
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
内
的
対
話
の
弁
証
法

岡

嵜

隆

哲

は

じ

め

に

対
話
・
問
答
法
を
と
お
し
た
真
な
る
言
論
（
ロ
ゴ
ス
）
の
分
か
ち
合
い
（
デ
ィ
ア
・
ロ
ゴ
ス
）、
す
な
わ
ち
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の

方
途
こ
そ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス＝

プ
ラ
ト
ン
以
来
愛
知
（
哲
学
）
の
営
み
が
本
道
と
す
る
道
行
き
で
あ
っ
た
⑴
。
そ
の
際
人
々
と
の
間
で
展

開
さ
れ
る
対
話
・
問
答
の
行
程
は
、
同
時
に
対
話
者
個
人
の
内
側
に
向
か
っ
て
も
切
り
拓
か
れ
⑵
、
そ
こ
に
お
い
て
「
魂
が
沈
黙
の
う
ち

に
自
己
自
身
を
相
手
に
行
な
う
対
話
」⑶
、
す
な
わ
ち
自
己
内
対
話
こ
そ
が
、
哲
学
的
な
思
惟
の
典
型
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
⑷
。
こ
う
し
た
内
的
対
話
の
伝
統
は
、
以
降
種
々
の
「
霊
的
修
練
（spiritual

exercise

）」
の
道
と
し
て
古
代
世
界
に
継
承
さ
れ
、

や
が
て
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
に
入
り
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
統
合
を
推
し
進
め
た
古
代
教
父
た
ち
、
と
り
わ
け
「
神
と
魂

（
自
己
自
身
）」
の
知
を
畢
生
の
探
求
目
標
と
し
て
生
き
抜
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
、
新
た
な
展
開
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
⑸
。ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
初
期
の
著
作
『
ソ
リ
ロ
キ
ア
（Soliloquia

）』（
三
八
六
年
）
に
お
い
て
、
外
的
対
話
に
よ
る
探
求
法
の
限
界

を
指
摘
し
、
純
粋
に
内
的
問
答
法
の
み
に
よ
る
探
求
の
方
途
を
試
み
る
。
そ
う
し
た
自
己
内
対
話
の
ス
タ
イ
ル
は
、
さ
ら
に
信
仰
の
知
解
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の
探
求
秩
序
が
固
め
ら
れ
た
中
期
の
著
作
『
告
白
（C

onfessiones

）』（
三
九
七
│
四
〇
〇
年
）
に
お
い
て
、
神
へ
の
祈
り
、
お
よ
び
神

の
言
葉
に
起
源
す
る
問
答
法
の
道
行
き
と
し
て
、
よ
り
深
め
ら
れ
た
仕
方
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
お
い
て
新
し
く
開
か
れ

た
の
は
、
水
平
的
な
対
人
関
係
、
な
い
し
は
た
ん
な
る
理
性
的
な
問
答
法
の
み
で
は
開
示
さ
れ
え
な
い
告
白
の
ロ
ゴ
ス
の
深
み
で
あ
り
、

そ
れ
を
介
し
た
全
人
格
的
な
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
道
で
あ
っ
た
。

第
一
節

外
的
対
話
と
内
的
対
話
│
初
期
哲
学
的
著
作
に
お
け
る
対
話
的
探
求
│

『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
は
「
神
と
魂
（
自
己
自
身
）」
に
つ
い
て
の
知
を
求
め
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
自
己
内
対
話
の
記
録
で
あ
る
⑹
。
こ

こ
で
は
、
一
人
称
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
〈
私
〉
が
、
も
う
一
人
の
自
己
た
る
理
性
と
問
答
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
議
論
が
進
め
ら
れ
て

行
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
私
は
実
際
の
と
こ
ろ
は
独
り
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
た
か
も
理
性
と
私
と
の
二
人

が
い
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
私
が
私
に
問
い
か
け
、
私
が
答
え
る
と
い
う
形
で
そ
の
書
物
を
書
い
た
。
こ
の
作
品
のsoliloquia

（
独
白
）

と
い
う
名
前
は
そ
こ
か
ら
由
来
し
て
い
る
」⑺
。

も
っ
と
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
れ
に
先
立
つ
カ
ッ
シ
キ
ア
ク
ム
哲
学
的
著
作
と
称
さ
れ
る
諸
著
で
は
、
知
人
た
ち
と
の
実
際
の

討
論
を
基
に
し
た
対
話
篇
の
作
品
を
著
わ
し
て
い
た
。
他
者
と
の
外
的
対
話
に
よ
り
探
求
を
推
し
進
め
る
そ
う
し
た
方
法
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
先
行
す
る
古
代
哲
学
の
伝
統
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
⑻
。
周
知
の
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
で
は
、
多
く
の
場
合
ソ
ク
ラ
テ
ス

を
議
論
の
主
導
者
と
し
な
が
ら
も
、
問
題
と
さ
れ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
思
い
な
し
（
ド
ク
サ
）
が
、
対
話
者
た
ち
に
よ
る
自
由
な
問
答

を
と
お
し
て
検
討
さ
れ
、
対
話
者
そ
れ
ぞ
れ
が
独
断
的
見
解
を
こ
え
た
客
観
的
で
普
遍
的
な
真
理
の
共
有
へ
至
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ

た
⑼
。
問
答
に
よ
る
そ
う
し
た
互
い
の
吟
味
（
エ
レ
ン
コ
ス
）
を
と
お
し
て
こ
そ
、
各
々
は
正
し
く
自
己
の
無
知
に
気
づ
か
さ
れ
、
愛
知
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の
エ
ロ
ー
ス
に
目
覚
め
つ
つ
、
共
同
的
な
探
求
の
営
み
に
参
じ
貢
献
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
⑽
。
し
た
が
っ
て
そ

の
場
合
に
各
人
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
う
し
た
共
同
に
よ
る
対
話
的
探
求
の
成
否
の
鍵
を
握
る
の
は
、
対
話
者
た
ち
が
ど
こ
ま

で
も
自
他
に
対
し
自
己
を
偽
ら
ず
、
正
直
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
う
し
た
対
話
的
な
特
性
を
生
か
し
た
対
話
篇
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
作
品
を
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
な
性
格
の
濃
い

初
期
著
作
に
お
い
て
多
く
著
わ
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
カ
ッ
シ
キ
ア
ク
ム
対
話
篇
で
は
、
対
話
者
各
々
の
個
性
が
縦
横
に
発
揮
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス＝

プ
ラ
ト
ン
的
な
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
が
命
脈
と
す
る
対
話
展
開
上
の
出
来
事
性
（
意
外
性
）、
な
い
し
は

ド
ラ
マ
性
が
生
き
生
き
と
し
た
仕
方
で
獲
得
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
初
期
著
作
で
は
こ
う
し
た
対
話
的
探
求
を
介
し
て
、
各
人
が
み
ず

か
ら
の
魂
を
理
性
的
に
練
磨
し
、
超
感
性
的
な
可
知
的
世
界
の
知
へ
と
漸
次
的
に
参
入
し
て
行
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
⑾
。

し
か
る
に
『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
う
し
た
外
的
他
者
と
の
対
話
を
排
し
、
純
粋
に
自
己
の
理
性
の
み

を
相
手
に
し
た
自
己
内
対
話
の
道
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
語
る
。「
真
理
を
探
求
す
る
の
に

問
答
法
よ
り
優
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
る
に
論
争
に
お
い
て
論
破
さ
れ
る
の
を
恥
ず
か
し
く
思
わ
な
い
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

敗
け
た
と
な
る
と
そ
の
人
は
混
乱
し
て
し
ま
い
、
頑
な
に
な
っ
て
大
声
で
喚
き
、
せ
っ
か
く
う
ま
く
運
ん
で
き
た
主
題
を
支
離
滅
裂
に
し

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
た
い
て
い
の
場
合
に
は
表
面
に
出
な
い
の
だ
が
、〔
そ
の
場
合
対
話
者
の
〕
心
が
傷
つ
け
ら
れ
て
し
ま

っ
て
、
時
に
は
あ
か
ら
さ
ま
に
現
れ
る
こ
と
も
あ
り
が
ち
な
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
私
の
考
え
で
は
、
君
が
こ
の
私
〔
理
性
〕
か
ら
問

わ
れ
て
私
に
答
え
な
が
ら
、
神
の
助
け
を
得
て
、
き
わ
め
て
冷
静
に
ま
た
き
わ
め
て
節
度
正
し
く
真
な
る
も
の
を
探
求
す
る
な
ら
ば
そ
れ

が
よ
い
か
と
思
う
」⑿
。
す
な
わ
ち
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
外
的
他
者
を
介
し
た
対
話
・
問
答
で
は
、
論
者
た
ち
の
関
心
が
正

し
く
自
他
の
主
張
と
そ
の
争
点
の
明
確
化
、
お
よ
び
そ
れ
を
と
お
し
た
普
遍
的
真
理
の
探
求
へ
と
赴
く
こ
と
よ
り
も
、
多
く
の
場
合
そ
こ

で
の
議
論
で
互
い
を
言
い
負
か
す
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
各
人
は
自
他
の
情
念
に
よ
っ
て
攪
乱
さ
れ
、
真
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正
の
探
求
の
道
を
阻
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
⒀
。
つ
ま
り
そ
の
場
合
何
よ
り
も
、
先
に
確
認
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス＝

プ
ラ
ト
ン
的
な

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
が
成
立
す
る
前
提
、
す
な
わ
ち
対
話
者
各
人
が
自
他
に
対
し
自
己
を
偽
ら
な
い
と
す
る
基
本
原
則
が
成
り
立
た
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
う
し
た
危
険
性
か
ら
守
ら
れ
、
純
粋
に
理
性
能
力
を
発
揮
し
つ
つ
問
答
法
を
展
開
で
き
る

の
が
、
自
己
内
対
話
の
道
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

外
的
対
話
を
と
お
し
た
真
理
探
求
の
道
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
な
特
別
に
強
靭
な
精
神
の
個
人
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
彼
の
よ
う
な

傑
出
し
た
理
性
能
力
を
持
つ
メ
ン
タ
ー
に
リ
ー
ド
さ
れ
る
仕
方
で
遂
行
さ
れ
る
場
合
は
、
一
定
の
実
り
あ
る
展
開
を
約
束
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
人
間
は
外
的
他
者
と
の
対
話
に
お
い
て
自
己
の
無
知
、
な
い
し
は
誤
り
を
暴
露
さ
れ
る
の
に
堪
え
え
ず
、

し
た
が
っ
て
そ
こ
で
の
対
話
的
探
求
が
成
功
裡
に
終
わ
る
こ
と
は
多
く
な
い
⒁
。
対
話
・
問
答
法
に
お
い
て
正
し
い
展
開
が
見
込
ま
れ
る

た
め
に
は
、
そ
う
し
た
現
実
の
人
間
の
弱
さ
、
な
い
し
は
各
人
の
内
面
性
に
お
け
る
闇
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。も

っ
と
も
、
内
的
対
話
の
道
に
特
化
す
る
『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
の
試
み
に
対
し
て
は
、
他
方
で
は
他
者
と
の
対
話
な
ら
で
は
の
可
能
性
を

遮
断
し
、
閉
鎖
的
な
独
白
に
陥
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
も
予
想
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
う
し
た
危
険
性
を
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
自
身
に
対
し
て
回
避
さ
せ
る
と
と
も
に
、
彼
に
お
け
る
自
己
内
対
話
の
成
立
を
根
幹
よ
り
支
え
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
が
祈
り
で
あ
る
。『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
で
は
、
理
性
と
の
本
格
的
な
問
答
に
入
る
前
の
準
備
と
し
て
周
到
な
祈
り
が
神
に
対
し
さ
さ
げ
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
神
へ
の
祈
り
が
、
ア
ウ
グ
ウ
テ
ィ
ヌ
ス
の
探
求
構
造
上
方
法
的
に
も
内
容
的
に
も
よ
り
本
質
的
な

意
味
を
帯
び
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
が
中
期
著
作
『
告
白
』
で
あ
っ
た
。
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第
二
節

神
の
言
葉
と
人
間
の
言
葉

『
告
白
』
第
一
巻
冒
頭
部
の
テ
ク
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
切
り
出
さ
れ
る
。「
偉
大
な
る
か
な
、
主
よ
、
ま
こ
と
に
あ
な
た
は
讃
え
る
べ
き

か
な
。
あ
な
た
の
力
は
大
き
く
、
そ
の
知
恵
は
は
か
り
知
れ
な
い
」⒂
。『
告
白
』
全
編
の
叙
述
は
、
か
く
し
て
神
へ
の
祈
り
に
始
ま
り
、

祈
り
に
貫
か
れ
る
⒃
。
祈
り
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
「
神
と
の
対
話
」⒄
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
神
は
被
造
世
界

を
超
越
し
た
絶
対
者
と
し
て
、
人
間
と
は
存
在
の
次
元
を
異
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
祈
り
に
お
い
て
人

間
は
神
に
対
し
普
通
の
意
味
で
何
か
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
全
知
の
神
は
人
間
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
以
前
に
人
間
の
思
い
を

知
っ
て
お
ら
れ
る
⒅
。
し
か
し
な
が
ら
祈
り
は
そ
れ
自
体
と
し
て
無
益
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
⒆
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
教
師
論
（D

e
m

agistro

）』（
三
八
九
年
）
の
中
で
、
祈
り
に
は
あ
る
特
別
な
仕
方
で
の
教
育
的
な
意
味
が

あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
精
神
の
内
奥
で
祈
る
と
き
、
誰
に
何
を
祈
る
べ
き
か
を
、
そ
の
〔
祈
り
の
〕
言
葉
に
よ
っ

て
彼
ら
自
身
が
想
起
す
る
」⒇
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。『
告
白
』
の
全
編
を
と
お
し
、
と
り
わ
け
各
巻
冒
頭
部
の
叙
述
に
お
い
て
発
揮
さ
れ

る
の
が
、
こ
う
し
た
祈
り
に
お
け
る
神
の
教
育
と
し
て
の
思
惟
の
弁
証
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
祈
る
者
は
そ
の
祈
り
の
言
葉
に
お
い
て
、

そ
れ
を
声
に
出
そ
う
が
出
す
ま
い
が
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
れ
無
自
覚
的
で
あ
れ
、
自
身
が
語
っ
た
そ
の
言
葉
に
み
ず
か
ら
向

か
い
合
う
こ
と
を
と
お
し
て
新
た
な
想
念
を
そ
こ
で
呼
び
起
こ
さ
れ
る
21
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
神
の
面
前
に
お
い
て
さ
ら
に
応

答
的
に
言
葉
を
継
ぎ
足
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
を
内
的
に
教
育
し
て
行
く
の
で
あ
る
。『
告
白
』
第
一
巻
冒
頭
部
の
祈
り
の
中
で
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
祈
り
つ
つ
神
に
問
い
か
け
、
自
分
で
出
し
た
そ
の
問
い
に
対
し
自
分
で
答
え
を
与
え
つ
つ
、
自
己
内
対
話
を
推
し
進
め

て
行
く
。
こ
の
場
合
神
に
対
し
語
る
こ
と
は
、
神
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
何
ご
と
か
を
教
え
る
こ
と
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
こ
で
の
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超
越
的
人
格
と
の
向
か
い
合
い
の
中
で
み
ず
か
ら
が
語
る
言
葉
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
と
お
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
の
と
き
思
い
出
す

べ
き
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

『
告
白
』
に
お
け
る
こ
う
し
た
祈
り
の
弁
証
法
に
つ
い
て
さ
ら
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
先
の
第
一
巻
冒
頭
部
の
テ
ク
ス
ト
に
顕
著
で
あ

る
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
神
へ
の
呼
び
か
け
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
神
の
言
葉
と
し
て
の
聖
書
テ
ク
ス
ト
、
と
り
わ
け
旧
約
『
詩
編
』
の
引

用
を
と
お
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
一
行
目
「
偉
大
な
る
か
な
、
主
よ
、
ま
こ
と
に
あ
な
た
は
讃
え
る
べ
き
か
な
（M

agnus

es,
dom

ine
et

laudabilis
ualde

）」
は
『
詩
編
』
四
七
〈
新
共
同
訳
で
は
四
八
〉
と
九
五
〈
同
九
六
〉
の
引
用
、
二
行
目
「
あ
な
た
の
力

は
大
き
く
、
そ
の
知
恵
は
は
か
り
知
れ
な
い
（m

agna
uirtus

tua
et

sapientiae
tuae

non
est

num
erus

）」
は
『
詩
編
』
一
四
六
〈
同
一

四
七
〉
の
引
用
）。
こ
の
場
合
そ
こ
で
引
用
さ
れ
る
『
詩
編
』
の
聖
句
は
、
加
藤
信
朗
が
言
う
よ
う
に
、
神
の
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
す

で
に
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
心
の
奥
底
で
咀
嚼
さ
れ
、
心
の
底
か
ら
ほ
と
ば
し
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
の
言
葉
」22
と
化
し
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
、
祈
り
の
端
緒
た
る
神
へ
の
呼
び
か
け
が
そ
れ
自
身
恣
意
的
な
自
分
の
言
葉

（
人
間
の
言
葉
）
に
よ
る
の
で
な
く
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
（
神
の
言
葉
）
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
祈
り
の
中
で
の
自
己
内
対

話
の
展
開
が
、
ま
ず
も
っ
て
神
の
言
葉
を
起
点
と
し
て
切
り
拓
か
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
23
。
聖
書
テ
ク
ス
ト
を
起
点
と
し
、

つ
ね
に
そ
こ
へ
と
立
ち
返
り
つ
つ
推
し
進
め
ら
れ
る
こ
う
し
た
祈
り
の
自
己
内
対
話
に
よ
る
探
求
の
道
行
き
に
は
、
初
期
哲
学
的
著
作
に

顕
著
で
あ
っ
た
理
性
に
よ
る
「
魂
の
鍛
錬
」
の
道
に
限
界
を
認
め
、
は
っ
き
り
と
し
た
「
信
仰
の
知
解
」
の
秩
序
に
立
つ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
自
身
の
探
求
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
24
。

も
っ
と
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス＝

プ
ラ
ト
ン
以
来
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
伝
統
と
し
て
見
た
場
合
に
問
わ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
神
の

言
葉
へ
の
応
答
に
起
源
す
る
祈
り
の
中
で
の
問
答
法
は
、
最
初
か
ら
聖
書
テ
ク
ス
ト
と
い
う
特
定
の
権
威
な
い
し
は
ド
グ
マ
を
前
提
と
す

る
も
の
と
し
て
、
対
話
を
と
お
し
た
知
の
内
発
性
や
出
来
事
性
、
な
い
し
は
そ
の
ド
ラ
マ
性
と
い
っ
た
性
格
を
薄
め
る
も
の
で
は
な
い
か
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と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
「
神
と
自
己
」
と
の
知
を
主
題
と
す
る
『
告
白
』
の
対
話
的

探
求
で
は
、
通
常
の
外
的
他
者
と
の
問
答
法
で
は
開
示
さ
れ
え
な
い
深
層
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
可
能
性
を
も
含
め
て
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
節
「
告
白
」
の
ロ
ゴ
ス
に
お
け
る
ド
グ
マ
と
ド
ラ
マ

『
告
白
』
の
自
己
内
対
話
に
お
い
て
、
根
本
的
に
問
わ
れ
る
の
は
自
己
の
悪
と
罪
の
問
題
で
あ
る
。
悪
と
罪
の
問
題
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
に
と
っ
て
、
自
己
の
深
層
に
お
け
る
情
意
の
問
題
に
収
斂
す
る
。
過
去
の
自
己
に
つ
い
て
の
語
り
を
終
え
、
現
在
の
自
己
に
つ
い
て

省
察
す
る
第
十
巻
の
後
半
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
自
己
の
欲
情
分
析
を
推
し
進
め
る
。
そ
れ
は
神
へ
の
祈
り
の
下
で
の
自
己

内
対
話
で
あ
り
、
自
己
吟
味
で
あ
る
25
。
そ
の
中
で
告
白
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
「
私
自
身
が
私
に
と
っ
て
大
き
なquaestio

（
謎
・
問

題
・
問
い
）」26
と
な
る
と
こ
ろ
の
自
己
の
深
層
の
闇
で
あ
る
27
。
そ
し
て
、
ど
う
に
も
制
御
し
え
な
い
そ
う
し
た
不
可
解
な
自
己
の
闇
に

直
面
す
る
に
あ
た
り
、
彼
は
神
に
対
し
次
の
よ
う
な
叫
び
声
を
上
げ
る
。「
主
よ
、
あ
わ
れ
み
た
ま
え
。
悪
し
き
悲
し
み
と
よ
き
喜
び
と

が
、
争
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
が
勝
ち
を
占
め
る
の
か
私
は
知
ら
な
い
。（
…
）
あ
あ
何
た
る
こ
と
か
、
見
た
ま
え
。
私
は
傷
を
隠
さ
な
い
。

あ
な
た
は
医
者
で
、
私
は
病
人
で
あ
る
」28
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
深
淵
よ
り
の
情
意
の
告
白
を
介
し
て
、
彼
の
実
存
は
新
た
な

意
志
を
開
拓
さ
れ
（
新
し
い
自
己
に
気
づ
か
さ
れ
）、
神
と
自
己
と
の
関
係
を
新
た
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
し
い
対
話
的
探
求
の
レ
ヴ

ェ
ル
へ
と
進
ん
で
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
深
淵
よ
り
の
告
白
と
そ
れ
を
介
し
た
弁
証
法
的
展
開
が
可
能
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
で
の

告
白
が
自
己
を
根
底
よ
り
知
り
抜
き
、
か
つ
正
し
い
裁
き
と
許
し
と
を
約
束
す
る
人
格
的
な
神
へ
の
信
仰
の
下
で
な
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
っ
た
29
。
第
十
一
巻
冒
頭
で
は
、
次
の
よ
う
な
祈
り
が
さ
さ
げ
ら
れ
る
。「
主
よ
、
わ
が
神
よ
、
盲
者
の
光
、
弱
者
の
力
で
あ
り
な
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が
ら
、
同
時
に
見
る
者
の
光
、
強
者
の
力
に
て
も
ま
し
ま
す
神
よ
。
わ
が
魂
を
み
そ
な
わ
し
、
深
き
淵
よ
り
の
わ
が
叫
び
を
聞
き
た
ま

え
。
じ
っ
さ
い
、
そ
の
深
い
淵
に
も
あ
な
た
の
耳
が
ま
し
ま
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
に
行
く
こ
と
だ
ろ
う
。
ど
こ
に
向

か
っ
て
叫
ん
だ
ら
よ
い
だ
ろ
う
」30
。
こ
の
よ
う
に
、
信
仰
の
知
解
の
立
場
に
立
つ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
神
は
魂
の
根
底
を

照
ら
し
出
す
と
と
も
に
、
そ
の
病
を
根
治
す
る
医
師
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
、
自
己
の
無
知
と
誤
り
が
他
者
に

晒
ら
さ
れ
る
こ
と
を
好
ま
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
以
上
に
、
ま
た
そ
れ
以
前
に
、
悪
と
罪
の
情
意
を
孕
ん
だ
自
己
の
闇
に
か

ん
し
て
は
、
自
己
自
身
が
そ
れ
を
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
に
対
峙
す
る
こ
と
に
堪
え
え
な
い
と
言
え
よ
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
自

己
の
深
淵
の
闇
は
直
接
に
は
語
り
え
ず
、
神
へ
の
祈
り
の
下
、
神
に
よ
る
照
明
と
浄
化
の
約
束
に
お
い
て
、
神
と
自
己
自
身
（
お
よ
び
他

者
）
に
告
白
さ
れ
、
開
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
『
告
白
』
の
対
話
的
探
求
に
お
い
て
切
り
拓
か
れ
た
の
は
、
直
接
の
人
間

と
そ
の
自
発
性
に
よ
っ
て
は
遂
に
問
題
に
し
え
な
い
自
己
の
深
淵
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
介
し
て
こ
そ
展
開
さ
れ
る
全
人
格
的
な
（＝

知
情
意
に
よ
る
）
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
と
そ
の
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
が
始
め
か
ら
（
問
答
無
用
の
）
模
範
解
答
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
か
ぎ
り
、

す
な
わ
ち
ド
ク
マ
が
た
ん
な
る
ド
グ
マ
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
そ
の
言
葉
は
個
人
の
実
存
の
深
み
に
達
し
え
ず
、
正
し
い
自
己
内
対
話
に

お
け
る
探
求
の
問
答
が
そ
こ
に
拓
か
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
の
言
葉
が
信
仰
に
お
い
て
生
き
た
仕
方
で
人
格

的
に
受
け
と
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
む
し
ろ
そ
の
ド
グ
マ
の
中
で
こ
そ
、
通
常
の
人
間
同
士
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
開
示
さ
れ
な
い
問
答
は
発
動

し
、
自
己
は
自
己
自
身
の
根
源
を
問
う
問
い
へ
と
導
か
れ
、
根
底
よ
り
自
己
を
更
新
す
る
呻
き
の
言
葉
は
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
神
の
言
葉
に
起
源
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
内
的
対
話
の
弁
証
法
は
、
通
常
の
人
間
同
士
の
対
話
、
な
い
し
は
直
接
の
自
己
内
対

話
で
は
達
し
え
な
い
深
層
次
元
で
の
対
話
的
ド
ラ
マ
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
自
己
の
更
新
に
至
る
深
淵
よ
り
の
情
意
（
パ
ト

ス
）
の
開
示
は
、
神
の
面
前
に
お
い
て
自
己
を
語
る
と
い
う
告
白
の
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
）
と
し
て
可
能
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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お

わ

り

に

ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
が
操
る
弁
論
・
修
辞
の
術
（
レ
ー
ト
リ
ケ
ー
）
に
抗
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
身
の
対
話
の
術
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ

ケ
ー
）
に
お
い
て
駆
使
し
た
の
は
、
一
問
一
答
を
基
本
形
式
と
す
る
理
性
的
問
答
の
方
途
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
初
期
著
作

『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
に
お
い
て
内
的
対
話
へ
の
集
中
を
試
み
た
の
も
、
自
他
の
情
念
に
よ
る
攪
乱
を
排
し
、
純
粋
な
理
性
能
力
に
よ
る
探
求

に
専
念
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
一
般
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
武
器
と
す
る
「
論
理
の
強
制
力
」
の
み
で
も
っ
て

し
て
は
人
の
心
は
開
か
れ
ず
、
深
奥
よ
り
そ
れ
が
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
31
。
そ
こ
で
の
理
性
の
光
は
、
自
己
の
深
層
の
闇
、
お
よ
び

そ
の
問
題
に
ま
で
は
届
か
な
い
32
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
神
へ
の
祈
り
を
と
お
し
、
人
格
的
な
神
の
面
前
で
自
己
と
問
答
し
、

自
己
を
物
語
る
『
告
白
』
の
道
行
き
こ
そ
は
、「
神
と
自
己
」
の
知
の
探
求
に
お
け
る
唯
一
の
方
途
な
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
付
け
加
え
れ
ば
、
内
的
対
話
の
伝
統
に
新
た
な
次
元
を
切
り
拓
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
他
方
で
は
決
し
て
外
的
他
者
と

の
対
話
の
意
義
や
可
能
性
を
軽
視
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
33
。『
告
白
』
に
お
け
る
神
へ
の
告
白
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ

れ
が
同
時
に
人
々
に
対
し
て
も
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
る
34
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
第
十
巻
で
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
私
の
過
去
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
悪
の
告
白
を
読
み
か
つ
聞
く
人
々
は
、
心
を
振
る
い
起
こ
し
、
絶
望
の
う
ち
に
ま
ど
ろ
み
な
が
ら

『
私
は
も
う
だ
め
だ
』
な
ど
と
言
う
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
あ
な
た
の
憐
れ
み
と
恵
み
に
対
す
る
愛
の
う
ち
に
目
を
覚
ま
す
。
こ
の
恵
み

に
よ
っ
て
自
己
の
弱
さ
を
自
覚
し
た
す
べ
て
の
弱
い
人
は
、
か
え
っ
て
そ
の
恵
み
に
お
い
て
強
く
な
る
の
で
あ
る
」35
。
す
な
わ
ち
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
自
己
の
深
淵
の
闇
と
弱
さ
の
告
白
こ
そ
が
、
他
者
の
心
を
も
神
へ
通
じ
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
神
と
の
関
係
を
与
え
ら
れ
、
各
自
が
垂
直
次
元
に
お
け
る
支
え
を
確
保
し
、
自
己
の
弱
さ
を
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受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
こ
そ
、
人
間
同
士
の
水
平
関
係
に
お
け
る
対
話
・
問
答
法
も
、
本
来
の
ソ
ク
ラ
テ
ス＝

プ
ラ
ト
ン
的
な

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
道
と
し
て
実
り
あ
る
展
開
を
約
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
か
く
し
て
、
ソ
ク

ラ
テ
ス＝
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
古
代
哲
学
に
お
け
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
伝
統
を
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
宗
教
的
次
元
を
介
し
て
受
け
と

め
、
以
降
の
西
洋
思
想
史
に
新
た
な
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
告
白
』
の
テ
ク
ス
ト
はO

euvres
de

St.
A

ugustin.
13−

14,
B

ibliothèque
augustinienne,

D
esclée

de
B

rouw
er,

Paris,
1962

（
デ
ク
レ
版
）
を

使
用
。
訳
出
は
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

世
界
の
名
著
十
六
、
山
田
晶
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
を
基
に
し
て
言
い
回
し
等
を
変
え
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
他
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
も
デ
ク
レ
版
を
テ
ク
ス
ト
と
し
、
訳
出
に
は
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
』（
教
文
館
）
の
諸
訳
を
参

照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

註

�

⑴

西
洋
思
想
史
上
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
（διαλεκτικη

,
dialectica,

dialectic,
dialektik,

etc.

）
の
概
念
は
各
時
代
で
多
義
的
な
様
相
を
示
す
。

古
代
哲
学
史
に
か
ぎ
っ
て
も
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ス
ト
ア
思
想
で
は
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
と
評
価
が
異
な
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
古

代
後
期
は
そ
れ
ら
の
多
様
な
語
義
が
不
統
一
な
ま
ま
並
置
さ
れ
る
状
況
に
あ
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
の
用
法
も
多
義
的
と
言
え
る
。
本
稿

で
は
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
概
念
は
、
基
本
的
に
ソ
ク
ラ
テ
ス＝

プ
ラ
ト
ン
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
「
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
・
テ
ク
ネ
ー

�

�

（διαλεκτικη
τεχνη

）」
に
よ
る
用
法
、
す
な
わ
ち
真
理
探
求
に
お
け
る
対
話
・
問
答
の
術
の
語
義
と
し
て
使
用
す
る
。
な
お
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
に
お
い
てdialectica

の
語
は
古
代
・
中
世
を
通
じ
自
由
学
芸
の
基
礎
科
目
た
る
弁
証
論
な
い
し
は
弁
証
学
と
し
て
の
論
理
学
を
指
す
場
合
が

多
く
、
対
話
・
問
答
法
に
か
ん
し
て
はars

disputandi

やdisputatoria
ars

な
ど
と
し
てdisputatio

の
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

⑵

こ
の
場
合
、
他
者
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
外
的
対
話
と
自
己
内
対
話
と
の
双
方
は
、
一
方
が
他
方
を
触
発
し
、
互
い
が
互
い
を
導
き
合
う
関
係
と

し
て
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
置
か
れ
る
。

⑶

プ
ラ
ト
ン
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』263

E

。
同
様
の
主
旨
は
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』189

E
−

190
A

、『
ピ
レ
ポ
ス
』38

C
−

E

に
も
認
め
ら
れ
る
。

⑷

プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
内
な
る
対
話
が
到
達
す
る
一
定
の
結
論
が
「
判
断
」
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
そ
れ
が
口
外
さ
れ
る
と
き
に
言
表
と
し
て

アウグスティヌスにおける内的対話の弁証法 ― １６８ ―



の
言
説
に
な
る
と
さ
れ
る
（
藤
澤
令
夫
「
プ
ラ
ト
ン
的
対
話
形
式
の
意
味
と
そ
の
必
然
性
」、『
藤
澤
令
夫
著
作
集
』
Ⅱ
、
岩
波
書
店
、2000

年
、

九
七
頁
参
照
）。

⑸
C

f.
P.

H
adot,

P
hilosophy

as
a

W
ay

of
L

ife,
B

lackw
ell

Publishing
L

td,
1995,

pp.79−
144.

⑹

C
f.

Soliloquia,
I,

2,
7.

⑺

R
etractationes,

I,
4,

1.

ラ
テ
ン
語
の
名
詞soliloquium

（pl.
soliloquia

）
は
、
形
容
詞solus

（
一
つ
の
）
と
動
詞loqui

（
話
す
こ
と
）
を
合

成
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
造
語
で
あ
る
。

⑻

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
直
接
の
模
範
と
し
た
の
は
、『
ト
ゥ
ス
ク
ル
ム
論
叢
』
を
始
め
と
し
た
キ
ケ
ロ
の
対
話
篇
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑼

前
三
世
紀
の
列
伝
体
哲
学
史
の
著
者
で
あ
る
Ｄ
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
に
よ
れ
ば
、
対
話
篇
に
よ
る
哲
学
の
叙
述
形
式
を
発
見
し
、
完
成
さ
せ
た
の

は
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
と
さ
れ
る
（『
哲
学
者
列
伝
』
三
・
四
八
参
照
）。

⑽

知
の
性
格
が
公
共
的
な
も
の
で
あ
り
つ
つ
他
方
で
は
各
人
が
み
ず
か
ら
内
側
に
お
い
て
納
得
し
て
生
み
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
想
起
（
ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
）
説
の
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
内
山
勝
利
「
プ
ラ
ト
ン
的
対
話
篇
に

つ
い
て
」、
片
柳
榮
一
編
著
『
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
』、
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
十
四
│
十
六
頁
参
照
）。

⑾

自
由
学
芸
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
合
わ
せ
て
、
そ
う
し
た
理
性
に
よ
る
魂
の
鍛
錬
に
よ
り
「
見
え
る
も
の
（
造
ら
れ
た
も
の
）
か
ら
見
え
ざ
る
も
の

（
造
っ
た
も
の
）
へ
」、「
魂
を
と
お
し
て
神
へ
」
と
上
昇
し
て
い
く
こ
と
が
、
知
恵
と
幸
福
を
求
め
る
初
期
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
主
要
課
題
で

あ
っ
た
（
Ｈ
・
Ｉ
・
マ
ル
ー
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
古
代
教
養
の
終
焉
』、
岩
村
清
太
訳
、
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
八
年
、
二
四
〇
│
二
五
三
頁

参
照
）。

⑿

Soliloquia,
II,

7,
14.

⒀

対
話
・
問
答
法
の
こ
う
し
た
逸
脱
し
た
形
態
は
、
も
と
も
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
弁
論
術
（
レ
ー
ト
リ
ケ
ー
）
批
判
に
お
い
て
指

摘
し
た
点
に
重
な
り
、
ま
た
プ
ラ
ト
ン
が
「
論
争
の
た
め
の
論
争
技
術
」（
ア
ン
テ
ィ
ロ
ギ
ケ
ー
）
と
し
て
批
判
し
た
も
の
に
相
当
す
る
で
あ
ろ

う
（
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』454A

参
照
）。

⒁

ソ
ク
ラ
テ
ス
対
話
篇
の
ほ
と
ん
ど
が
対
立
す
る
論
敵
の
説
得
に
至
り
き
れ
ず
に
終
わ
る
と
い
う
事
実
が
そ
の
こ
と
を
証
示
し
て
い
る
と
も
言
え
よ

う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ご
と
く
自
身
の
内
面
を
深
層
よ
り
さ
ら
け
出
せ
る
人
間
は
現
実
に
は
多
く
な
い
の
で
あ
る
。「
無
知
の
知
」
を
機
軸
と
し
、

「
無
知
な
者
同
士
に
よ
る
対
話
」
を
建
て
前
と
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
の
楽
観
的
な
性
格
が
そ
こ
に
指
摘
さ
れ
よ
う
。

⒂

C
onfessiones

I,
1.

1.

― １６９ ― アウグスティヌスにおける内的対話の弁証法



⒃

神
へ
の
祈
り
は
回
心
直
後
の
最
初
期
の
諸
著
か
ら
認
め
ら
れ
、
と
り
わ
け
『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
の
冒
頭
で
は
長
大
な
祈
り
が
さ
さ
げ
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
全
体
の
構
造
に
お
け
る
祈
り
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
、『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
で
は
最
初
が
理
性
と
の
語
り
合
い
で
始
め
ら
れ
、
祈
り
は
本

格
的
な
対
話
的
探
求
に
入
る
前
に
集
中
し
て
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
告
白
』
で
は
全
編
が
祈
り
の
中
で
進
め
ら
れ
、
ま
さ
に
祈
り
を

内
容
そ
の
も
の
と
し
て
い
る
と
い
う
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
『
ソ
リ
ロ
キ
ア
』
で
は
祈
り
が
理
性
的
探
求
の
た
め
の
援
助
の
請
い
求
め
と
い

う
性
格
が
強
い
の
に
対
し
、『
告
白
』
で
は
祈
り
を
介
し
た
神
と
の
人
格
的
な
関
係
性
自
体
（
祈
り
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
）
が
目
的
と
さ
れ
て
い

る
と
い
う
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

⒄

S
olignac,

Introduction.,
in

:
B

ibliotheque
A

ugustienne
13,

p.223.

⒅

C
f.

C
onfessiones

X
I,

1.
1.

他
に
『
主
の
山
上
の
説
教
（D

e
serm

one
dom

ini
in

m
onte

）』（
三
九
四
年
）
第
二
巻
三
章
。

⒆

全
知
全
能
の
神
に
対
し
人
間
が
祈
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
折
々
に
省
察
を
重
ね
て
い
る
。
重
要
な
論
考
と
し
て
知
ら

れ
る
の
は
四
一
一
年
前
後
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
『
手
紙
』
一
三
〇
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
祈
り
の
意
味
か
ん
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
省
察
の
う
ち
、
教
育
的
価
値
と
い
う
側
面
の
み
に
注
目
し
て
論
じ
る
。

⒇

D
e

M
agistro,

1,
2.

『
教
師
論
』
で
は
、
聖
書
の
中
で
イ
エ
ス
が
祈
る
こ
と
を
教
え
た
意
味
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。

21

ソ
ク
ラ
テ
ス＝

プ
ラ
ト
ン
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
中
核
内
容
と
し
て
藤
澤
令
夫
が
指
摘
す
る
の
が
、
そ
う
し
た
ロ
ゴ
ス
の
必
然
的
な
デ
ィ
ア

ロ
ゴ
ス
的
性
格
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
葉
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
声
を
出
し
て
語
る
場
合
も
心
の
内
奥
な
る
独
語
（「
内
心
の
声
」）
の
場
合

も
、
そ
の
言
葉
を
自
分
で
聞
く
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
言
葉
に
他
人
が
反
応
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
自
分
も
反
応
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
（「
ギ

リ
シ
ア
哲
学
に
お
け
る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
」、『
藤
澤
令
夫
著
作
集
』
Ⅲ
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
一
六
│
四
一
七
頁
参
照
）。
こ
う

し
た
言
葉
が
有
す
る
性
格
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
代
に
書
物
の
黙
読
の
習
慣
が
な
か
っ
た
こ
と
に
も
鑑
み
て
（C

f.
C

onfessiones
V

I,
3.

3

）、
旧
約
『
詩
編
』
を
祈
り
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
朗
誦
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
大
き
な
働
き
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

22

加
藤
信
朗
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
録
』
講
義
』、
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
六
年
、
三
六
頁
。

23

ソ
ク
ラ
テ
ス
個
人
に
お
い
て
も
、
人
々
と
の
対
話
的
探
求
に
赴
き
「
無
知
の
知
」
を
確
認
す
る
最
初
の
契
機
が
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
で
あ
っ
た
こ

と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

24

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
な
理
性
的
鍛
錬
と
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
道
行
き
の
限
界
に
つ
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
こ
で
の
根
本
的
な
障
害
を

人
間
の
高
慢
さ
（superbia

）
に
認
め
る
。
そ
う
し
た
障
害
を
克
服
し
、
神
と
自
己
と
の
正
し
い
仕
方
で
の
知
の
道
を
得
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ

て
肉
と
な
っ
た
神
の
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
）
で
あ
る
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
謙
遜
の
土
台
」
を
受
け
入
れ
、「
柔
和
で
謙
遜
な
心
」
を
学
ぶ
こ
と
が

アウグスティヌスにおける内的対話の弁証法 ― １７０ ―



必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
（C

f.
C

onfessiones
V

II,
19,

25

）。

25

第
八
巻
の
回
心
場
面
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
の
も
、
そ
う
し
た
深
層
の
情
意
を
め
ぐ
る
熾
烈
な
る
自
己
内
対
話
の
劇
で
あ
り
、「
私
の
私
自
身
に

対
す
る
争
論
」（C

onfessiones
V

III,
11,

27

）
で
あ
っ
た
。

26

C
onfessiones

IV
,

4,
9.

27

第
十
巻
後
半
の
欲
情
分
析
に
お
い
て
吟
味
さ
れ
る
の
は
、「
肉
の
欲
、
目
の
欲
〔
好
奇
心
〕、
世
間
的
野
心
〔
権
力
欲
〕」
と
い
う
三
つ
のlibido

（
情
欲
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
析
の
う
ち
に
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
心
理
学
の
先
駆
を
認
め
る
研
究
者
は
多
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。「『
人
間
の
う
ち
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
者
は
そ
の
人
の
う
ち
に
あ
る
霊
よ
り
他
に
な
い
』
と
言
わ
れ
る
が
、
人
間
の

う
ち
に
あ
る
人
間
の
霊
に
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
い
何
か
が
人
間
の
う
ち
に
は
あ
る
」（C

onfessiones
X

,
5,

7

）。

28

C
onfessiones

X
,

28,
39.

29

深
淵
の
探
求
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
あ
く
ま
で
神
へ
の
祈
り
の
下
で
、
神
自
身
に
よ
り
そ
の
病
が
癒
さ
れ
る
こ
と
へ
の
希
望
に
お
い
て

展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
、「
も
し
自
分
の
魂
が
あ
な
た
〔
神
〕
に
服
し
そ
の
翼
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
ず
、
自
分
の
弱
さ
が
あ
な
た

に
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
じ
つ
に
大
き
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」（C

onfessiones
X

,
4.

6.

）
と
述
べ
る
。

30

C
onfessiones

X
I,

2,
2.

31

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自
身
の
論
駁
法
に
お
け
る
そ
う
し
た
理
性
（
理
論
）
の
必
然
性
を
「
鉄
と
鋼
の
論
理
」
と
し
て
述
べ
る
（『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』509

A

）。

32

こ
の
点
に
か
ん
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
と
対
比
さ
せ
て
批
判
し
た
レ
ー
ト
リ
ケ
ー
（
弁
論
・
修
辞
の
術
）
の
意
義
が
改
め

て
問
い
直
さ
れ
よ
う
。

33

C
f.

B
.

Stock,
A

ugustine’s
Inner

D
ialogue,

C
am

bridge
U

niversity
Press,

2010,
pp.87−

88.

34

C
f.

C
onfessiones

II,
3,

5.

35

C
onfessiones

X
,

3,
4.

― １７１ ― アウグスティヌスにおける内的対話の弁証法






