
初
期
の
使
用
例
が
『
教
師
』D

e
 M

a
g
is

tr
o
 

（
三
八
九
年
）
一
・
一
に
三
箇
所
あ
る
。

1
．A

ug. U
num

 horum
 uideo et adsentior, nam

 loquendo 

nos docere uelle m
anifestum

 est, discere autem
 

quom
odo?

ア
ウ
グ
：
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は
わ
た
し
に
も
分
か
り
、

ま
た
そ
う
だ
と
思
う
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
語
る
こ
と
に
よ
っ

て
わ
れ
わ
れ
は
教
え
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
か

ら
。
だ
が
、
学
ぶ
こ
と
は
い
か
に
に
し
て
だ
ろ
う
か
。

2
．A

ug. uides ergo iam
 nihil nos locutione, nisi ut 

doceam
us adpetere?

ア
ウ
グ
：
い
ま
や
語
る
こ
と
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
教
え
る
こ
と

を
望
む
以
外
に
な
い
。
君
は
分
か
る
ね
。

3
．A

d. nam
 si nihil est aliud loqui quam

 uerba prom
ere, 

…

ア
デ
オ
：
…
…
つ
ま
り
語
る
と
は
こ
と
ば
を
発
す
る
こ
と
よ
り

他
に
な
い
、
と
し
ま
す
と
…
…）

8
（

 

Ｐ
・
キ
ン
グ Peter K

ing 

は
、「
こ
と
ば
を
発
す
る
」 uerba 

prom
ere 

を  uttering  w
ords

と
訳
し
）
9
（

、
Ｇ
・
マ
デ
ッ
ク G

ou-



　10

levin M
adec

は
、prononcer des paroles 

と
訳
す
）
10
（

。
い
ず
れ
も 

loqui 
と
い
う
語
の
意
味
の
側
面
よ
り
も
音
声
の
側
面
に
着
目
し
て

い
る
。

　

ま
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
問
答
法
』D

e
 D

ia
le

c
tic

a 

（
三
八
七

年
）
第
五
章
で
言
う
。

L
oqui est articulata uoce signum

 dare.

語
る loquor 

と
は
、
分
節
さ
れ
た
音
声 articulata uox 

に

よ
っ
て
し
る
し signum

 

を
与
え
る
こ
と
で
す）
11
（

。

こ
の
『
問
答
法
』
の loqui 

も
ま
た
、『
教
師
』
のloqui
、locutio 

と
同
様
に
、loqui 

と
い
う
語
の
音
声
の
側
面
に
触
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
中
期
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
に
至
る
と
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
は loqui

、locutio 

を
新
た
な
仕
方
で
捉
え
る
に
至
る
。 

『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
一
・
一
三
・
一
二
の
前
掲
【
Ｂ
】
の
直
後
の

箇
所
で
彼
は
こ
う
語
る
。

【
Ｃ
】N

ec tam
en

 in
 eu

n
dem

 son
u

m
 cogitatio n

ostra 

conuertitur, sed apud se m
anens integra form

a uocis qua se 

insinuet auribus sine aliqua labe suae m
utationis assum

it, 

ita uerbum
 com

m
utatum

 caro tam
en factum

 est ut habitaret 

nobis.

け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
が
考
え
た
こ
と
が
こ
の
音
に
変
わ
る
の
で

は
な
く
、
考
え
た
こ
と
は
そ
の
ま
ま
で
そ
っ
く
り
と
ど
ま
り
、

声
の
形 form

a uocis 

を
と
り
、
声
に
よ
っ
て
耳
に
入
り
こ
む

が
、
声
に
な
る
と
い
う
変
化
に
よ
っ
て
す
こ
し
も
損
な
わ
れ
る

こ
と
が
な
い
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
変
る
こ
と
の
な
い
神

の
言
葉
は
肉
と
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
に
宿
っ
た
の
で
あ

る
。

こ
の
一
連
の
箇
所
（【
Ａ
】〜【
Ｃ
】）
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、

こ
と
ば
の
問
題
を
初
め
て
《
受
肉
》
と
の
関
連
に
お
い
て
述
べ
、
そ

れ
と
の
関
連
で
こ
と
ば
の
《
変
化
》
に
触
れ
た
重
要
な
箇
所
で
あ
る
。

彼
の
受
肉
に
つ
い
て
の
理
解
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
の
こ
の

箇
所
（
三
九
六
年
）
に
表
明
さ
れ
て
か
ら
後
年
の
『
三
位
一
体
』D

e
 

tr
in

ita
te

（
四
〇
〇
│
四
二
〇
年
）
に
い
た
る
ま
で
、
す
こ
し
も
揺
ら

ぐ
こ
と
な
く
一
貫
し
て
い
る
。
な
お
、『
三
位
一
体
』
に
お
け
る
受



11　 『キリスト教の教え』における肉の耳

肉
の
表
現
は
、
多
様
な
形
で
総
計
九
回
に
及
ぶ
）
12
（

。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
箇
所
で
「
思
考
は
音
声
を
伴
う
」
と
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
な
お
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は sonus 

と uox

を
完
全
に
は
同
一
視
し
て
い
な
い
こ
と

に
注
意
し
よ
う
。）
意
味
を
も
た
な
い
音
声 sonus sine sensu 

が
人

間
の
《
肉
の
耳
》（
身
体
の
耳
）
に
入
り
こ
む
と
き
、
意
味
を
も
つ

音
声
、
す
な
わ
ち
声 uox 
に
な
る
。
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉 incarnatio 
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
《
僕

の
形
》form

a seruis

（
ピ
リ
二
・
六
│
七
）
と
い
う
聖
書
的
表
現
を

念
頭
に
置
き
つ
つ
、
こ
れ
を
言
語
分
析
の
モ
デ
ル
と
し
て
《
声
の

形
》form

a uocis 

を
述
べ
て
い
る
。form

a seruis 

の form
a 

は 
persona

と
言
い
か
え
て
も
よ
い
。
筆
者
は
一
九
九
五
年
、N

otre 

D
am

e 

大
学
に
お
け
る
国
際
学
会
に
お
け
る
発
表
の
際
、《
声
の

形
》  form

a uocis 

と
い
う
表
現
に
つ
い
て
こ
の
私
見
を
述
べ
た）
13
（

。

　

以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
初
期
著
作

│
『
教

師
』
お
よ
び
『
問
答
法
』

│
に
お
い
て
は loqui

、 locutio 

の
音

声
と
し
て
の
側
面
が
着
目
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
期
の
『
キ

リ
ス
ト
教
の
教
え
』
一
・
一
三
・
一
二
に
お
い
て
は
、
こ
と
ば
の
問

題
が
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
の
関
連
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見

た
。

　

そ
こ
で
次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
受
肉
理
解
の

特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
の
受
肉
理
解
を
見

る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

第
三
章　

テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
『
キ
リ
ス
ト
の
肉
に
つ
い
て
』
に
お

　
　
　
　

け
る
受
肉
理
解

　

三
世
紀
の
哲
学
者
、カ
ル
タ
ゴ
の
司
教
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
（
二
二
〇

年
頃
死
去
）
は
一
九
三
年
頃
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
改

宗
し
た
。
そ
の
後
、
生
地
カ
ル
タ
ゴ
に
戻
り
、
師
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
を

継
い
で
司
教
に
な
っ
た
。
彼
は
、
哲
学
、
法
律
、
ギ
リ
シ
ャ
語
と

ラ
テ
ン
語
に
通
暁
し
て
お
り
、
多
産
の
著
述
家
（
四
十
二
冊
に
及
ぶ
）

で
あ
っ
た
。
ク
ァ
ス
テ
ン J. Q

uasten 

は
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
を
「
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
例
外
と
し
て
、
も
っ
と
も
重
要
で
も
っ
と
も
独

創
的
な
ラ
テ
ン
作
家
」
と
評
価
し
て
い
る）
14
（

。

　

テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
は
、『
キ
リ
ス
ト
の
肉
に
つ
い
て
』D

e
 c

a
r
n

e
 

C
h
r
is

ti 

に
お
い
て
魂
と
肉
に
つ
い
て
定
義
を
述
べ
て
い
る
が
、
わ

れ
わ
れ
は
、
当
時
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
殉
教
の
渦
中
に
あ
っ
た

こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
彼
は
、『
殉
教
者
た
ち
へ
』A

d
 

m
a
r
ty

r
e
s

（
二
一
二
／
二
一
三
年
頃
）
と
『
迫
害
下
の
逃
亡
に
つ
い
て
』 



　12

D
e
 fu

g
a
 in

 p
e
r
s
e
c
u

tio
n

e

（
二
一
二
年
）
と
い
う
書
物
を
書
い
て
い

る
が
、
こ
の
事
実
か
ら
す
る
と
、
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
の
魂
と
身
体
の

定
義
は
、
単
な
る
抽
象
的
思
弁
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
拷
問
を
受
け
て
も
な
お
、
復
活
時
に
お
け
る
心
身
の
全
き
回
復

を
固
く
信
じ
、
切
に
希
求
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
置
か
れ
た
時

代
的
・
社
会
的
背
景
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
15
（

。

　

テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
は
、『
キ
リ
ス
ト
の
肉
に
つ
い
て
』
一
〇
で
言
う
。

C
onuertor ad alios aeque sibi prudentes qui carnem

 

C
hristi anim

alem
 affirm

ant, quod anim
a caro sit facta , 

ergo et caro anim
a, et sicut caro anim

alis, ita et anim
a 

carnalis.

魂
が
肉
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
肉
が
魂
に
な
り
、
そ
し
て
肉
が

魂
を
持
つ
も
の
に
な
っ
た
よ
う
に
魂
が
肉
的
な
も
の
に
な
っ
た

の
で
す
か
ら
、
私
は
、
キ
リ
ス
ト
の
肉
が
魂
を
も
つ
も
の
で
あ

る
こ
と
を
肯
定
す
る
他
の
人
々
、
み
ず
か
ら
に
対
し
て
賢
慮
あ

る
人
々
の
方
へ
と
向
か
い
ま
す
。

こ
れ
は
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
が
《
魂
》
と
《
肉
》
と
は
「
な
に
か
」、

ま
た
「
ど
の
よ
う
に
で
あ
る
か
」
を
定
義
す
る
枢
要
な
箇
所
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
二
つ
の
述
語
表
現
に
着
目

し
た
い
。

1
．
動
詞
、《
な
っ
た
》sit facta: 

こ
の
表
現
は
、
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の

本
質
の
変
化 turn out 

を
示
す
。

2
．
形
容
詞
、《
魂
を
も
つ
も
の
》anim

alem
: 

こ
の
表
現
は
、
こ

れ
が
修
飾
す
る
名
詞
が
い
か
な
る
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
か com

posed

、
す
な
わ
ち
そ
の
名
詞
の
構
成
要
素
を
示

す
。

　

こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
す
る
と
、
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
は
キ
リ
ス
ト
の

受
肉
を
《
変
化
》
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
キ

リ
ス
ト
は
、
肉
を
ま
と
っ
て
物
体
的
世
界
に
受
肉
し
た
と
き
、
み
ず

か
ら
の
本
質
を
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

第
四
章　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
三
位
一
体
』
に
お
け
る
受
肉
理

　
　
　
　

解
と
《
こ
と
ば
》

　

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
次
に
、
こ
の
よ
う
な
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
の
受
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肉
理
解
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
こ
と
ば
の
問

題
を
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
を
、

後
期
の
『
三
位
一
体
』
に
お
い
て
さ
ら
に
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
三
位
一
体
』
一
五
・
一
〇
・
一
七
で
こ

う
語
っ
て
い
る
。

N
am

 etsi uerba non sonent, in corde suo dicit utique 

qui cogitat. ... E
t cum

 uidisset Iesus cogitationes eorum
 

dixit: V
t quid cogitatis m

ala in cordibus uestris?

な
ぜ
な
ら
、
た
と
い
発
語
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
思
考
し
て
い

る
限
り
心
の
中
で
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
「
イ
エ
ス

は
彼
ら
）
16
（

の
考
え
を
見
て
、
彼
ら
に
言
わ
れ
た
。『
何
故
、
あ
な

た
方
は
心
の
中
で
悪
し
き
こ
と
を
考
え
る
の
か
』
と
」。（
マ
タ

九
・
四）
17
（

） 

　

さ
ら
に
『
三
位
一
体
』
一
五
・
一
〇
・
一
八
冒
頭
で
言
う
。

Q
uaedam

 ergo cogitationes locutiones sunt cordis ...

そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
種
の
思
考
は
心
が
語
る
こ
と
（locutiones 

cordis

）
で
あ
る）
18
（

。

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
箇
所
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
の
心
の
中
に in 
corde suo 

有
す
る
思
考 cogitationes 

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

人
間
が
有
す
る
思
考
は
、
い
ま
だ
音
声
の
形
を
と
っ
て
い
な
い
と

し
て
も
、
す
で
に
心
の
《
こ
と
ば
》locutiones cordis 

な
の
で
あ

る
。

　

こ
の
心
の
《
こ
と
ば
》
は
発
語
行
為
に
よ
っ
て
音
声
と
な
る
。

『
三
位
一
体
』
一
五
・
一
一
・
二
〇
に
お
い
て
言
う
。

P
roinde uerbum

 quod foris sonat signum
 est uerbi quod 

intus lucet cui m
agis uerbi com

petit nom
en. N

am
 illud 

quod profertur carnis ore uox uerbi est, uerbum
que 

et ipsum
 dicitur propter illud a quo ut foris appareret 

assum
ptum

 est. Ita enim
 uerbum

 nostrum
 uox quodam

 

m
odo corporis fit assum

endo eam
 in qua m

anifestetur 

sensibus hom
inum

 sicut uerbum
 dei caro factum

 

est assum
endo eam

 in qua et ipsum
 m

anifestaretur 

sensibus hom
inum

. E
t sicut uerbum

 nostrum
 fit uox 
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nec m
utatur in uocem

, ita uerbum
 dei caro quidem

 

factum
 est, sed absit ut m

utaretur in carnem
.

外
に
響
く
言
葉
は
内
に
き
ら
め
く
（intus lucet

）
言
葉
の
し

る
し
で
あ
り
、
こ
の
内
な
る
言
葉
こ
そ
、
言
葉
と
い
う
名
に
ふ

さ
し
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
肉
の
口
か
ら
出
る
も
の
は
言
葉

の
音
声
で
あ
る
が
、
こ
の
音
声
自
体
が
言
葉
と
言
わ
れ
る
の
は
、

内
な
る
言
葉
が
外
に
現
れ
出
る
た
め
に
受
け
と
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
言
葉
が
知
覚
に
明
ら
か
に
さ
れ

る
た
め
に
音
声
を
受
け
と
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
か
ら
出
る

声
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
神
の
言
が
人
間
の
知
覚
に
明

ら
か
に
な
る
べ
く
、
肉
を
受
け
と
り
肉
に
な
っ
た
こ
と
に
比
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
た
ち
の
言
葉
が
音
声
と
な
っ

て
も
音
声
に
変
わ
る
の
で
は
な
い
と
同
じ
く
、
神
の
言
は
肉
と

な
っ
て
も
肉
に
変
わ
る
の
で
は
な
い）
19
（

。

 

　

ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
テ
キ
ス
ト
末
尾
の
「
け
れ
ど
も
私
た
ち
の
言

葉
が
音
声
と
な
っ
て
も
音
声
に
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
神

の
言
は
肉
と
な
っ
て
も
肉
に
変
わ
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
語
に
注

目
し
よ
う
。

　

み
ず
か
ら
の
心
の
中
に
有
す
る
思
考
は
、
発
語 locutiones 

に

よ
っ
て
《
音
声
》uox 

と
な
る
。
だ
が
、 

そ
の
と
き
で
あ
っ
て
も
、

心
の
中
の
思
考
は
そ
の
ま
ま
心
の
中
に
留
ま
っ
て
お
り
、《
変
化
》

を
こ
う
む
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
事
態
は
、「
神
の
言
葉
は
肉
と

な
っ
て
も
肉
に
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
受
肉
の
事
態
と
同

様
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、『
三
位
一
体
』
に
お
い
て
、

思
考
の
音
声
へ
の
変
化
を
受
肉
と
の
類
比
で
と
ら
え
、
思
考
の
音
声

へ
の
《
変
化
》
を
否
定
し
て
い
る
。

　

だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
に
お
い

て
、
こ
の
考
え
方
に
出
会
っ
て
い
た
。『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
一
・

一
三
・
一
二
で
言
う
。

【
Ｃ
】
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
が
考
え
た
こ
と
が
こ
の
音
に
変
わ

る
の
で
は
な
く
、
考
え
た
こ
と
は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
と
ど
ま

り
、
声
の
形
を
と
り
、
声
に
よ
っ
て
耳
に
入
り
こ
む
が
、
声
に

な
る
と
い
う
変
化
に
よ
っ
て
す
こ
し
も
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な

い
。
こ
の
よ
う
に
変
化
し
な
い
神
の
言
葉
は
肉
と
な
っ
て
わ
れ

わ
れ
の
な
か
に
宿
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
『
三
位
一
体
』
一
五
・
一

一
・
二
〇
で
語
る
《
こ
と
ば
》
の
捉
え
方

│
思
考
の
音
声
へ
の
変

化
を
受
肉
と
の
類
比
で
と
ら
え
、
思
考
の
音
声
へ
の
《
変
化
》
を

否
定
す
る
と
い
う
捉
え
方

│
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
一
・
一

三
・
一
二
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、

1
．
…
…
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
が
考
え
た
こ
と
が
こ
の
音
に
変
わ

る
の
で
は
な
く
、
考
え
た
こ
と
は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
と
ど
ま

り
、
声
の
形
を
と
り
、
声
に
よ
っ
て
耳
に
入
り
こ
む
が
、
声
に

な
る
と
い
う
変
化
に
よ
っ
て
す
こ
し
も
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な

い
。『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
一
・
一
三
・
一
二

2
．
け
れ
ど
も
私
た
ち
の
言
葉
が
音
声
と
な
っ
て
も
音
声
に
変
わ
る

の
で
は
な
い
と
同
じ
く
、
神
の
言
は
肉
と
な
っ
て
も
肉
に
変
わ

る
の
で
は
な
い
。『
三
位
一
体
』
一
五
・
一
一
・
二
〇

こ
れ
ら
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
は
、

1
．
わ
れ
わ
れ
の
思
考 cogitationes 

は
音
声
と
な
っ
て
も
、
音
声

に
《
変
化
》
す
る
の
で
は
な
い
。

2
．
神
の
《
こ
と
ば
》
は
受
肉
に
よ
っ
て
肉
に
《
変
化
》
す
る
の
で

は
な
い
。

と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
で
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
言
語
論
と
の

類
比
に
お
い
て
語
る
「
神
の
言
葉
の
受
肉
」
の
考
え
は
、「
受
肉
前

の
言
葉
の
受
肉
後
の
言
葉
へ
の
《
変
化
》
を
認
め
な
い
」
と
い
う
点

で
、
テ
リ
ト
リ
ア
ヌ
ス
の
受
肉
理
解
と
は
根
本
的
に
へ
だ
た
り
が
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
の
《
変
化
す
る
》
と
い
う
考

え
は
、
仮
現
論
的
キ
リ
ス
ト
論
を
擁
護
し
た
マ
ル
キ
オ
ン）
20
（

 M
arcion 

を
相
手
に
厳
し
く
論
駁
し
た）
21
（

お
り
の
、
無
理
も
な
い
勇
み
足
！ 

で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
わ
れ
わ
れ
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
と
『
三
位
一
体
』

と
に
共
通
す
る
「《
こ
と
ば
》
と
《
受
肉
》
の
類
比
」
に
つ
い
て
見

て
来
た
。
だ
が
『
三
位
一
体
』
は
、「
音
声
の
と
ら
え
方
」
と
い
う

点
で
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
先
に
引
用

し
た
『
三
位
一
体
』
一
五
・
一
一
・
二
〇
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。

外
に
響
く
言
葉
は
内
に
き
ら
め
く
（intus lucet

）
言
葉
の
し

る
し
で
あ
り
、
こ
の
内
な
る
言
葉
こ
そ
、
言
葉
と
い
う
名
に
ふ
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さ
し
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、「
外
に
響
く
言
葉
」
と
し
て
の
音
声
は
「
内
に
き
ら

め
く
言
葉
の
し
る
し
」signum

 uerbi quod intus lucet 

と
さ
れ
、

音
声
よ
り
も
内
な
る
言
葉
と
し
て
の
思
考
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い

る
。

　

そ
し
て
こ
の
「
内
に
き
ら
め
く
言
葉
」
の
強
調
は
、
前
掲
『
三
位

一
体
』
一
五
・
一
一
・
二
〇
の
テ
キ
ス
ト
の
少
し
後
の
箇
所
の
次
の

語
に
よ
っ
て
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。

P
erueniendum

 est ergo ad illud uerbum
 hom

inis,  

ad u
erbu

m
 ration

alis an
im

an
tis, ad u

erbu
m

 n
on 

de deo natae sed a deo factae im
aginis dei, quod 

neque prolatiuum
 est in sono neque cogitatiuum

 in 

sim
ilitudine soni quod alicuius linguae esse necesse sit, 

sed quod om
nia quibus significatur signa praecedit et 

gignitur de scientia quae m
anet in anim

o quando eadem
 

scientia intus dicitur sicuti est.

そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
人
間
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
理
性
的
動
物 

﹇
で
あ
る
人
間
﹈
の
言
葉
、
神
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
神
に

よ
っ
て
造
ら
れ
た
、
神
の
似
像
で
あ
る
人
間
の
言
葉
に
ま
で
至

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
音
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
こ

と
な
く
、
音
声
に
よ
る
似
像
と
思
考
さ
れ
る
も
の

│
そ
れ
は

か
な
ら
ず
特
定
の
言
語
に
ぞ
く
す
る

│
で
は
な
く
、
言
葉
が

表
示
す
る
す
べ
て
の
し
る
し
に
先
行
し
、
心
の
内
に
保
持
さ
れ

て
い
る
知
識
か
ら
、
こ
の
知
識
が
私
た
ち
の
内
で
あ
る
が
ま
ま

に
語
ら
れ
た
と
き
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る）
22
（

。

　

わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
中
期
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の

教
え
』
一
・
一
三
・
一
二
に
お
い
て
は
、「
思
考
は
音
声
を
伴
う
」
と

さ
れ
、
音
声
の
位
置
が
前
面
に
出
て
い
た
。
こ
れ
は
『
教
師
』
や

『
問
答
法
』
と
い
っ
た
初
期
著
作
の
延
長
線
上
に
あ
る
考
え
方
で
あ

る
。
だ
が
後
期
の
『
三
位
一
体
』
に
な
る
と
、
音
声
は
背
後
に
退
き
、

《
内
な
る
こ
と
ば
》（=

内
に
き
ら
め
く
こ
と
ば uerbum

 quod intus 

lucet

）
と
し
て
の
思
考 cogitationes 

が
も
っ
ぱ
ら
強
調
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
『
三
位
一
体
』
は
「
音
声
の
と
ら
え
方
」
と
い

う
点
に
お
い
て
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
よ
り
も
後
退
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
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第
五
章　

結
び
に
か
え
て

　

報
告
の
要
旨
を
結
論
と
し
て
記
す
の
で
な
く
、『
キ
リ
ス
ト
教
の

教
え
』
一
・
一
三
・
一
二
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
音
声
を 

い
か
に
捉
え
て
い
る
か
を
述
べ
よ
う
。

1
．
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
一
・
一
三 

に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
が
話
す
と
き
こ
こ
ろ
に
い
だ
く
こ

と quod anim
o gerim

us 

が
、《
肉
の
耳
》
を
通
し
て
聞
き

手
の
こ
こ
ろ
に
滑
り
こ
む
。
す
る
と
こ
こ
ろ
に
い
だ
く
こ
と

ば uerbum
 corde gestam

us 

が
音
声
と
な
っ
て
、
発
語 

locutio 

と
呼
ば
れ
る
」
と
述
べ
、
音
声
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

2
．
だ
が
彼
は
、『
三
位
一
体
』
一
五
・
一
一
・
二
〇
に
お
い
て
、

「
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
人
間
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
理
性
的
動

物
﹇
で
あ
る
人
間
﹈
の
言
葉
、
神
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く

神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
、
神
の
似
像
で
あ
る
人
間
の
言
葉
に
ま

で
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
音
声
と
し
て
発
せ
ら
れ

る
こ
と
な
く
、
音
声
に
よ
る
似
像
と
思
考
さ
れ
る
も
の

│

そ
れ
は
か
な
ら
ず
特
定
の
言
語
に
ぞ
く
す
る

│
で
は
な
く
、 

…
…
」
と
言
い
、
音
声
の
価
値
を
否
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

後
期
の
『
三
位
一
体
』
に
お
い
て
は
、
人
の
音
声
を
神
の
言
葉

と
の
類
比 analogia 

に
お
い
て
捉
え
て
い
る
が
、
中
期
の
『
キ

リ
ス
ト
教
の
教
え
』
の
音
声
評
価
か
ら
見
る
と
、
音
声
理
解
は
、

大
き
く
後
退
し
た
。

3
．
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
一
・
一
三
・

一
二
に
お
い
て
、
受
肉
を
、
神
学
的
に
と
い
う
よ
り
も
、
言
語

論
的
に
捉
え
て
い
る
。
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
の
受
肉
の
理
解
は
、

ロ
ゴ
ス
的
、
哲
学
的
で
あ
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
そ
れ

は
、
言
語
的
、
言
語
哲
学
的
で
あ
る
。

4
．『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
一
・
一
三
に
お
い
て
は
、《
着
る
、
纏

う
、
身
に
帯
び
る
》gero 

と
《
運
ぶ
》gesto 

と
い
っ
た
動
詞

が
注
意
深
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
緊
密
性
、
一
体
性
を

微
妙
に
表
現
す
る
。

5
．
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
は
、『
肉
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
受
肉
に

お
け
る
魂
と
肉
（
身
体
）
の
《
変
化
》
を
見
た
。
け
れ
ど
も
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
に
お
い
て
も
、
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『
三
位
一
体
』
に
お
い
て
も
、「
け
っ
し
て
魂
が
肉
に
変
わ
る
の

で
は
な
い
」
と
見
て
お
り
、
受
肉
の
理
解
の
上
で
、
両
者
に
は

根
本
的
な
へ
だ
た
り
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
立
教
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　

註

（
1
）『
中
世
思
想
研
究
』
第
六
四
号
、
二
◯
二
二
年
九
月
、
一
三
三
│

一
四
七
頁
。

（
2
）Retr . 2.4 (31) L

ibros D
e
 d

o
c
tr

in
a
 c

h
r
is

tia
n

a, cum
 im

perfectos 

com
perissem

, perficere m
alui quam

 eis sic relictis ad alia 

retractanda transire. 

（
3
）
テ
ィ
コ
ニ
ウ
ス
の
『
規
則
の
書
』、
お
よ
び
そ
こ
に
述
べ
ら
れ

る
七
つ
の
規
則
に
つ
い
て
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
三
・

三
〇
・
四
二
│
三
・
三
七
・
五
六
、
お
よ
び
筆
者
に
よ
る
解
説
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
加
藤
武
訳
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
六
、一
九
八
八
年
、
教
文
館
、
三
九
七
│

四
〇
〇
頁
を
参
照
。 

（
4
）《D

E
 D

O
C

T
R

IN
A

 C
H

R
IS

T
IA

N
A

│U
n

tersu
ch

u
n

gen 

zu den A
nfängen der christlichen H

erm
eneutik unter 

besonderer B
erücksichtigung von A

ugustinus, D
e D

octrina 

C
hristiana

│1996 Freiburg 7, A
ugustinus R
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『
前
掲
書
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（
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同
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葉
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を
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に
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。
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│
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』
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昭
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中
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4
、
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思
想
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年
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頁
。

（
16
）
律
法
学
者
や
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
た
ち
。
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ス
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ヌ
ス
『
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体
』
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治
典
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、
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ス
著
作
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八
、二
〇
〇
六
年
、
教
文
館
、
四
五
九
│
四
六
〇
頁
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以
下
、『
三
位
一
体
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か
ら
の
引
用
の
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本
語
訳
は
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泉
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典
訳
に
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る
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（
18
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
前
掲
書
』
泉
治
典
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、
四
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頁
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（
19
）
ア
ウ
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ス
『
前
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書
』
泉
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典
訳
、
四
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二
│
四
六
三
頁
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（
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）『
マ
ル
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ン
駁
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』C
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a
 M
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s

。

（
21
）『
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に
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て
』
第
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│
四
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ス
『
前
掲
書
』
泉
治
典
訳
、
四
六
四
頁
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﹇
付
記
﹈
本
論
考
は
、
教
父
研
究
会
第
一
七
六
回
例
会
（
二
〇
二
二

年
三
月
二
六
日
）
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
の
言
語
論
│
再
考
」
に
お
け
る
発
表
「
声
と
こ
と
ば
に
つ
い

て
│
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
一
・
一
三
に
お
け
る
│
」
を
も
と

に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。　


