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１　

序

  

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
言
語
の
問
題
を

考
え
続
け
た
。
そ
の
関
心
は
、
彼
の
文
法
学
教
師
と
し
て
の
経
験

（
三
七
四
│
三
七
六
年
）
お
よ
び
修
辞
学
教
師
と
し
て
の
経
験 
（
三
七
六

│
三
八
六
年
）
に
始
ま
り
、
言
語
と
し
て
書
か
れ
た
聖
書
を
い
か
に

理
解
し
他
者
に
伝
達
す
る
か
と
い
う
司
教
と
し
て
の
問
題
意
識
を
媒

介
と
し
て
、
神
の
〈
み
こ
と
ば
〉Verbum

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に

つ
い
て
の
思
索
に
ま
で
深
め
ら
れ
て
行
く
。

  

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の

回
心
直
後
に
執
筆
し
た
『
問
答
法
に
つ
い
て
』D

e
 d

ia
le

c
tic

a

か
ら

『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』D

e
 d

o
c
tr

in
a
 c

h
r
is

tia
n

a 

に
至
る
ま
で
に
、

言
語
に
つ
い
て
の
思
索
を
い
か
に
し
て
深
め
て
行
っ
た
か
、
そ
の
道

程
を

│
そ
の
背
後
に
あ
る
ス
ト
ア
の
言
語
理
論
と
の
兼
ね
合
い
に

お
い
て

│
経
時
的
に
辿
っ
て
み
る
。
以
下
の
論
述
は
、
世
俗
的
言

語
理
論
の
枠
内
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
が
『
三
位
一
体
論
』

D
e
 tr

in
ita

te 

や
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
講
解
』T

r
a
c
ta

tu
s
 in

 Io
h
a
n

n
is

 

E
u

a
n

g
e
liu

m
 

で
展
開
し
た
「
神
学
的
〈
み
こ
と
ば
〉
論
」
の
前
提

を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

２　
『
問
答
法
に
つ
い
て
』D

e dialectica

（
三
八
六
年
）

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
語
思
想
の
展
開

水　

落　

健　

治

│
『
問
答
法
に
つ
い
て
』
か
ら
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
ま
で

│ 
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『
問
答
法
に
つ
い
て
』
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
回
心
直
後
に
執
筆
し
た
息
子
ア
デ
オ
ダ
ト
ゥ
ス
と
の
対
話
篇
の

草
稿
）
1
（

で
あ
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
語
思
想
の
核
と
な
る
も

の
は
、
す
で
に
こ
の
著
作
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
。
以
下
、
四
つ
の

箇
所
を
取
り
上
げ
る
。

　

２
・
１   「
音
と
意
味
の
複
合
体
」と
し
て
の〈
こ
と
ば
〉の
定
義

  

『
問
答
法
に
つ
い
て
』
の
実
質
的
議
論
は
第
五
章
か
ら
始
ま
る
が
、

そ
の
記
述
は
次
の
定
義
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
。

  

﹇1410.29

﹈）
2
（

〈
こ
と
ば
〉u erbum

 

は
、
い
か
な
る
〈
も
の
〉

res 

の
〈
し
る
し
〉signum

で
も
あ
る
。
こ
れ
は
〈
語
る
者
〉

loquens 

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
聴
く
者
に
よ
っ
て

理
解
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。〈
も
の
〉res 

は
、
感
覚

さ
れ
る
か
、
理
解
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
隠
さ
れ
て
い
る
か

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。〈
し
る
し
〉signum

と
は
、
そ
れ
自

体
を
感
覚
に
示
す
と
と
も
に
、
そ
れ
自
体
と
は
別
の
何
か
を

魂
に
示
す
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。〈
語
る
〉loqui

と
は
、〈
分

節
化
し
た
〉articulata 

声
に
よ
っ
て
〈
し
る
し
〉
を
与
え
る

こ
と
で
あ
る
。
私
が
「
分
節
に
分
か
れ
た
」articulata 

と
語

る
の
は
、〈
文
字
〉litterae 

に
よ
っ
て
把
捉
可
能
な
も
の
の

こ
と
で
あ
る）

3
（

。 
   

こ
の
箇
所
で
は
、
人
が
議
論 dialectica 

を
行
う
媒
介
と
し
て
の

〈
こ
と
ば
〉uerbum

 

が
定
義
さ
れ
、
そ
の
被
定
義
項
に
用
い
ら
れ

る 〈
も
の
〉res

、〈
し
る
し
〉signum

 

が
次
に
定
義
さ
れ
、
さ
ら

に
〈
語
る
〉loqui 

の
被
定
義
項
に
用
い
ら
れ
る 〈
文
節
化
し
た
声
〉

articulata uox 

の articulata 

が
定
義
さ
れ
る
と
い
う
定
義
の
連
鎖

が
現
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
二
点
で
あ

る
。

  　
⑴signum

 

の
定
義
は ‘et ... et ...’ 

構
文
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。

                        et  se ipsum
                sensui  

        Signum
 est                                                        ostendit

                               et  propter se aliquid  anim
o

                                                (acc.)           (dat.)
　
⑵verbum

 

の
定
義
に‘uniuscuiusque’

と
い
う
語
が
付
加
さ

　
　

れ
て
い
る
。

}

}
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第
一
に
、〈
し
る
し
〉signum

 

は
、（
一
）
そ
れ
を
受
容
す
る
者

の
感
覚
に
そ
れ
自
身
を
示
し
、（
二
）
そ
れ
を
受
容
す
る
者
の
魂
に

そ
れ
自
身
と
は
別
の
何
か
を
示
す
、
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
働
き

は ‘et ... et ...’ 
構
文
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、〈
し
る

し
〉
の
感
覚
に
対
す
る
働
き
と
魂
に
対
す
る
働
き
と
の
同
時
性
・
二

重
性
を
示
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、〈
こ
と
ば
〉
の
定
義
に
「
い
か
な
る
も
の
の
」

uniuscuiusque 

と
い
う
語
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、〈
こ
と

ば
〉
と
い
う
〈
し
る
し
〉
の
、
他
の
〈
し
る
し
〉
に
対
す
る
卓
越
性

を
示
唆
し
て
い
る）

4
（

。 

　

２
・
２　
「〈
し
る
し
〉
の
〈
し
る
し
〉」signum

 signorum
 

と

し
て
の
〈
メ
タ
言
語
〉　

　

こ
れ
に
続
く
箇
所
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、〈
こ
と
ば
〉
を

構
成
す
る
も
の
と
し
て
（
一
）〈（
狭
義
の
）
こ
と
ば
〉uerbum

（= 

音
声
と
し
て
の
こ
と
ば
）、（
二
）〈
語
ら
れ
う
る
も
の
〉dicibile

（= 

意
味
）、（
三
）〈
発
語
〉dictio

、（
四
）〈
も
の
〉res 

の
四
つ
の
要

素
を
掲
げ
、
こ
れ
ら
の
意
味
表
示
に
お
け
る
相
互
関
係
を
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

  

﹇1411.18

﹈
先
に
わ
た
し
が
〈
こ
と
ば
〉
と
呼
ん
だ
も
の
は
、

〈
こ
と
ば
〉
で
あ
る
と
同
時
に
〈
こ
と
ば
〉
を
意
味
表
示
す
る
。

ま
た
わ
た
し
が
〈
語
ら
れ
得
る
も
の
〉
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
そ

れ
自
体
〈
こ
と
ば
〉
で
は
あ
る
が
、〈
こ
と
ば
〉
を
意
味
表
示

す
る
こ
と
は
せ
ず
、「〈
こ
と
ば
〉
に
お
い
て
理
解
さ
れ
魂
に
保

た
れ
る
も
の
」
を
意
味
表
示
す
る
。
ま
た
わ
た
し
が
〈
発
語
〉

と
呼
ん
だ
も
の
は
、
そ
れ
自
体
〈
こ
と
ば
〉
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
ふ
た
つ
の
も
の
、
つ
ま
り
〈
こ
と
ば
〉
そ
れ
自
体
と
「〈
こ

と
ば
〉
に
よ
っ
て
魂
の
う
ち
に
起
こ
る
も
の
」
を
同
時
に
意
味

表
示
す
る
。
ま
た
わ
た
し
が
〈
も
の
〉
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
そ

れ
自
体
〈
こ
と
ば
〉
で
あ
り
、
い
ま
語
ら
れ
た
三
つ
の
も
の
に

加
え
て
、
残
さ
れ
た
一
切
の
も
の
を
意
味
表
示
す
る）

5
（

。 
    

こ
の
記
述
の
背
後
に
は
、「〈
こ
と
ば
〉
と
い
う
〈
し
る
し
〉
が
他

の
〈
こ
と
ば
〉
の
〈
し
る
し
〉（i.e. signum

 signorum

）
と
な
り
得

る
」
と
い
う
「
メ
タ
言
語
」
の
意
識
が
明
確
な
形
で
存
在
し
て
い
る
。

前
節
に
お
け
る
「〈
こ
と
ば
〉uerbum

 

は
、
い
か
な
る
〈
も
の
〉

res 
の
〈
し
る
し
〉signum

で
も
あ
る
」
と
い
う
定
義
は
、
こ
の

よ
う
な
〈
メ
タ
言
語
〉
の
意
識
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
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た
。

　

２
・
３
〈
こ
と
ば
の
音
〉
と
〈
こ
と
ば
の
意
味
〉
と
の
相
互
関
係

│
ス
ト
ア
の
言
語
起
源
論

　

続
く
第
六
章
で
は
、〈
こ
と
ば
〉
の
起
源
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
。

  

﹇1411.62

﹈〈
こ
と
ば
〉
の
起
源
に
つ
い
て
の
探
求
は
、
そ
の

〈
こ
と
ば
〉
に
つ
い
て
「
ど
こ
か
ら
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
語
ら

れ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
探
求
さ
れ
る
と
き
に
行
わ
れ
る
。

し
か
し
、
わ
た
し
の
考
え
に
よ
る
な
ら
、
こ
の
事
項
は
、
必
須

な
こ
と
が
ら
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
好
奇
心
に
由
来
す
る
こ
と

が
ら
で
あ
ろ
う
。
…
…    

﹇1411.73

﹈
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
〈
こ
と
ば
〉uerba 
そ
れ

自
体
に
つ
い
て
も
、
あ
る
人
は
、
こ
れ
が
そ
う
呼
ば
れ
る

の
は
、
こ
れ
（
＝
〈
こ
と
ば
〉）
が
耳
を
震
動
さ
せ
るaurem

 

uerberare 

か
ら
だ
と
考
え
て
い
る
し
、
ま
た
別
の
人
は
、 

（
こ
れ
が
そ
う
よ
ば
れ
る
の
は
）
む
し
ろ
空
気
を
震
動
さ
せ
る 

aerem
 uerberare 

か
ら
だ
と
考
え
て
い
る
。
…
…
け
れ
ど
も
、

第
三
の
人
は
、
見
よ
、
予
期
せ
ぬ
所
か
ら
ど
れ
ほ
ど
の
混
乱

を
惹
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
人
の
語
る
所
に
よ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
真
な
る
も
の quod uerum

 

を
語
る
べ
き
な
の

で
あ
っ
て
、
嘘 m

endacium

は
、
そ
の
本
性
そ
れ
自
体
の

判
定
に
よ
っ
て
憎
ま
れ
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

〈
こ
と
ば
〉uerbum

 

は
〈
真
な
る
も
の
〉uerum

 

か
ら
名
づ

け
ら
れ
たcognom

are 

の
だ
と
い
う
。
…
…）

6
（

 
   　

音
声
と
し
て
の
〈
こ
と
ば
〉
と
そ
の
〈
意
味
〉
と
の
間
に
必
然
的

関
係
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
プ
ラ
ト
ン
『
ク
ラ
テ
ュ
ロ

ス
』
以
来
し
き
り
に
論
じ
ら
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
が
、
両
者
の
関
係

を
社
会
的
契
約 συνθῆκη 

に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
ペ
リ
パ
ト

ス
派）

7
（

に
対
し
て
、
ス
ト
ア
派
の
人
々
は
、
擬
音
語
や
擬
声
語
の
場
合

を
手
掛
か
り
に
両
者
の
必
然
的
関
係
を
主
張
し
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト
ア
派
の
考
え
を

  

し
か
し
、
わ
た
し
の
考
え
に
よ
る
な
ら
、
こ
の
事
項
は
、
必
須

な
こ
と
が
ら
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
好
奇
心
に
由
来
す
る
こ
と

が
ら
で
あ
ろ
う
。

と
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
第
六
章
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は
他
の
章
と
比
較
し
て
異
常
に
長
大
で
あ
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

が
「〈
こ
と
ば
〉
と
そ
の
〈
意
味
〉
と
の
間
の
関
係
」
に
つ
い
て
微

妙
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
お
そ

ら
く
、
彼
が
「〈
こ
と
ば
〉
は
そ
の
音
声
の
み
で
も
聴
き
手
に
何
ら

か
の
作
用
を
及
ぼ
す
」（
次
節
参
照
）
と
考
え
て
い
た
こ
と
と
無
関

係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

２
・
４　

こ
と
ば
の
〈
音
〉
と
〈
意
味
〉
が
伝
え
る
も
の
│ 

uis uerbi

　

続
く
第
七
章
で
は
、〈
こ
と
ば
〉
が
そ
れ
を
聴
く
者
に
い
か
な
る

作
用
を
及
ぼ
す
か
が
〈
こ
と
ば
の
力
〉uis uerbi
の
概
念
の
下
で
、

三
つ
の
場
合
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
。

  

﹇1413.60

﹈ 〈
こ
と
ば
の
力
〉
と
は
、〈
こ
と
ば
〉
が
い
か
に
力

を
も
つ
か
を
認
識
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、〈
こ

と
ば
〉
が
力
を
も
つ
の
は
、
聴
く
も
の
を
動
か
す
こ
と
が
可
能

な
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
聴
く
者
を
動
か
す

の
は
、（
一
）
そ
れ
自
体
と
し
て
で
あ
る
か
、（
二
）
そ
れ
が
意

味
表
示
す
る
も
の
に
し
た
が
っ
て
で
あ
る
か
、（
三
）
両
者
か

ら
共
に
、
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る）

8
（

。 

    ﹇1413.67

﹈ （
一
） ﹇
感
覚
が
﹈
自
然
本
性
的
に
動
か
さ
れ
る
の

は
、
も
し
誰
か
が
「
ア
ル
タ
ク
セ
ル
ク
セ
ス
王
」（A

rtaxerxes 

rex

＝
ペ
ル
シ
ア
の
王
）
の
名
を
語
っ
た
と
き
に
感
覚
が
打

た
れ
た
り
、「
エ
ウ
リ
ュ
ア
ル
ス
」（E

uryalus

＝ 

美
少
年
、

A
e
n

e
is 5.294f

）
と
い
う
語
を
聴
い
た
と
き
に
感
覚
が
和
ら
げ

ら
れ
た
り
す
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
体
誰
が
、
こ
れ

ら
の
名
前
を
も
つ
人
々
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
何
も
聴
い
た
こ
と

が
な
い
と
し
て
も
、
前
者
の
中
に
〈
こ
の
上
な
く
ザ
ラ
ザ
ラ
し

た
も
の
〉
が
あ
り
、
後
者
の
中
に
〈
な
め
ら
か
さ
〉
が
あ
る
と

判
断
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
…
…）

9
（

 
  ﹇1414.8

﹈
ま
た
、（
二
）〈
こ
と
ば
〉
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て

で
な
く
、「
そ
の
意
味
表
示
す
る
も
の
」
に
従
っ
て
聴
く
者
を

動
か
す
の
は
、
魂
が
〈
こ
と
ば
〉
を
媒
介
と
し
て
〈
し
る
し
〉

を
受
け
取
る
と
、
自
ら
が
受
け
取
っ
た
も
の
が
そ
の
も
の
の

〈
し
る
し
〉
で
あ
る
よ
う
な
〈
も
の
〉
自
体
の
み
に
注
目
す
る

場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、‘A

ugustinus’

﹇
と
い
う
〈
こ
と
ば
〉

が
﹈
名
前
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
と
き
に
、
わ
た
し
を
知
っ
て
い

る
人
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
た
し
を
思
惟
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
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わ
た
し
を
知
ら
な
い
人
や‘A

ugustinus’

と
呼
ば
れ
る
別
の
人

を
知
っ
て
い
る
人
が
、
こ
の
名
前
を
た
ま
た
ま
聴
い
た
と
き
、

そ
の
人
の
精
神
に
誰
か
人
が
思
い
浮
か
ぶ
、
そ
の
よ
う
な
場
合

で
あ
る）
10
（

。 
   ﹇1414.16

﹈
さ
ら
に
ま
た
、（
三
）〈
こ
と
ば
〉
が
そ
れ
を
聴
く

人
を
「
そ
れ
自
体
」
お
よ
び
「
そ
れ
が
意
味
表
示
す
る
も
の
」

の
双
方
に
し
た
が
っ
て
動
か
す
場
合
に
は
、〈
発
音
〉 

お
よ
び

〈
発
音
〉
か
ら
伝
え
ら
れ
る
も
の
と
の
双
方
に
対
し
て
同
時
に

注
意
が
向
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
誰
か
が
、

　
　

彼
は
、
手
と
腹
と
局
部 penis 

で
父
親
の
遺
産
を
使
い
果

　
　

し
て
し
ま
っ
た
。

 
   （Sallustius, B

e
llu

m
 C

a
tilin

a
e 14, 2

）

と
い
う
言
葉
を
聴
く
と
き
、
耳
の
貞
潔
が
損
な
わ
れ
な
い
の
は

一
体
ど
う
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か）
11
（

。 
 　

こ
れ
ら
三
つ
の
場
合
の
内
の
第
二
の
場
合
は
、「
人
が
特
定
の

〈
こ
と
ば
〉
を
聴
き
そ
の
意
味
を
思
い
浮
か
べ
る
」
と
い
う
通
常
の

場
合
の
記
述
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
特
に
注
目
し
た
い
の

は
、
第
一
の
場
合
と
第
三
の
場
合
で
あ
る
。  

第
一
の
場
合
は
、〈
こ

と
ば
〉
が
純
粋
な
音
声
と
し
て
そ
の
聴
き
手
に
何
ら
か
の
働
き
か
け

を
行
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、‘A

rtaxerxes rex’

と

い
う
〈
こ
と
ば
〉
を
聴
い
た
人
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
三
個
の
破
裂

音
（
‘x’
と
い
う
音
声
）
の
ゆ
え
に
、
た
と
え
そ
の
意
味
を
知
ら
な
く

て
も
何
か
「
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
も
の
」asperitas 

を
思
い
浮
か
べ
る
。

　

ま
た‘E

uryalus’

と
い
う
〈
こ
と
ば
〉
を
聴
い
た
人
は
、
そ
こ
に

含
ま
れ
る
二
個
の
流
音
（
‘r’
お
よ
び
‘ l ’
） 

の
ゆ
え
に
、
た
と
え
そ
の

意
味
を
知
ら
な
く
て
も
何
か
「
滑
ら
か
な
も
の
」lenitas 

を
思
い

浮
か
べ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は

  

1
．
‘x’ 

と
い
う
破
裂
音
は
、
自
然
本
性
的
に
「
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た

　

も
の
」
を
指
し
示
す

2
．
‘ l ’ 

や 

‘r’ 

と
い
う
流
音
は
、
自
然
本
性
的
に
「
滑
ら
か
な

　

も
の
」
を
指
し
示
す

と
い
う
事
態
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
ス
ト

ア
の
言
語
論
に
お
け
る
〈
し
る
し
〉σημεῖον 

の
理
論
を
前
提
し
て

い
る
。
ス
ト
ア
の
言
語
論
に
お
い
て
は
、「
も
し
Ａ
で
あ
る
な
ら
Ｂ
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で
あ
る
」
と
い
う
条
件
命
題
が
自
然
本
性
的
に
成
立
す
る
場
合
に
、

「
Ａ
は
Ｂ
の
〈
し
る
し
〉σημεῖον

で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
が）
12
（

、 
  

た
と
え
ば
、「
も
し
女
に
乳
が
出
る
な
ら
、
そ
の
女
は
妊
娠
し

て
い
る
」
と
い
う
命
題
が
成
立
す
る
場
合
に
、「〈
女
に
乳
が
出

る
〉
は
〈
女
は
妊
娠
し
て
い
る
〉
の
〈
し
る
し
〉σημεῖον

で

あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、〈
こ
と
ば
〉
が
有
す
る
自
然
本
性
的
側
面 

（e.g. 

悦
び
の
叫
び
、
悲
し
み
の
叫
び
、
苦
悶
の
叫
び etc. 

は
言
語
に

よ
っ
て
異
な
ら
な
い
）
を
こ
の
よ
う
な
ス
ト
ア
のσημεῖον 

理
論
に

よ
っ
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
第
三
の
場
合
は
、「
同
一
の
こ

と
が
ら
が
語
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
用
い
ら
れ
る
〈
こ
と
ば
〉

に
よ
っ
て
印
象
が
異
な
る
」
と
い
う
事
態
を
、
第
一
の
場
合 （=
〈
こ

と
ば
〉
の
音
が
与
え
る
印
象
） 

と
第
二
の
場
合
（=

〈
こ
と
ば
〉
の
意
味
）

と
の
複
合
現
象
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
人
が

  

彼
は
、
手
（=

賭
博
）
と
腹
（=

美
食
）
と
局
部 penis

（=

買

春
）
で
父
親
の
遺
産
を
使
い
果
し
て
し
ま
っ
た
。

と
い
う
語
を
聴
く
と
き
、「
耳
の
貞
潔
が
失
わ
れ
な
い
」
の
は
、「
意

味
表
示
さ
れ
て
い
る
〈
も
の
〉
の
汚
ら
し
さ
が
、
意
味
表
示
す

る
〈
こ
と
ば
〉
の
飾
り
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
」turpitudo rei 

quae significata est decore verbi significantis operitur 

か
ら

な
の
で
あ
る）
13
（

。 

　

３　
『
教
師
』D

e m
agistro

（
三
八
九
年
）

  

『
教
師
』
は
、『
問
答
法
に
つ
い
て
』
の
三
年
後
の
三
八
九
年
に

執
筆
さ
れ
た
息
子 A

deodatus 

と
の
対
話
篇
で
あ
る
が
、『
問
答

法
に
つ
い
て
』
で
提
示
さ
れ
た
言
語
思
想
は
、
他
者
へ
の
「
伝
達
」

（docere

）
の
問
題
を
論
ず
る
本
著
作
で
飛
躍
的
に
深
ま
っ
て
行
く
。

以
下
、
幾
つ
か
の
特
徴
的
な
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

３
・
１　
〈
し
る
し
〉signum

 

を
媒
介
と
し
た
伝
達
と
〈
し
る

し
〉
を
媒
介
と
し
な
い
伝
達
（『
教
師
』
二
・
三
│
三
・
六
）

　

対
話
開
始
直
後
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、‘si’ 

（
も
し
〜
な
ら
ば
）、

‘nihil’ 
（
無
）、‘ex’ 

（
〜
か
ら
）
と
い
う
、
そ
の
意
味
を
説
明
す
る
こ

と
が
困
難
な
語
を
含
む
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
の
一
節

を
引
用
し
た
の
ち
、「
特
定
の
〈
こ
と
ば
〉
が
意
味
表
示
す
る
〈
も
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の
〉」
を
〈
し
る
し
〉signum

を
媒
介
と
せ
ず
に
示
す
こ
と
が
で
き

る
か
」
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。

　
﹇『
教
師
』 
二
・
三
﹈

A
ug.

：
で
は
ど
う
だ
ろ
う
。〈
し
る
し
〉
は
何
か
を
意
味
表
示

す
る
の
で
な
け
れ
ば
、 〈
し
る
し
〉
た
り
得
な
い
で
は
な
か
ろ

う
か
。

A
d.  

：
そ
の
通
り
で
す
。

A
ug.

：
で
は
、
次
の
詩
句
に
は
幾
つ
の
〈
こ
と
ば
〉
が
あ
る
か

ね
。

 Si nihil ex tanta superis placet urbe relinqui.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   (Verg.A

e
n.2.659.)

A
d.  

： 

八
つ
で
す
。

　
﹇『
教
師
』
二
・
四
﹈　

A
d.  

： 

第
三
の
前
置
詞
は ‘ex’

で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
は
、

こ
れ
の
代
わ
り
に‘de’

と
言
う dicere 

こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
す
。

A
ug.

：
わ
た
し
が
求
め
て
い
る
の
は
、 「
あ
る
極
め
て
よ
く
知

ら
れ
た
音
声 vox 

の
代
わ
り
に
、
そ
れ
と
同
一
の
こ
と
を
意

味
表
示
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
同
じ
く
ら
い
よ
く
知
ら
れ
た
音

声
を
発
す
る dicere

」
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
〈
し
る
し
〉
を
媒
介
と
し
な
い
伝
達
の
と
し
て
「
実
物
提

示
」
の
場
合
を
掲
げ
る
。

　
﹇『
教
師
』
三
・
五
﹈

A
d.  

： 

わ
た
し
の
答
え
に
よ
っ
て
は
お
望
み
の
こ
と
が
起
こ

る
の
は
全
く
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と

│
こ
の
こ
と
を
お
父
さ

ん
が
知
ら
な
い
と
は
驚
い
た
こ
と
で
す
ね
。
…
…
お
父
さ
ん
の

求
め
て
い
る
の
は
〈
も
の
〉
で
あ
り
、 

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
に
せ
よ
〈
こ
と
ば
〉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
お

父
さ
ん
で
す
ら
そ
の
〈
も
の
〉
を
〈
こ
と
ば
〉
に
よ
っ
て
わ
た

し
か
ら
求
め
て
お
ら
れ
る
の
だ
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、 

ま
ず

お
と
う
さ
ん
の
方
が
〈
こ
と
ば
〉
な
し
に
求
め
て
下
さ
い
。
そ

う
し
て
く
だ
さ
っ
た
ら
、
わ
た
し
が
同
じ
仕
方
で
答
え
ま
し
ょ

う
。

A
ug.

：
お
ま
え
の
言
う
（
行
う
）
こ
と
は
正
し
い
と
告
白
す
る
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よ
。
だ
が
も
し
わ
た
し
が
、 「
壁
」 paries 

と
語
ら
れ
る
の
を

聞
い
て
「
あ
の
三
音
節
は
何
を
意
味
表
示
す
る
の
か
」
と
求

め
た
と
し
た
な
ら
、 

そ
の
時
に
は
、 

お
ま
え
は
「
指
」digitus 

で
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、 

わ
た
し
が
〈
も
の
〉res 

そ
れ
自

体
を
見
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
〈
も
の
〉
は
、 
そ
の
三
音
節
が
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

お
ま
え
は
い
か
な
る
〈
こ
と
ば
〉
を
も
参
照
す
る referre 

こ
と
な
し
に
そ
れ
を
示
し
て
い
るdem

onstrare 

…
…
。

　

そ
の
後
、『
教
師
』
三
・
五
│
六
で
は
、「
実
物
提
示
」
の
様
々
な

場
合
が
論
じ
ら
れ
（e.g.

「
歩
く
と
は
何
か
」
と
問
わ
れ
て
歩
い
て
み

せ
る
場
合 etc.

）、
次
い
で
そ
の
〈
限
界
〉
が
論
じ
ら
れ
る
。

1
．
問
わ
れ
た
も
の
が
名
詞
で
な
い
場
合
、
実
物
提
示
は
不
可

能
で
あ
る
。

2
．
問
わ
れ
た
も
の
が
眼
前
に
な
い
場
合
、
実
物
提
示
は
不
可

能
で
あ
る
。

3
．
歩
い
て
い
る
最
中
に
「
歩
く
と
は
何
か
」
と
問
わ
れ
た
場

合
、
実
物
提
示
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
の
根
底
に
は
、「〈
こ
と
ば
〉uerbum

 

と
い
う
〈
し

る
し
〉
の
他
の
〈
し
る
し
〉
に
対
す
る
卓
越
性
」
の
意
識
が
横

た
わ
っ
て
い
る
。
前
掲
の
『
問
答
法
に
つ
い
て
』
第
五
章
で
は
、

〈
こ
と
ば
〉
な
る
も
の
の
卓
越
性
が
「〈
こ
と
ば
〉
は
い
か
な
る
も

の
の
〈
し
る
し
〉
で
も
あ
る
」uerbum

 est uniuscuiusque rei 

signum
 

と
い
う
語
で
示
さ
れ
て
い
た
が
、『
教
師
』
に
お
け
る
こ

の
議
論
は
、〈
こ
と
ば
〉
な
る
〈
し
る
し
〉
が
い
か
な
る
点
で
他
の

〈
し
る
し
〉
よ
り
も
卓
越
し
て
い
る
か
を
具
体
的
な
場
面
で
示
し
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

３
・
２　
〈
メ
タ
言
語
〉
の
諸
相
│
相
互
に
意
味
表
示
す
る
〈
し

る
し
〉、
自
己
を
意
味
表
示
す
る
〈
し
る
し
〉etc. 

（『
教
師
』
四
・
九
│

六
・
八
）

　

そ
の
後
議
論
は
、
実
物
提
示
の
問
題
（i.e.

〈
も
の
〉
は
〈
し
る
し
〉

を
媒
介
と
せ
ず
に
提
示
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
）
か
ら
、
そ
の
逆
の

場
合
へ
と
展
開
し
、〈
し
る
し
〉
は
〈
し
る
し
〉
を
媒
介
と
し
て
提

示
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
に
至
る
。
そ
し
て
い
わ

ゆ
る
〈
メ
タ
言
語
〉
の
問
題
が
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
論
じ
ら
れ
る
。

　
﹇『
教
師
』
四
・
九
﹈
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A
ug.

：
で
は
次
の
こ
と
を
も
答
え
て
も
ら
い
た
い
。〈
こ
と

ば
〉
は
〈
名
前
〉
の
〈
し
る
し
〉
で
あ
り
、 〈
名
前
〉
は
「
流

れ
」
の
〈
し
る
し
〉
で
あ
り
、「
流
れ
」
は
「
今
見
る
こ
と
の

で
き
る
〈
も
の
〉」
の
〈
し
る
し
〉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
お
ま

え
は
、 

こ
の
〈
も
の
〉
と
そ
れ
の
〈
し
る
し
〉
で
あ
る
「
流
れ
」

と
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
ま
た
こ
の
〈
し
る

し
〉（i.e.

「
流
れ
」）
と
こ
の
〈
し
る
し
〉
の
〈
し
る
し
〉
で
あ

る
〈
名
前
〉
と
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て

語
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
お
ま
え
は
、 〈
名
前
〉
の
〈
し
る

し
〉

│
そ
れ
は
〈
こ
と
ば
〉
だ
と
我
々
は
発
見
し
た
わ
け
だ

が

│
と
、〈
名
前
〉
そ
れ
自
体

│
こ
れ
の
〈
し
る
し
〉
が

〈
こ
と
ば
〉
で
あ
る
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
と

考
え
る
だ
ろ
う
か
。

A
d.  

：
わ
た
し
の
理
解
で
は
、
違
い
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

つ
ま
り
、 〈
名
前
〉
に
よ
っ
て
意
味
表
示
さ
れ
る
も
の
は
〈
こ

と
ば
〉
に
よ
っ
て
も
意
味
表
示
さ
れ
ま
す

│
と
い
う
の
も
、

〈
名
前
〉
が
〈
こ
と
ば
〉
で
あ
る
よ
う
に
「
流
れ
」
も
〈
こ
と

ば
〉
な
の
で
す
か
ら

│
、
し
か
し
〈
こ
と
ば
〉
に
よ
っ
て
意

味
表
示
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
が
〈
名
前
〉
に
よ
っ
て
も
意
味
表

示
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ

て
の
〈
名
前
〉
は
〈
こ
と
ば
〉
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
〈
こ
と

ば
〉
が
〈
名
前
〉
な
の
で
は
な
い
、 

と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、

〈
こ
と
ば
〉
と
〈
名
前
〉
と
の
違
い
、
す
な
わ
ち
、
他
の
い
か

な
る
〈
し
る
し
〉
を
も
意
味
表
示
し
な
い
〈
し
る
し
〉
の
〈
し

る
し
〉（i.e.

〈
名
前
〉）
と
、
さ
ら
に
他
の
〈
し
る
し
〉
を
意
味

表
示
す
る
〈
し
る
し
〉
の
〈
し
る
し
〉（i.e.

〈
こ
と
ば
〉）
と
の

違
い
は
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
。
…
…

A
ug.

：
と
す
る
な
ら
、 〈
名
前
〉
と
〈
こ
と
ば
〉
と
の
関
係
は
、 

馬
と
動
物
と
の
関
係
に
等
し
い
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
次
の
場
合
が
論
じ
ら
れ
る
。

  

1
．
相
互
に
意
味
表
示
す
る
〈
し
る
し
〉 （e.g. ‘nom

en’

と

‘uerbum
’

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

D
e
 m

a
g. 5.11-16

2
．
自
己
を
意
味
表
示
す
る
〈
し
る
し
〉 （e.g. ‘nom

en’

）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

D
e
 m

a
g. 6.17-18

  こ
う
し
て
、
他
の
〈
し
る
し
〉
を
意
味
表
示
す
る
〈
し
る
し
〉、
い

わ
ゆ
る
メ
タ
言
語
が
、
極
め
て
複
雑
な
意
味
表
示
の
相
互
関
係
を
構

成
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
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３
・
３　

い
わ
ゆ
る
〈
質
料
代
表
〉suppositio m

aterialis 

の

問
題 （『
教
師
』
八
・
二
三
│
二
四
）

　

続
く
二
三
│
二
四
節
で
は
、
ひ
と
つ
の
ロ
ー
マ
の
冗
談
を
手
掛
か

り
に
、
特
定
の
語
が
「
音
声
と
し
て
の
自
己
自
身
」
を
指
し
示
す
場

合
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
。

  　
﹇『
教
師
』
八
・
二
三
﹈

「
今
、
僕
は
君
の
口
か
ら
ラ
イ
オ
ン
を
出
し
て
み
せ
よ
う
」

│
「
え
っ
、
ラ
イ
オ
ン
？
」

│
「
ほ
ら
、
ラ
イ
オ
ン
が  

君
の
口
か
ら
出
た
！
」（
ロ
ー
マ
人
の
冗
談
）

　

通
常
、
ひ
と
つ
の
〈
こ
と
ば
〉
は
そ
れ
が
意
味
表
示
す
る
〈
も

の
〉
の
代
換
物
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
キ
ケ
ロ
は
政

治
家
で
あ
る
」
と
い
う
文
の
主
語
で
あ
る
「
キ
ケ
ロ
」
は
歴
史
的

人
物
と
し
て
の
キ
ケ
ロ
の
代
換
物
で
あ
る
。
し
か
る
に
、「
キ
ケ
ロ

は
三
音
節
の
語
で
あ
る
」
と
い
う
文
の
主
語
で
あ
る
「
キ
ケ
ロ
」

は
音
声
と
し
て
の
「
キ
ケ
ロ
」
そ
れ
自
体
と
し
て
（i.e. 

実
物
提
示

と
し
て
） 

用
い
ら
れ
て
い
る
（
い
わ
ゆ
る
「
質
料
代
表
」suppositio 

m
aterialis

）。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
特
定
の
語
の
通
常

の
用
法
と
質
料
代
表
と
し
て
の
用
法
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

  　
﹇『
教
師
』 

八
・
二
四
﹈

A
ug.

：
…
…
け
れ
ど
も
、
も
し
誰
か
が
「
人
間
と
は
何
か
」
と 

│
そ
れ
が
「
名
詞
」
か
「
動
詞
」
か
と
問
う
こ
と
な
し
に

│
問
う
と
す
れ
ば
、
精
神
は
か
の
好
ま
し
い
言
語
の
規
則
に

よ
っ
て placita illa loquendi regula 

「
動
物
」
と
答
え
る
だ

ろ
う
。

　
　

…
…

す
な
わ
ち
、
自
然
的
に
き
わ
め
て
強
い
力
を
持
つ
規
則
に
よ
っ

て ea scilicet regula, quae naturaliter plurim
um

 ualet

、

わ
れ
わ
れ
の
注
意 intentio 

は
、〈
し
る
し
〉
を
聴
く
と
き
、

そ
の
〈
し
る
し
〉
が
意
味
表
示
し
て
い
る
も
の
へ
と
導
か
れ
る

の
だ
。

 　

３
・
４　

被
伝
達
者
が
全
く
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
の
な
い

も
の
を
〈
し
る
し
〉
を
媒
介
と
し
て
伝
達
で
き
る
か
（『
教
師
』
一

○
・
三
三
）

　

こ
こ
ま
で
深
め
ら
れ
て
来
た
議
論
は
、
い
わ
ば
「
精
神
の
力
と
眼

差
し
を
訓
練
す
る
」
た
め
の
「
前
奏
」praeludo

（D
e
 m

a
g.8.21

）
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で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
て
本
書
の
中
心
的
な
問
題
、

す
な
わ
ち
「
被
伝
達
者
が
全
く
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
の
な
い

も
の
は
〈
し
る
し
〉
を
媒
介
と
し
て
伝
達
で
き
る
か
」
と
い
う
問
題

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
否
定
的
な
結
論
が
導
き

出
さ
れ
る
。

  　
﹇『
教
師
』
一
○
・
三
三
﹈

A
ug.

：
だ
が
、
も
し
わ
た
し
た
ち
が
さ
ら
に
念
を
入
れ
て
考

え
る
な
ら
、
お
そ
ら
く
お
前
は
「
そ
の
〈
し
る
し
〉
に
よ
っ

て
学
ば
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
見
出
す
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、〈
し
る
し
〉
が
わ
た
し
に
与
え
ら
れ
る
場

合
、
も
し
わ
た
し
が
「
そ
の
〈
し
る
し
〉
が
ど
ん
な
〈
も
の
〉

の
〈
し
る
し
〉
か
」
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が

分
か
る
な
ら
、
そ
の
〈
し
る
し
〉
は
わ
た
し
に
何
も
教
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
し
、
他
方
、
も
し
わ
た
し
が
知
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
分
か
る
な
ら
、
わ
た
し
は
一
体
何
を
そ
の
〈
し
る

し
〉
に
よ
っ
て
学
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
が
「
そ
し
て
彼
ら

の sarabarae 

は
損
な
れ
な
い
」（
ダ
ニ
三
・
九
四
）
と
い
う
文

を
読
む
と
き
、
そ
の
語
（sarabarae

）
は
、
そ
れ
が
意
味
表
示

し
て
い
る
〈
も
の
〉
を
示
し
は
し
な
い
の
で
あ
る）
14
（

。 

 　

３
・
５　

教
師 m

agister 

と
し
て
の
〈
内
な
る
キ
リ
ス
ト
〉

　

そ
し
て
、
本
書
の
結
論
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

  　
﹇『
教
師
』
一
一
・
三
六
﹈

A
ug.

：
わ
た
し
が
〈
こ
と
ば
〉
に
最
大
限
帰
す
る
こ
と
が
で
き

る
価
値
は
、
せ
い
ぜ
い
次
の
こ
と
だ
。

│
〈
こ
と
ば
〉
は
私

に
〈
も
の
〉
を
探
求
す
べ
く
促
し
は
す
る
も
の
の
、〈
も
の
〉

を
示
し
て
わ
た
し
た
ち
が
そ
れ
を
知
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
な

い
。
だ
が
わ
た
し
が
知
り
た
い
と
思
う
こ
と
が
ら
を
、
眼
や
何

か
の
感
覚
、
あ
る
い
は
精
神 m

ens 

そ
れ
自
体
に
提
示
す
る
者

は
、
わ
た
し
に
何
ら
か
の
こ
と
を
教
え
て
い
る）
15
（

。 
  　

﹇『
教
師
』
一
一
・
三
八
﹈

A
ug.

：
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
が
理
解
す
る
普
遍
的
な
こ
と
が
ら 

uniersa 

に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
は
お
そ
ら
く
、〈
こ
と
ば
〉
に

よ
っ
て
真
理
と
相
談
す
べ
く
促
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
外
界

で
音
声
を
響
か
せ
る
話
し
手
に
相
談
す
る
の
で
は
な
く
、
内
的

に
精
神
を
支
配
す
る
真
理
に
相
談
す
る
の
だ
。
し
か
る
に
、
そ

の
相
談
さ
れ
る
者
、
教
え
る
者
、〈
内
な
る
人
〉
の
中
に
住
み
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た
も
う
者
は
、
キ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
不
動
か
つ
永
遠
な
る
神

の
知
恵
で
あ
る）
16
（

。 
   

『
教
師
』
は
『
問
答
法
に
つ
い
て
』
の
僅
か
三
年
後
に
執
筆
さ
れ

た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
第
二
の
言
語
理
論
書
で
あ
る
。
し
か
し
そ

こ
に
展
開
さ
れ
る
思
想
は
、『
問
答
法
に
つ
い
て
』
の
基
本
線
を
受

け
継
ぎ
な
が
ら
も
大
き
な
深
化
を
遂
げ
て
い
る
。
特
に
、
知
性
認
識 

intellegere 

の
対
象
た
る
普
遍
的
な
こ
と
が
ら uniuersa 

の
認
識

に
お
け
る
〈
こ
と
ば
〉
の
限
界
性
の
指
摘
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

が
い
わ
ゆ
る
〈
照
明
説
〉
に
向
け
て
一
歩
を
踏
み
出
し
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

４　
『
告
白
』C

onfessiones 

一
・
八
・
一
三 

　
　

│
子
ど
も
は
い
か
に
し
て
言
語
を
学
ぶ
か
（
三
九
七
│
四
○
○
年
）

  

『
告
白
』
第
一
巻
で
は
、
自
ら
の
幼
年
時
代
を
回
想
し
つ
つ
、
子

ど
も
が
初
め
て
言
語
を
学
ぶ
と
い
う
事
態
に
即
し
て
深
い
考
察
が
展

開
さ
れ
る
。

　

４
・
１　
『
告
白
』
一
・
八
・
一
三
の
本
文

　

ま
ず
は
、
こ
の
箇
所
の
本
文
を
引
用
す
る
。

　

わ
た
し
は
、
幼
年
時
代
か
ら
さ
ら
に
進
み
つ
つ
子
供
時
代
へ

と
や
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
む
し

ろ
、
子
供
時
代
が
私
の
内
へ
と
や
っ
て
き
て
幼
年
時
代
に
続
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
幼
年
時
代
は
立
ち
去
っ
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
一
体
ど
こ
に
消
え
る
の
で

し
ょ
う
か
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

つ
ま
り
わ
た
し
は
、
も
の
言
わ
ぬ
幼
児
で
は
な
く
、
今
や
言
葉

を
話
す
子
供
に
な
っ
て
い
た
の
で
す）
17
（

。 

　

わ
た
し
は
こ
の
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
わ
た
し
が
、

ど
こ
か
ら
話
す
こ
と
を
学
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
注
意
を
向
け
た

の
は
、
後
に
な
っ
て
の
こ
と
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
少
し
後

に
文
字
を
学
ん
だ
場
合
の
よ
う
に
、
年
長
の
人
々
が
わ
た
し
に
、

一
定
の
秩
序
を
も
っ
た
教
え
の
言
葉
を
提
示
し
て
教
え
た
わ
け

で
は
な
く
、
わ
が
神
よ
、
あ
な
た
が
わ
た
し
に
与
え
て
く
だ

さ
っ
た
精
神
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
自
ら
が
自
ら
を
教
え
た
の
だ

か
ら
で
す）
18
（

。 
  

つ
ま
り
わ
た
し
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
呻
き
や
声
、
さ
ま
ざ
ま
な

手
足
の
動
き
に
よ
っ
て
心
に
思
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
、
み
ず
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か
ら
の
意
思
に
従
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
み
ず
か
ら
欲

し
た
す
べ
て
の
こ
と
も
表
現
で
き
な
か
っ
た
し
、
欲
し
た
す
べ

て
の
人
に
対
し
て
も
表
現
で
き
な
か
っ
た
の
で
す）
19
（

。 
  

わ
た
し
は
、
年
長
の
人
々
が
何
ら
か
の
も
の
を
呼
ん
で
い
た

と
き
に
、﹇
そ
の
こ
と
を
﹈
記
憶
で
捉
え
て
ゆ
き
ま
し
た
。
ま
た
、

そ
の
声
に
応
じ
て
身
体
を
何
か
に
向
か
っ
て
動
か
そ
う
と
す
る

と
き
に
、﹇
そ
の
こ
と
を
﹈
見
て
ゆ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
彼
ら

が
そ
の
も
の
を
示
そ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
れ
が
彼
ら
に
よ
っ

て
こ
の
響
き
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
こ
と
を
把
持
し
て
ゆ
き
ま
し

た
）
20
（

。 
  

し
か
る
に
、
彼
ら
が
こ
の
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
こ
と
は
身

体
の
動
き
か
ら
明
ら
か
で
し
た
。
身
体
の
動
き
は
、
い
わ
ば
、

す
べ
て
の
民
族
に
共
通
な
自
然
言
語 uerba naturalia 
で
あ

り
、
事
物
を
求
め
た
り
、
所
有
し
た
り
、
排
斥
し
た
り
、
避

け
た
り
す
る
と
き
の
魂
の
状
態 affectio anim

i 

を
指
し
示
す

表
情
や
眼
の
う
な
づ
き
、
そ
の
他
の
手
足
の
動
き
、
声
の
響
き

に
よ
っ
て
起
こ
り
ま
す）
21
（

。 
  

こ
う
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
配

置
さ
れ
て
い
る
語 uerba 

を
繰
り
返
し
聴
く
内
に
、
わ
た
し

は
、
そ
れ
ら
の
語
が
い
か
な
る
〈
も
の
〉
の
し
る
し
で
あ
る
の

か
を
少
し
ず
つ
推
論
し
、
口
を
こ
れ
ら
の
〈
し
る
し
〉
の
中
で

飼
い
慣
ら
し
て
、
自
ら
の
意
志
を
表
明
し
始
め
ま
し
た）
22
（

。 
  

こ
の
よ
う
に
し
て
わ
た
し
は
、
わ
た
し
が
そ
の
間
に
い
る

人
々
と
、
意
思
を
表
明
す
る
た
め
の
〈
し
る
し
〉
を
交
し
、
両

親
の
権
威
と
年
長
の
人
々
の
う
な
づ
き
に
頼
り
な
が
ら
、
荒
々

し
い
人
間
の
生
の
社
会
に
、
一
層
深
く
乗
り
出
し
た
の
で
し

た
）
23
（

。 

　

４
・
２　

子
ど
も
が
言
語
を
学
ぶ
過
程

　

こ
の
箇
所
で
は
、
子
ど
も
が
言
語
を
学
ぶ
過
程
が
次
の
よ
う
な
段

階
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る）
24
（

。 　

1
．
自
分
勝
手
な
〈
し
る
し
〉
で
は
、
み
ず
か
ら
の
意
思
を
伝

え
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
る
。

2
．〈
も
の
〉
と
〈
し
る
し
〉
と
の
対
応
関
係
を
三
つ
の
仕
方

で
知
っ
て
行
く
。

　

a
．〈
も
の
〉
と
〈
し
る
し
〉
と
が
共
存
す
る
場
合
、
子
ど

も
は
そ
の
〈
も
の
〉
と
〈
音
声
〉
と
を
同
時
に
感
覚
す
る

こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
対
応
関
係
を

記
憶 m

em
oria 

に
蓄
え
て
行
く
。
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b
．〈
も
の
〉
と
〈
し
る
し
〉
と
が
距
離
的
に
離
れ
て
い
る

場
合
、
子
ど
も
は
、
年
長
者
が
特
定
の
〈
音
声
〉
を
発
し

つ
つ
特
定
の
〈
も
の
〉
に
向
か
っ
て
身
体
を
動
か
し
て
行

く
こ
と
を
繰
り
返
し
感
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

〈
音
声
〉
と
〈
も
の
〉
と
の
対
応
関
係
を
知
り
、
そ
れ
を

記
憶
し
て
行
く
。

　

c
．〈
音
声
〉
の
み
が
現
存
す
る
場
合
、
子
ど
も
は
年
長
者

の
発
す
る
〈
音
声
〉
を
繰
り
返
し
感
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ

て

│
こ
れ
を
上
記
二
つ
の
場
合
と
結
合
し
つ
つ

│

〈
音
声
〉
と
〈
も
の
〉
と
の
対
応
関
係
を
知
り
、
こ
れ
を

記
憶
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。

3
．
文
の
中
で
し
か
学
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
語
の
意
味
を
、
文

の
文
法
的
構
造
の
中
か
ら
推
論 collegere

す
）
25
（

る
。

4
．
心
の
中
の
様
々
な
こ
と
が
ら
を
み
ず
か
ら
の
学
ん
だ
言
語

に
「
適
合
さ
せ
」、
み
ず
か
ら
の
意
思
を
表
明
し
始
め
る
。

5
．
荒
々
し
い
人
間
の
生
の
社
会
の
中
に
、
一
層
深
く
乗
り
出

し
て
ゆ
く
。

　

４
・
３　

子
ど
も
が
言
語
を
学
ぶ
に
際
し
て
起
こ
っ
て
い
る
特
異

な
事
態

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
こ
の
記
述
を
通
し
て
語
る
の
は
「
子
ど
も

が
初
め
て
〈
こ
と
ば
〉
を
学
ぶ
と
き
、
特
異
な
で
き
ご
と
が
生
起
し

て
い
る
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

  

通
常
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
学
ぶ
と
き
、
そ
の
こ
と
が
ら
を
〈
こ

と
ば
〉
を
媒
介
と
し
て
学
習
す
る
。
し
か
る
に
、
子
ど
も
が
初
め
て

〈
こ
と
ば
〉
を
学
ぶ
場
合
、
子
ど
も
は
学
習
の
媒
介
と
し
て
の
〈
こ

と
ば
〉
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、〈
こ
と
ば
〉
を
媒
介
と
し
て

〈
こ
と
ば
〉
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、
子
ど
も
が
初
め
て

〈
こ
と
ば
〉
を
学
ぶ
と
き
に
起
こ
っ
て
い
る
の
は
い
か
な
る
こ
と
か
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
こ
の
〈
謎
〉
の
考
察
を
通
し
て
、
身
体
の
動
き
、

す
な
わ
ち
顔
の
表
情
、
眼
の
う
な
づ
き
、
そ
の
他
の
手
足
の
動
き
、

声
の
響
き
と
い
っ
た
〈
自
然
的
な
こ
と
ば
〉uerba naturalia 

の
果

た
す
決
定
的
役
割
を
発
見
す
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
れ
ら
を

「
す
べ
て
の
民
族
の
自
然
的
こ
と
ば
」uerba naturalia om

nium
 

gentium

（=

す
べ
て
の
民
族
に
共
通
な
自
然
的
こ
と
ば
）
と
呼
ん
で

い
る
が
、
こ
れ
が
『
問
答
法
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
〈
こ
と
ば
の

力
〉uis uerbi 

を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。‘A

rtaxerxes R
ex’

と
い
う
語
を
聴
い
た
人
は
、
そ
こ
に
含

ま
れ
る
破
裂
音
の
ゆ
え
に
何
か
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
も
の
を
、‘E

uryalus’

と
い
う
語
を
聴
い
た
人
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
流
音
の
ゆ
え
に
何
か
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滑
ら
か
な
も
の
を
自
然
本
性
的
に
思
い
浮
か
べ
る
。
同
様
に
、
子
ど

も
は
身
体
の
動
き
や
顔
の
表
情
、
う
な
づ
き
、
声
の
響
き
等
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ら
と
同
時
に
発
せ
ら
れ
る
〈
音
〉
と
そ
れ
が
指
し
示
す

〈
も
の
〉
と
の
対
応
関
係
を
自
然
本
性
的
に
学
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。

　

５　
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』D

e doctrina christiana

二
・

一
・
一
│
二
・
四
・
五

│ 
〈
自
然
的
な
し
る
し
〉
と
〈
与
え
ら
れ
た

し
る
し
〉（
三
九
七
│
八
／
四
ニ
六
│
七
年
）

　

こ
こ
ま
で
展
開
さ
れ
て
来
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
語
思
想
は
、

『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』D

e
 d

o
c
tr

in
a
 c

h
r
is

tia
n

a 
に
お
け
る
〈
し

る
し
〉signum

 

論
と
し
て
結
実
す
る
。

  

『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
は
、
三
九
六
年
に
北
ア
フ
リ
カ
・
ヒ
ッ

ポ
の
司
祭
に
就
任
し
例
外
的
に
説
教
を
許
さ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
が
、
み
ず
か
ら
の
説
教
の
結
果
、
若
い
司
祭
た
ち
の
間
に
燃
え
上

が
っ
た
聖
書
研
究
へ
の
機
運
に
応
え
る
形
で
執
筆
さ
れ
た
「
聖
書
解

釈
と
そ
の
内
容
の
他
者
へ
の
伝
達
の
仕
方
」
に
関
す
る
著
作
で
あ

る
）
26
（

。 
  

著
作
は
、「〈
も
の
〉
と
〈
し
る
し
〉」
と
い
う
構
造
に
従
っ
て
執

筆
さ
れ
、
そ
の
第
一
巻
で
は
、
言
語
と
い
う
〈
し
る
し
〉
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
聖
書
が
指
し
示
し
て
い
る
〈
も
の
〉
の
内
容
が
「
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
の
内
容
」
と
し
て
示
さ
れ
、
第
二
〜
三
巻
で
は
〈
し
る

し
〉
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
、
第
四
巻
で
は
聖
書
解
釈
の
結
果

と
し
て
捉
え
ら
れ
た
〈
も
の
〉
を
い
か
に
し
て
他
者
に
伝
達
す
る
か
、

と
い
う
方
法
が
修
辞
学 rhetorica 

の
問
題
と
絡
め
て
論
じ
ら
れ
る
。

　

５
・
１ 〈
自
然
的
な
し
る
し
〉signa naturalia 

と
〈
与
え
ら
れ

た
し
る
し
〉signa data

│
定
義
と
実
例

　

そ
し
て
、
第
二
巻
冒
頭
で
〈
し
る
し
〉
が
二
種
類
に
区
分
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
、
そ
の
実
例
が
提
示
さ
れ
る
。

　

1　

自
然
的
な
し
る
し signa naturalia

  

意
味
表
示
し
よ
う
と
す
る
意
思
な
い
し
何
ら
か
の
欲
求
な
し
に
、

み
ず
か
ら
と
は
別
に
、
み
ず
か
ら
が
原
因
と
な
っ
て
何
か
他
の

も
の
が
認
識
さ
せ
ら
れ
る
〈
し
る
し
〉

 ( signa) quae sine uoluntate atque ullo appetitu 
significandi praeter se aliquid aliud ex se cognosci 

faciunt
（D

e
 d

o
c
t. c

h
r
is

t. 2.1.2)
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﹇
実
例
﹈

1
．
煙
」
を
見
て
そ
の
下
に
あ
る
「
火
」
を
思
惟
す
る
場
合
の

「
煙
」

2
． 
獣
の
「
足
跡
」
を
見
て
「
獣
」
を
思
惟
す
る
場
合
の
「
足

跡
」

3
．
人
間
が
怒
っ
た
り
悲
し
ん
だ
り
す
る
場
合
の
顔
の
「
表

情
」uultus

4
．
人
間
が
怒
っ
た
り
悲
し
ん
だ
り
す
る
場
合
に
発
せ
ら
れ
る

「
間
投
詞
」interiectio (ibid.) 

　

2
　
与
え
ら
れ
た
し
る
し signa data

  

何
で
あ
れ
生
け
る
も
の
が
、
み
ず
か
ら
の
魂
の
動
き

│
い
か

な
る
感
覚
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
知
性
認
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ

│
を
示
す
た
め
に
お
互
い
に
与
え
合
う
〈
し
る
し
〉

(signa) quae sibi quaeque uiuentia inuicem
 dant ad 

dem
onstrandos, quantum

   possunt, m
otus anim

i sui uel 

sensa aut intellecta quaelibet (D
e
 c

t. c
h
r
is

t. 2.2.3)

    

   ﹇
実
例
﹈

1
．
視
覚
に
属
す
る
も
の
：
頷
き
、
身
振
り
、
軍
旗
、
と
り
わ

け
文
字

2
．
聴
覚
に
属
す
る
も
の
：
何
か
を
意
味
表
示
す
る
ラ
ッ
パ
、

笛
、
琴
、
と
り
わ
け
言
語

3
．
嗅
覚
に
属
す
る
も
の
： 

キ
リ
ス
ト
の
足
元
に
注
が
れ
た

香
油
の
香
り
（
ヨ
ハ
ネ
一
二
・
三
）

4
．
味
覚
に
属
す
る
も
の
：
ミ
サ
で
の
パ
ン
と
葡
萄
酒
の
味

5
．
触
覚
に
属
す
る
も
の
：
キ
リ
ス
ト
の
着
物
に
触
れ
て
癒
や

さ
れ
た
女
の
接
触
（
マ
タ
イ
九
・
二
一
）

　

５
・
２　
〈
自
然
的
な
し
る
し
〉

　

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
「
自
然
的
し
る
し
」
の
定
義
と
実
例
と
を
見

る
と
、
こ
れ
が
『
問
答
法
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
〈
こ
と
ば
の
力
〉

uis uerbi 

お
よ
び
『
告
白
』
第
一
巻
に
お
け
る
〈
自
然
的
な
こ
と

ば
〉
を
さ
ら
に
深
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
ス
ト
ア
の σημεῖον 

と
し
て
典
型
的
な
「
火
の

〈
し
る
し
〉
と
し
て
の
煙
」、「
動
物
の
〈
し
る
し
〉
と
し
て
の
足
跡
」

の
み
な
ら
ず）
27
（

、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に
経
験
す
る
顔
の
表
情
や
間
投

詞
（i.e. 
叫
び etc.

）
が
含
ま
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
場
合
の
〈
し
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る
し
〉
と
〈
も
の
〉
と
の
関
係
が
「
自
ら
が
原
因
と
な
っ
て
」ex 

se 
と
い
う
自
然
的
関
係
を
示
す
語
に
よ
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い

る
。

　

５
・
３ 〈
与
え
ら
れ
た
し
る
し
〉

　

ま
た
、
与
え
ら
れ
た
し
る
し
」
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
こ
れ
に

つ
い
て
は

  

1
．〈
与
え
ら
れ
た
し
る
し
〉
は
、
生
け
る
も
の uiuentia 

が

お
互
い
に
与
え
合
う
し
る
し
で
あ
る
。

2
．〈
与
え
ら
れ
た
し
る
し
〉
は
、
生
け
る
も
の
が
自
ら
の

「
魂
の
動
き
」 m

otus anim
i 

を
示
す dem

onstrare

た
め
に

与
え
ら
れ
る
。

3
．「
魂
の
動
き
」
の
内
容
は
、
可
感
的
な
も
の sensa 
で
あ

る
か
、
可
知
的
な
も
の intellecta 

で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か

で
あ
る）
28
（

。  

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

  

人
間
な
ど
の
「
生
け
る
も
の
」uiuentia 

は
、
時
間
的
に
可
変
的

な
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
様
々
な
可
感
的
こ
と
が
ら
や
可
知
的
な

こ
と
が
ら
を
自
ら
の
魂
の
内
で
絶
え
ず
思
惟 cogitare 

し
て
い
る
。

こ
れ
が
「
魂
の
動
き
」m

otus anim
i 

で
あ
る）
29
（

。
し
か
る
に
、
そ
の

内
容
は
魂
の
内
で
生
起
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
他
者
は
直
接
こ
れ

を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
生
け
る
も
の
は
他
者
に
こ
れ
を

示
す dem

onstrare 

た
め
に
何
ら
か
の
手
段
を
講
ず
る
必
要
が
あ

り
、
そ
の
た
め
に
用
い
る
〈
し
る
し
〉
が
「
与
え
ら
れ
た
し
る
し
」

な
の
で
あ
る
。

　
「
与
え
ら
れ
た
し
る
し
」
の
実
例
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の

の
典
型
は
「
言
語
」
と
「
文
字
」
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
軍
旗

や
信
号
を
発
す
る
楽
器
（
ラ
ッ
パ
、
笛
、
琴
）
が
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
〈
社
会
的
契
約
〉συνθῆκη

に

よ
っ
て
成
立
す
る
〈
し
る
し
〉
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
こ
こ
に
頷
き
と
身
振
り
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
ら

が
地
域
や
民
族
に
よ
っ
て
異
な
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い）
30
（

。 
  

さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
実
例
と
し
て
、「
キ

リ
ス
ト
の
足
元
に
注
が
れ
た
香
油
の
香
り
」、「
ミ
サ
で
の
パ
ン
と
葡

萄
酒
の
味
」、「
キ
リ
ス
ト
の
着
物
に
触
れ
て
癒
や
さ
れ
た
女
の
接

触
」
の
三
つ
が
極
め
て
示
唆
的
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る）
31
（

。 
  

こ
こ
に
至
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
語
思
想
は
ひ
と
つ
の

普
遍
的
な
完
成
形
に
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
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彼
は
、
人
間
の
生
が
無
数
の
〈
自
然
的
し
る
し
〉
や
〈
与
え
ら
れ
た

し
る
し
〉
に
満
ち
満
ち
て
い
る
こ
と
、
人
間
は
そ
れ
ら
の
指
し
示
す

〈
も
の
〉
を
無
意
識
的
・
意
識
的
に
捉
え
つ
つ
日
々
生
き
て
い
る
こ

と
を
こ
の
段
階
に
至
っ
て
明
確
に
自
覚
し
、
音
声
と
し
て
の
〈
こ
と

ば
〉
と
〈
こ
と
ば
〉
の
〈
し
る
し
〉
と
し
て
の
〈
文
字
〉
と
を
、
そ

れ
ら
無
数
の
〈
し
る
し
〉
の
中
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

６　

ま
と
め

　

以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
回

心
直
後
に
執
筆
し
た
『
問
答
法
に
つ
い
て
』
か
ら
『
キ
リ
ス
ト
教
の

教
え
』
に
至
る
言
語
思
想
の
展
開
を
概
観
し
て
来
た
。
わ
れ
わ
れ
が
、

こ
の
展
開
に
お
い
て
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ス
ト

ア
の
〈
し
る
し
〉σημεῖον

理
論
の
存
在
で
あ
る
。

  

こ
の
理
論
は
、
彼
の
言
語
思
想
が
『
問
答
法
に
つ
い
て
』
に
お
け

る
〈
こ
と
ば
の
力
〉uis uerbi 

の
考
察
に
始
ま
り
、『
告
白
』
第
一

巻
に
お
け
る
〈
自
然
的
な
こ
と
ば
〉uerba naturalia 

を
経
て
『
キ

リ
ス
ト
教
の
教
え
』
に
お
け
る
〈
自
然
的
し
る
し
〉signa naturalia 

へ
と
展
開
し
て
行
く
に
際
し
て
の
、
い
わ
ば
通
奏
低
音
と
な
っ
て
い

る
。

　
〈
こ
と
ば
〉
は
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
〈
社
会
的
契
約
〉

に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
こ

の
〈
こ
と
ば
〉
を
ス
ト
ア
の
〈
し
る
し
〉σημεῖον

と
の
対
比
に
お

い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
言
語
思
想
を
深
め
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
彼
が
『
三
位
一
体
論
』
や
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
講
解
』
で
展

開
し
た
「
神
学
的
〈
み
こ
と
ば
〉
論
」
は
、
こ
の
よ
う
な
世
俗
的
領

域
に
お
け
る
言
語
思
想
の
展
開
と
深
化
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
可
能

に
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。（

明
治
学
院
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　

註

（
1
）J. Pépin, S

t. A
u

g
u

s
tin

 e
t D

ia
le

c
tiq

u
e, V

illanova U
niv., p. 30.

（
2
）
以
下
、
本
章
に
お
け
る
鉤
括
弧
内
の
数
字
は M

igne, P
L X

X
X

II 
のcolum

n

番
号
と
行
番
号
を
示
す
。
な
お
、D

e
 d

ia
le

c
tic

a

に
限
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り
、
ラ
テ
ン
語
の
‘u’
は
、
底
本
に
従
い
、
そ
の
ま
ま
に
し
た
。

（
3
）[1410. 29] Verbum

 est uniuscuiusque rei signum
, quod 

ab audiente possit intellegi, a loquente prolatum
. R

es est 

quidquid vel sentitur vel intellgegitur vel latet. Signum
 est 

quod et se ipsum
 sensui et praeter se aliquid anim

o ostendit. 

L
oqui est articulata voce signum

 dare. A
rticulatam

 autem
 

dico quae com
prehendi litteris potest.

（
4
）
次
節
を
参
照
。

（
5
）[1411. 18] Q

uod dixi verbum
, et verbum

 est et verbum
 

significat. Q
uod dixi dicibile, verbum

 est, nec tam
en verbum

, 

sed quod in verbo intellegitur et anim
o continetur, significat. 

Q
uod dixi dictionem

, verbum
 est, sed quod iam

 illa duo sim
ul 

id est et ipsum
 verbum

 et quod fit in anim
o per verbum

 

significat. Q
uod dixi rem

, verbum
 est, quod praeter illa tria 

quae dicta sunt quidquid restat significat.

（
6
）[1411. 73] E

cce enim
 ‘verba’ ipsa quispiam

 ex eo putat dicta 

quod aurem
 quasi verberent. Im

m
o inquit alius quod aerem

. 

... Sed de transverso tertius vide quam
 rixam

 inferat. Q
uod 

enim
 verum

 nos ait loqui oportet odiosum
 sit natura ipsa 

iudicante m
endacium

, ‘verbum
’ a vero cognom

inatum
 est.

（
7
）cf. A

rist. D
e
 in

te
r
p. 16a5f, καὶ ὥσπερ οὐδὲ γράμματα πᾶσι τὰ 

αὐτά, οὐδὲ φωναὶ αἱ αὐταί· ...

（
8
）[1413. 60] V

is verbi est, qua cognoscitur quantum
 valeat. 

Valet autem
 tantum

 quantum
 m

overe audientem
 potest. 

Porro m
ovet audientem

 aut secundum
 se aut secundum

 id 

quod significat aut ex utroque com
m

uniter.

（
9
）[1413. 67] N

atura m
ovetur cum

 offenditur, si quis nom
inet 

A
rtaxerxen regem

, vel m
ulcetur, cum

 audit E
uryalum

. 

Q
uis enim

 etiam
si nihil um

quam
 de his hom

inibus audierit, 

quorum
 ista sint nom

ina, non tam
en et in illo asperitatem

 

m
axim

am
 et in hoc iudicet esse lenitatem

?

（
10
）[1414. 8] Iam

 vero non secundum
 se, sed secundum

 id quod 

significat verbum
 m

ovet, quando per verbum
 accepto signo 

anim
us nihil aliud quam

 rem
 ipsam

 intuetur, cuius illud 

signum
 est quod accepit: ut cum

 A
ugustino nom

inato nihil 

aliud quam
 ego ipse cogitor ab eo cui notus sum

, aut quilibet 

hom
inum

 m
enti occurit, si forte hoc nom

en vel qui m
e 

ignorat audierit, vel qui alium
 novit qui A

ugustinus vocetur.

（
11
）[1414. 16] C

um
 autem

 sim
ul et secundum

 se verbum
 m

ovet 

audientem
 et secundum

 id quod significat, tunc et ipsa 

enuntiatio et id quod ab ea nuntiatur sim
ul advertitur. U

nde 

enim
, quod non offenditur aurium

 castitas, cum
 audit m

anu 

ventre pene bona patria laceraverat?

（
12
）S

V
F, II. 221-223.

（
13
）‘penis’
と
い
う
語
の
上
品
さ
に
つ
い
て
は
、cf. C

icero, D
e
 o

ffi. I. 

35, 127-128.
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（
14
）D

e
 m

a
g. 10. 33 Q

uod si diligentius considerem
us, fortasse 

nihil inuenies, quod per sua signa discatur. C
um

 enim
 

m
ihi signum

 datur, si nescientem
 m

e inuenit, cuius rei 

signum
 sit, docere m

e nihil potest, si uero scientem
, quid 

disco per signum
? N

on enim
 m

ihi rem
, quam

 significat, 

ostendit uerbum
, cum

 lego: E
t sarabarae eorum

 non sunt 

com
m

utatae.

（
15
）D

e
 m

a
g. 11. 36 H

actenus uerba ualuerunt; quibus ut plurim
um

 

tribuam
, adm

onent tantum
, ut quaeram

us res, non exhibent, 

ut norim
us. Is m

e autem
 aliquid docet, qui uel oculis uel 

ulli corporis sensui uel ipsi etiam
 m

enti praebet ea, quae 

cognoscere uolo.

（
16
）D

e
 
m

a
g. 11. 38 D

e uniuersis autem
, quae intelligim

us, 

non loquentem
, qui personat foris, sed intus ipsi m

enti 

praesidentem
 consulim

us ueritatem
, uerbis fortasse ut 

consulam
us adm

oniti. Ille autem
, qui consulitur, docet, 

qui in interiore hom
ine habitare dictus est C

hristus, id est 

incom
m

utabilis dei atque sem
piterna sapientia.

（
17
）N

onne ab infantia huc pergens ueni in pueritiam
? Vel potius 

ipsa m
e uenit et successit infantiae? N

ec discessit illa: quo 

enim
 abiit? E

t tam
en iam

 non erat. N
on enim

 eram
 infans, qui 

non farer, sed iam
 puer loquens eram

.

（
18
）E

t m
em

ini hoc, et unde loqui didiceram
, post aduerti. N

on 

enim
 docebant m

e m
aiores hom

ines praebentes m
ihi uerba 

certo aliquo ordine doctrinae sicut paulo post litteras, sed ego 

ipse m
ente, quam

 dedisti m
ihi, deus m

eus,

（
19
）cum

 gem
itibus et uocibus uariis et uariis m

em
brorum

 

m
otibus edere uellem

 sensa cordis m
ei, ut uoluntati 

pareretur, nec ualerem
 quae uolebam

 om
nia nec quibus 

uolebam
 om

nibus.

（
20
）P

rensabam
 m

em
oria, cum

 ipsi appellabant rem
 aliquam

 et 

cum
 secundum

 eam
 uocem

 corpus ad aliquid m
ouebant, 

uidebam
, et tenebam

 hoc ab eis uocari rem
 illam

, quod 

sonabant, cum
 eam

 uellent ostendere.

（
21
）H

oc autem
 eos uelle ex m

otu corporis aperiebatur tam
quam

 

uerbis naturalibus om
nium

 gentium
, quae fiunt uultu et 

nutu oculorum
 ceteroque m

em
brorum

 actu et sonitu uocis 

indicante affectionem
 anim

i in petendis, habendis, reiciendis 

fugiendisue rebus.

（
22
）Ita uerba in uariis sententiis locis suis posita et crebro 

audita quarum
 rerum

 signa essent paulatim
 conligebam

 

m
easque iam

 uoluntates edom
ito in eis signis ore per haec 

enuntiabam
.

（
23
）Sic cum

 his, inter quos eram
, uoluntatum

 enuntiandarum
 

signa com
m

unicaui et uitae hum
anae procellosam

 societatem
 

altius ingressus sum
 pendens ex parentum

 auctoritate 
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nutuque m
aiorum

 hom
inum

.
（
24
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、cf. 

水
落
健
治
「
子
ど
も
は
い
か
に
し
て
言
語

を
学
ぶ
か
│
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』
1
・
8
・
13
の
解
釈
」、

『
明
治
学
院
大
学
社
会
学
・
社
会
福
祉
学
研
究
』
第
一
二
九
号
（
二

〇
〇
八
年
一
二
月
）
一
三
三
│
一
六
一
頁
。

（
25
）
ギ
リ
シ
ア
語 συλλογίζεσθαι

の
ラ
テ
ン
訳
で
あ
る
。cf. 

前
掲
論
文
、

注
27
。

（
26
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』
教
文
館
「
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
」
第
六
巻
、
一
九
八
八
年
、
加
藤
武
に
よ
る

解
説
、
三
二
一
│
三
二
三
頁
。

（
27
）
ス
ト
ア
的
に
表
現
す
れ
ば
「
も
し
煙
が
あ
れ
ば
そ
の
下
に
は
火
が

あ
る
。
∴
煙
は
火
の
〈
し
る
し
〉
で
あ
る
」、「
も
し
足
跡
が
あ
れ

ば
動
物
が
い
る
。
∴
足
跡
は
動
物
の
〈
し
る
し
〉
で
あ
る
」
と
な
る
。

（
28
）‘uel sena aut intellecta’ 

の ‘uel ... aut ...’  

は
、‘uel A

 uel B
’  

な
い
し  ‘aut A

 aut B
’  

の
変
容
形
と
考
え
ら
れ
る
。

（
29
）D

e
 d

o
c
t. c

h
r. 1. 6. 6, N

on enim
 in strepitu istarum

 duarum
 

syllabarum
 ipse cognoscitur, sed tam

en om
nes latinae 

linguae socios, cum
 aures eorum

 sonus iste tetegit, m
ouet ad 

cogitandam
 excellentissim

am
 quandam

 inm
ortalem

 naturam
.

（
30
）
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
る
頷
き
と
身
振
り
は
、
こ
の
点
に
お
い
て

『
告
白
』
第
一
巻
で
述
べ
ら
れ
た
〈
自
然
的
な
こ
と
ば
〉uerba 

naturalia 

と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
31
）
こ
れ
ら
三
つ
の
実
例
が
、
い
か
な
る
仕
方
で
「〈
社
会
的
契
約
〉
に

よ
っ
て
成
立
す
る
〈
し
る
し
〉」
と
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
き

わ
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
改
め
て

考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
「
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
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
言
語
思
想
の
展
開
│
『
問
答
法
に
つ
い
て
』
か
ら
『
キ
リ
ス
ト

教
の
教
え
』
ま
で
」
を
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。


