
デ
カ
ル
ト
は
、
晩
年
、
エ
リ
ザ
ベ
ト
王
女
か
ら
の
要
請
に
答
え
る
た

(
l
)
 

め
に
情
念
に
つ
い
て
定
義
し
、
さ
ら
に
、

6
つ
の
「
基
本
情
念
p
a
s
s
i
o
n

p
r
i
m
i
t
i
v
e
」
を
中
心
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
有
し
て
い
る
様
々
な
情

念
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
と
、

6
つ
の
「
基
本

情
念
」
と
は
、
「
驚
き
「
a
d
m
i
r
a
t
i
o
n
」
、
「
愛

!
'
a
m
o
u
r
」
、
「
憎
し
み

la 
h
a
i
n
e
」
、
「
欲
望

le
desir
」
、
「
喜
び

la
joie
」
、
「
悲
し
み

la

tristesse
」
で
あ
っ
て
、
他
の
情
念
は
こ
れ
ら

6
つ
の
情
念
の
い
く
つ

か
の
複
合
も
し
く
は
種
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
『
方
法
序
説
』
や
『
省
察
』

の
あ
と
、
エ
リ
ザ
ベ
ト
の
た
め
に
執
筆
し
た
と
い
わ
れ
る
『
情
念
論
』

の
中
で
諸
情
念
が
分
析
さ
れ
る
と
き
、
諸
情
念
は
精
神
と
身
体
の
二
元

論
か
ら
で
は
な
く
、
精
神
と
身
体
の
合
一
か
ら
、
い
わ
ば
日
常
的
生
に

お
け
る
人
々
と
の
様
々
な
交
わ
り
に
よ
る
実
践
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
『
省

察
』
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
精
神
と
身
体
が
区
別
さ
れ
る
な
ら
ば
、

窓
の
外
に
、
帽
子
を
被
り
コ
ー
ト
を
着
た
通
行
人
が
私
の
眼
に
映
っ
た

と
し
て
も
、
そ
の
存
在
者
は
人
間
で
は
な
く
自
動
機
械
か
も
し
れ
な
い

(
2
)
 

と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
『
省
察
』
の
立
場
で

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る

「愛」

の
情
念

の
デ
カ
ル
ト
は
、
「
私
は
、
そ
れ
は
人
間
で
あ
る
、
と
判
断
し
て
い
る
。

同
じ
よ
う
に
私
は
、
目
で
見
る
の
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
を
も
、
私
の

精
神
の
う
ち
に
あ
る
判
断
す
る
能
力
の
み
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
」

(
M
e
d
I
I『
A
T
.
V
I
I
.
3
2
)

と
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
「
物

体
そ
れ
自
体
は
、
本
来
は
、
感
覚
あ
る
い
は
想
像
の
能
力
に
よ
っ
て
把

握
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
知
性
に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
る
の
だ

と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
触
れ
た
り
見
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
」

(
M
e
d
 II, 
A
 T
.
V
I
I
.
3
4
)

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
エ
リ
ザ
ベ

卜
宛
書
簡
」
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
精
神
が
身
体
と
結
び
つ
い
て
い
る

ゆ
え
に
、
身
体
に
対
し
て
働
き
か
け
、
身
体
か
ら
働
き
を
受
け
る
」

(
A

Elisabeth, 
2
1
 m
a
i
 1
6
4
3
,
 
A
 T
.
I
I
I
.
6
6
4
 ,
 
6
6
5
)

こ
と
が
珀
皿
か
れ
、
『
情

念
論
』
に
お
け
る
心
身
合
一
に
基
づ
く
諸
情
念
が
扱
わ
れ
る
よ
う
な
経

験
的
観
点
か
ら
こ
の
状
況
が
考
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
を
高
邁
へ
と
駆

り
立
て
た
り
高
慢
に
さ
せ
た
り
す
る
の
は
（
す
な
わ
ち
、
私
に
重
視
の

情
念
や
軽
視
の
情
念
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
の
は
）
、
自
動
機
械
で
は
な

豊

岡

め

ぐ

み
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く
、
人
格
を
備
え
た
生
身
の
人
間
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
と
想
定
す
る

だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
情
念
は
、
気
高
い
謙
虚
と
か
、
悪
し
き
謙
虚
と

か
、
高
慢
と
か
、
高
邁
な
ど
を
伴
う
よ
う
な
私
の
行
動
に
対
す
る
自
己

評
価
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
他
者
の
様
々
な
反
応
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
私
以
外
の
他
者
が
存
在
す
る
こ
と
は
、

私
が
、
他
者
の
行
動
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
軽
蔑
や
敬
意
、
感
謝
や
忘

恩
な
ど
と
い
っ
た
あ
る
評
価
を
下
す
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
最
終
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
他
者
の
心
の
存
在
を
証
明
す

る
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
最
も
容
易
か
つ
即
座

に
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
存
在
を
知
ら
せ
る
の
は
情
念
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。こ

の
こ
と
は
、
複
雑
な
社
会
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
が
精
神
と
身
体
が

結
び
つ
い
た
存
在
者
と
し
て
情
念
を
抱
き
な
が
ら
生
き
る
と
い
う
こ
と

が
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
の
か
と
い
う
問
を
投
げ
か
け
る
。
こ
う
し

た
問
に
答
え
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
「
愛
」
の
情

念
を
扱
い
た
い
。
デ
カ
ル
ト
は
、
愛
を
通
し
て
、
自
己
の
利
害
だ
け
に

と
ど
ま
る
よ
う
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
的
愛
で
は
な
く
、
他
者
の
善
を
追
い
求

め
る
よ
う
な
真
の
愛
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の

時
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
中
に
他
者
性
が
開
か
れ
、
愛
を
め
ぐ
る
デ
カ
ル

ト
の
考
察
は
モ
ラ
ル
ヘ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿

の
目
的
は
、
デ
カ
ル
ト
が
、

6
つ
の
「
基
本
情
念
」
の
―
つ
で
あ
る
「
愛
」

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
、
こ
の
「
愛
」
の
情
念
に
い
か
な
る
役

デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
愛
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
『
情
念
論
』

に
「
愛
」
の
定
義
が
み
ら
れ
る
の
で
確
認
し
て
み
よ
う
。

愛
は
、
精
気
の
運
動
の
引
き
起
こ
す
情
動
の
一
っ
で
あ
り
、
精
神

を
促
し
て
、
み
ず
か
ら
に
適
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
対
象
に
、

(
4
)
 

意

志

で

結

合

し

よ

う

と

さ

せ

る

(
P
a
s
s
i
o
n
s
`
 
art. 
7
9
,
 
A
T
.
 

X
I
.
3
8
7
)

。

(
5
)
 

デ
カ
ル
ト
は
続
く
第
80
節
に
お
い
て
、
こ
の
「
意
志
で
結
合
」
す
る

(
6
)
 

こ
と
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
を
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る

と
、
「
愛
す
る
も
の
と
今
す
で
に
結
合
し
て
い
る
、
と
考
え
さ
せ
る
同

意
の
こ
と
」

(
I
b
i
d
.
)

で
あ
り
、
そ
の
時
、
わ
れ
わ
れ
は
「
あ
る
一
っ

の
全
体
を
想
像
し
て
お
り
、
自
分
は
そ
の
―
つ
の
部
分
に
す
ぎ
ず
、
自

分
の
愛
す
る
も
の
が
も
う
一
方
の
部
分
で
あ
る
と
考
え
て
」

(
I
b
i
d
.）

い
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
意
志
で
結
合
」
す
る

(
7
)
 

と
い
う
こ
と
を
、
「
欲
望
」
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
解
釈
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
点
で
あ
り
、
「
欲
望
」
に
よ
っ
て
、
自
分
が
全
体
の
中
の

一
部
で
あ
る
と
想
像
し
、
自
分
自
身
を
他
者
と
結
び
つ
け
る
よ
う
に
傾

「
愛
」
と
は

割
を
担
わ
せ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第

79
節
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く
と
い
う
意
志
の
同
意
を
促
す
こ
と
を
指
す
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

情
念
の
主
な
効
果
は
、
「
情
念
が
身
体
に
準
備
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、

精
神
に
も
意
志
す
る
よ
う
に
促
し
仕
向
け
る
こ
と
」

(
P
a
s
s
i
o
n
s
`
 

art.40, 
A
T
.
X
I
.
3
5
9
)

で
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
情
念
の
効
用
は
、
「
自
然

が
わ
た
し
た
ち
に
有
用
だ
と
定
め
て
い
る
も
の
を
、
精
神
が
意
志
し
そ

の
意
志
を
持
ち
つ
づ
け
る
よ
う
し
む
け
る
こ
と
」

(
P
a
s
s
i
o
n
s
,
art.52, 

A
T
.
X
I
.
3
7
2
)

に
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
情
念
の
こ
う
し
た
効
用
を
、

身
体
に
関
わ
る
効
用
と
精
神
に
属
す
る
効
用
と
に
分
け
て
考
察
し
て
い

＜
 身

体
に
関
わ
る
限
り
で
の
情
念
の
効
用
は
、
「
身
体
の
保
存
に
役
立

ち
う
る
行
動
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
身
体
を
い
っ
そ
う
完
全
に
す
る
の

に
役
立
ち
う
る
行
動
に
む
け
て
、
精
神
を
促
し
同
意
と
協
力
を
与
え
る

こ
と
」

(
P
a
s
s
i
o
n
s
,
art.137, 
A
 T.
X
I
.
4
3
0
)

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

精
神
に
属
す
る
効
用
は
、
と
り
わ
け
愛
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

他
の
情
念
と
同
様
、
愛
の
働
き
は
、
合
一
を
保
存
し
、
か
つ
何
ら
か
の

仕
方
で
そ
の
合
一
を
よ
り
完
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
情
念
の

中
で
も
「
愛
は
き
わ
め
て
善
い
」

(
P
a
s
s
i
o
n
s
,
art.139, 
A
 T
.
X
I
.
4
3
2
)
 

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
そ
れ
が
わ
た
し
た
ち
に
真
の
善
を
結
合

さ
せ
、
わ
た
し
た
ち
を
そ
れ
だ
け
完
全
に
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
」

(
I
b
i
d
.
）
。
デ
カ
ル
ト
は
愛
は
大
き
す
ぎ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い

う
。
な
ぜ
な
ら
「
極
度
の
愛
で
も
そ
の
な
し
う
る
す
べ
て
は
、
わ
た
し

た
ち
を
こ
れ
ら
の
善
に
完
全
に
結
合
さ
せ
、
特
に
私
た
ち
自
身
に
つ
い

て
持
つ
愛
が
、
何
の
差
別
も
持
た
な
く
な
る
か
ら
だ
」

(
I
b
i
d
.
)
。
そ

れ
ゆ
え
、
デ
カ
ル
ト
は
「
こ
れ
は
ど
ん
な
場
合
に
も
悪
い
は
ず
は
な
い
」

(
I
b
i
d
.
)

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
真
な
る
善
に
対
す
る
極
度
の
愛
は
有

益
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
対
に
、
間
違
っ
た
対
象
に
対
す
る
極

度
の
愛
は
、
常
に
有
害
な
も
の
で
あ
る
。
愛
が
欲
望
と
結
び
つ
い
て
い

る
と
き
は
、
「
愛
は
、
精
神
が
ひ
た
す
ら
愛
の
対
象
を
注
視
す
る
よ
う

に
す
る
の
で
、
そ
の
対
象
の
視
覚
像
を
精
神
に
表
象
す
る
の
に
脳
内
の

す
べ
て
の
精
気
を
用
い
、
こ
れ
に
役
立
た
な
い
腺
の
運
動
を
す
べ
て
停

止
し
て
し
ま
う
か
ら
」

(
P
a
s
s
i
o
n
s
`
 
art.120, A
 T.
X
I
.
4
1
7
)

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
み
た
、
『
情
念
論
』
第
79
節
の
、
こ
の
「
意
志
で

結
合
」
す
る
と
い
わ
れ
る
際
、
そ
れ
は
「
愛
す
る
も
の
と
今
す
で
に
結

合
し
て
い
る
、
と
考
え
さ
せ
る
同
意
の
こ
と
」
を
指
す
も
の
だ
っ
た
が
、

そ
の
時
、
デ
カ
ル
ト
は
「
愛
」
の
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
説
い
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
愛
」
に
よ
っ
て

自
分
を
大
き
な
全
体
の
一
部
と
み
な
し
、
意
志
の
同
意
に
よ
っ
て
、
自

分
と
他
者
と
を
結
び
つ
け
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、

こ
う
し
た
自
己
と
他
者
と
の
結
合
は
、
「
愛
」
と
い
う
情
念
を
巡
っ
て

為
さ
れ
る
、
複
雑
な
心
の
傾
き
あ
る
い
は
心
理
的
態
度
と
言
い
換
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
「
シ
ャ
ヌ
宛
書
簡
」
に
お
い
て
理

解
で
き
る
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
た
め
に
、
私
は
純
粋
に
知
性
的
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な
愛
あ
る
い
は
理
性
的
な
愛
と
情
念
で
あ
る
愛
と
を
区
別
し
ま
す
。

前
者
は
…
わ
れ
わ
れ
の
魂
が
、
何
ら
か
の
善
を
現
に
あ
る
も
の
で

あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
知
覚
し
、
そ
れ
を
自
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
と

判
断
す
る
と
き
、
意
志
に
よ
っ
て
自
己
を
そ
の
善
に
結
合
す
る
こ

と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
魂
が
自
己
自
身
を
そ
の
善
と
合
わ
せ
て
、

そ
の
善
を
―
つ
の
部
分
、
自
己
を
他
の
部
分
と
す
る
よ
う
な
一
っ

の
全
体
と
見
な
す
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
次
い
で
、
も
し
そ
の

善
が
現
に
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
魂
が
善
を
所
有
し
て
い

る
か
、
あ
る
い
は
魂
が
善
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
か
、
要
は

単
に
意
志
に
よ
っ
て
で
は
な
く
実
際
に
事
実
と
し
て
、
結
び
つ
け

ら
れ
る
の
が
自
分
に
合
っ
て
い
る
と
い
っ
た
仕
方
で
魂
が
善
に
結

び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
自
己
に
と
っ
て
善
で
あ
る

と
い
う
認
識
に
伴
う
意
志
の
運
動
は
、
魂
の
喜
び
で
す

(
A

C
ざ
ミ

nut,
1
 fevrier 1
6
4
7
 ̀

 
A
T
.
I
V
.
6
0
1
)

。

「
愛
」
は
、
こ
の
一
節
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
者
の
善
を
自
分

の
善
の
よ
う
に
求
め
よ
う
と
し
、
自
分
の
利
益
よ
り
も
他
者
の
利
益
を

優
先
す
る
こ
と
す
ら
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
愛
」
は
徳
と
義
務
と
を

結
び
つ
け
る
働
き
を
な
す
と
言
え
よ
う
。
そ
の
と
き
、
重
要
な
役
割
を

果
た
す
の
が
「
感
覚
的
愛
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
デ
カ
ル
ト

に
よ
る
「
感
覚
的
愛
」
の
説
明
を
み
て
み
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
の
魂
が
身
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
間
、
こ
の
理
性
的
愛

は
普
通
、
官
能
的
あ
る
い
は
感
覚
的
と
呼
ば
れ
る
も
う
―
つ
の
愛

を
伴
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
感
覚
的
愛
は
、
…
神
経
の
何
ら

か
の
運
動
に
よ
っ
て
魂
の
う
ち
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
混
乱
し
た
思

考
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
思
考
が
魂
を
、
理
性
的
愛
が
存
す
る
も
っ

と
明
晰
な
思
考
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
渇
き

に
お
い
て
、
の
ど
の
乾
燥
と
い
う
感
覚
は
、
水
を
飲
み
た
い
と
い

う
欲
望
へ
向
か
わ
せ
る
混
乱
し
た
思
考
で
す
が
、
こ
の
欲
望
そ
の

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
同
様
に
、
愛
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ

れ
は
心
臓
の
あ
た
り
に
何
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
熱
を
感
じ
、
肺
臓

の
内
部
に
は
き
わ
め
て
多
量
の
血
液
を
感
じ
ま
す
。
そ
の
結
果
、

わ
れ
わ
れ
は
何
か
を
抱
こ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
腕
を
広
げ
る
こ

と
さ
え
し
ま
す
し
、
こ
の
こ
と
は
魂
を
促
し
て
、
現
前
す
る
対
象

を
意
志
に
よ
っ
て
自
ら
に
結
び
付
け
た
い
と
思
わ
せ
ま
す
。
し
か

し
、
魂
が
こ
の
よ
う
な
熱
を
感
じ
る
思
考
と
、
そ
の
対
象
に
魂
を

結
び
つ
け
る
思
考
と
は
別
の
も
の
で
す

(
A
C
h
a
n
u
t
,
 l
 

fevrier 

1
6
4
7
,
 A
T
・
I
V
.
6
0
2
 ,
 
6
0
3
)

。

デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
、
「
理
性
的
愛
」
と
は
異
な
る
、
「
感
覚
的
愛
」

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
「
感
覚
的
愛
」
に
お
け
る
想
像
力
の
重
要
な
役
割

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
「
理
性
的
愛
」
は
、
魂
が
あ
る
―
つ
の
対
象

を
自
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
判
断
を
下
す
の
に
寄
与
す
る
。
そ
し
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て
、
そ
れ
が
自
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
さ
れ
る
と
き
、
「
心
臓
は
こ

れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
愛
の
情
念
を
引
き
起
こ
す
運
動
に
向
か
う
」
の
で
、

(
8
)
 

他
者
と
の
合
一
を
同
意
さ
せ
る
よ
う
働
き
か
け
る
。
「
理
性
的
愛
」
と
「
感

覚
的
愛
」
と
い
う
二
つ
の
愛
は
、
通
常
一
緒
に
見
い
だ
さ
れ
、
両
者
の

(
9
)
 

間
に
は
結
び
つ
き
が
あ
る
の
で
、
「
感
覚
的
愛
」
は
、
「
理
性
的
愛
」
の

判
断
し
た
思
考
を
受
け
、
そ
れ
を
よ
り
明
瞭
化
し
具
現
化
す
る
の
に
役

立
つ
。
す
な
わ
ち
、
「
感
覚
的
愛
」
は
想
像
力
の
働
き
を
有
効
的
に
活

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
時
に
「
感
覚
的
愛
」
は
、
魂
に

「
別
の
と
き
に
は
欠
点
だ
け
し
か
見
な
い
で
あ
ろ
う
対
象
に
お
い
て
、

(10) 

愛
す
べ
き
美
点
を
想
像
す
る
」
よ
う
促
す
こ
と
す
ら
で
き
る
の
だ
。

想
像
力
の
主
要
な
働
き
は
、
ま
た
、
現
前
す
る
対
象
を
意
志
に
よ
っ

て
自
ら
に
結
び
付
け
た
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
魂
を
促
す
た
め
に
、
自
分

が
他
者
と
合
一
し
て
い
る
と
い
う
観
念
を
わ
れ
わ
れ
に
思
い
浮
か
べ
さ

せ
る
こ
と
に
関
与
す
る
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
第
90
節
に

お
け
る
説
明
を
見
て
み
よ
う
。

自
然
は
、
理
性
を
欠
い
た
動
物
と
同
じ
く
人
間
に
も
性
の
区
別
を

な
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
脳
の
う
ち
に
あ
る
刻
印
を
与
え
て
お

い
た
。
こ
の
刻
印
に
よ
っ
て
、
ひ
と
は
あ
る
年
齢
と
あ
る
時
期
に

達
す
る
と
、
自
分
を
不
完
全
な
も
の
と
見
な
し
、
自
分
は
一
っ
の

全
体
の
半
分
に
す
ぎ
ず
、
異
性
の
も
う
ひ
と
り
が
残
り
の
半
分
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
の
ご
と
く
考
え
る
。
こ
う
し
て
自
然
に
よ

っ
て
、
こ
の
あ
と
の
半
分
の
獲
得
が
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
善
の
う

ち
で
最
大
の
も
の
と
し
て
漠
然
と
示
さ
れ
る

(
P
a
s
s
i
o
n
s
,
art. 

9
0
,
 A
T
.
X
I
.
3
9
5
-
3
9
6
)

。

ひ
と
は
異
性
の
人
た
ち
を
多
数
見
る
か
ら
と
い
っ
て
、
同
時
に
そ

の
多
く
を
望
ん
だ
り
は
し
な
い
。
自
然
は
、
自
分
の
残
り
の
半
分

を
ひ
と
り
以
上
必
要
と
す
る
と
は
思
わ
せ
な
い
か
ら
だ
。
む
し
ろ
、

あ
る
ひ
と
り
の
人
間
に
お
い
て
、
同
じ
と
き
に
他
の
人
に
お
い
て

認
め
る
も
の
よ
り
い
っ
そ
う
自
分
の
好
む
何
か
を
認
め
る
と
、
精

神
は
そ
の
た
だ
ひ
と
り
の
人
間
に
対
し
て
、
所
有
し
う
る
最
大
の

善
と
し
て
自
然
が
示
す
善
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
、
自
然
の
与
え

る
傾
き
全
体
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

(
P
a
s
s
i
o
n
s
,
art. 

9
0
,
 A
T
.
X
I
.
3
9
6
)

。

デ
カ
ル
ト
は
こ
の
箇
所
で
、
「
愛
」
と
善
と
の
結
び
つ
き
を
語
っ
て

い
る
。
よ
り
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
「
愛
」
は
対
象
を
善
と
み
な
す
と

い
う
こ
と
だ
。
た
だ
し
、
対
象
を
愛
す
べ
き
も
の
だ
と
思
う
の
は
、
想

像
力
の
働
き
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
理
性
や
感
覚
の
働

き
か
け
が
大
き
く
寄
与
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
「
愛
」
に
お
い
て
も
「
憎

し
み
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
対
象
が
外
的
感
覚
あ
る
い
は
内
的
感
覚
と

精
神
固
有
の
理
性
に
よ
っ
て
、
精
神
に
表
象
さ
れ
る
が
、
私
た
ち
は
ふ

つ
う
、
内
的
感
覚
や
理
性
が
私
た
ち
の
自
然
に
適
す
る
と
判
断
さ
せ
る
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も
の
を
「
善
」
と
、
ま
た
そ
う
で
は
な
い
と
判
断
さ
せ
る
も
の
を
「
悪
」

(12) 

と
呼
ぶ
の
だ
と
説
明
す
る
。
ま
た
、
他
方
、
外
的
感
龍
、
特
に
た
だ
一

つ
他
の
す
べ
て
の
外
的
感
覚
よ
り
も
重
視
さ
れ
て
い
る
視
覚
に
よ
っ
て
、

そ
う
表
象
さ
れ
て
い
る
も
の
を
「
美
」
あ
る
い
は
「
醜
」
と
呼
ぶ
の
だ

(13) 

と
言
う
。
そ
こ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
二
種
類
の
愛
で
あ
る
、
「
善
い
も
の

へ
の
愛
」
と
「
美
し
い
も
の
へ
の
愛
」
が
生
ま
れ
、
後
者
の
「
美
し
い

も
の
へ
の
愛
」
を
「
快
」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
前
置
き
を
し

た
後
で
、
「
こ
の
よ
う
に
快
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
傾
向
、
こ
の
欲
望
は
、

恋
の
名
で
呼
ば
れ
て
」

(Passions
`
 
art. 9
0
,
 A
T
.
X
I
.
3
9
6
)

お
り
、
「
恋

は
、
ま
た
い
っ
そ
う
不
可
思
議
な
効
果
を
持
ち
、
物
語
作
者
や
詩
人
た

ち
に
主
要
な
題
材
を
与
え
て
い
る
」

(
I
b
i
d
.
)

と
論
を
運
ぶ
。
そ
し
て
、

「
快
」
の
情
念
は
、
感
覚
が
表
象
し
て
理
性
に
や
っ
て
く
る
も
の
で
あ

る
の
で
、
理
性
が
表
象
す
る
も
の
よ
り
強
く
精
神
を
刺
激
す
る
た
め
、

他
の
種
類
の
愛
や
憎
し
み
よ
り
通
常
い
っ
そ
う
強
烈
で
あ
る
が
、
真
理

性
が
少
な
い
た
め
、
容
易
く
情
念
に
流
さ
れ
た
り
欺
か
れ
た
り
し
な
い

(15) 

よ
う
細
心
の
注
意
を
払
う
よ
う
助
言
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
う
し
た
美

し
い
も
の
へ
の
愛
で
あ
る
「
快
」
よ
り
も
、
善
い
も
の
へ
の
愛
の
方
に

つ
い
て
重
視
し
、
そ
こ
か
ら
欲
望
と
愛
と
の
区
別
を
語
っ
て
い
く
。

ふ
つ
う
、
二
種
類
の
愛
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
は
「
博
愛

（
好
意
）
の
愛
目
1
o
u
r
d
e
 Bienveillance
」
と
よ
ば
れ
、
自
分
の

愛
す
る
も
の
の
た
め
に
善
を
意
志
す
る
こ
と
を
促
す
愛
で
あ
る
。

他
方
は
、
「
貪
欲
（
欲
情
）
の
愛
a
m
o
u
r
d
e
 C
o
n
c
u
p
i
s
c
e
n
c
e
」

と
よ
ば
れ
、
自
分
の
愛
す
る
も
の
を
欲
望
さ
せ
る
愛
で
あ
る
。
…

ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
な
ん
ら
か
の
対
象
に
意
志
で
結
合
す
る
な

ら
ば
、
人
は
た
だ
ち
に
そ
の
対
象
に
好
意
を
も
っ
て
し
ま
う
、
つ

ま
り
そ
の
対
象
に
か
な
う
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
意
志
で
そ
の
対

象
に
結
合
さ
せ
る
よ
う
に
も
な
る
の
だ
か
ら
。
こ
れ
が
愛
の
主
要

な
効
果
の
―
つ
な
の
だ
。
ま
た
、
そ
の
対
象
を
意
志
に
よ
る
以
外

の
し
か
た
で
、
所
有
し
た
り
結
ば
れ
る
こ
と
が
善
だ
、
と
判
断
す

る
と
き
、
人
は
そ
れ
を
欲
望
す
る
。
こ
れ
も
、
愛
の
最
も
普
通
の

(16) 

効
果
の
―
つ
な
の
で
あ
る

(Passions
`
 
art. 8
1
,
 A
 T
.
X
I
.
3
8
8
)

。

デ
カ
ル
ト
は
、
「
た
だ
情
念
の
向
か
う
対
象
の
所
有
へ
の
愛
」
と
「
対

象
そ
の
も
の
へ
の
愛
」
の
違
い
を
続
く
第
82
節
に
お
い
て
よ
り
詳
細
に

説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
野
心
家
が
栄
誉
に
対
し
て
も
っ

情
念
」
や
「
守
銭
奴
が
金
銭
に
対
し
て
持
つ
情
念
」
と
、
「
よ
き
父
が

子
供
た
ち
に
持
つ
情
念
」
と
を
比
較
し
て
い
る
箇
所
で
明
ら
か
だ
。
「
野

心
家
が
栄
誉
に
対
し
て
も
つ
情
念
」
や
「
守
銭
奴
が
金
銭
に
対
し
て
持

つ
情
念
」
は
、
「
た
だ
情
念
の
向
か
う
対
象
の
所
有
へ
の
愛
」
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
「
よ
き
父
が
子
供
た
ち
に
持
つ
情
念
」
は
、
「
き
わ
め

て
純
粋
な
の
で
、
父
は
子
供
た
ち
か
ら
何
も
得
よ
う
と
は
欲
せ
ず
、
今

と
違
う
よ
う
に
子
供
た
ち
を
所
有
し
よ
う
と
も
し
な
い
し
、
今
以
上
に

子
供
た
ち
と
近
く
傍
ら
に
い
よ
う
と
も
し
な
い
。
た
だ
子
供
た
ち
を
第
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二
の
自
己
自
身
と
考
え
て
、
子
供
た
ち
の
善
を
自
分
の
善
の
ご
と
く
に
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
気
遣
い
を
も
っ
て
、
求
め
る
」

(
P
a
s
s
i
o
n
s
,

art. 8
2
,
 A

T

 .X
I
.
3
8
9
)

と
言
わ
れ
る
。

愛
と
欲
望
は
、
こ
の
よ
う
に
対
象
の
所
有
を
持
つ
か
ど
う
か
と
い
う

点
に
お
い
て
異
な
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
対
象
と
の
合
一
を
想
像
力

に
よ
っ
て
表
象
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
ど
ち
ら
も
同
様
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
、
私
と
他
者
と
を
合
一
さ
せ
る
と
い
う
情
念
の
主
要
な
効

果
に
寄
与
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
愛
は
対
象
を
善
と
み
な
す
の
に
対
し
て
、

性
的
な
欲
望
は
対
象
を
快
と
み
な
す
と
い
う
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
。

デ
カ
ル
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
が
一
人
で
は
生
存
で
き
な
い
こ
と
、
個
人

の
利
益
よ
り
も
、
他
者
の
善
を
追
求
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
エ
リ
ザ
ベ

(17) 

ト
に
説
く
。

神
の
善
性
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
不
死
、
宇
宙
の
広
大
さ
を
認
識
し

た
あ
と
で
、
そ
の
認
識
が
大
変
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
う
一

つ
の
真
理
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
各
々
は
他
人
か

ら
分
離
さ
れ
た
個
人
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
利
害
は
あ
る

意
味
で
他
の
人
の
利
害
と
区
別
さ
れ
る
に
せ
よ
、
し
か
し
人
は
一

「
エ
リ
ザ
ベ
ト
宛
書
簡
」
に
お
け
る
愛

人
で
は
生
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
実
際
、
人
は
宇
宙
の
一
部
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま

た
詳
し
く
言
え
ば
、
こ
の
地
球
の
一
部
で
あ
り
、
こ
の
国
の
、
こ

の
社
会
の
、
こ
の
家
族
の
一
部
で
あ
り
、
人
は
住
居
、
誓
約
、
生

ま
れ
を
と
お
し
て
そ
れ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
し
て
人
は
、
一
個
人
の
利
益
よ
り
も
、
自
分
が
そ
の
一

部
で
あ
る
全
体
の
利
益
を
い
つ
も
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
す
。
た
だ
、

そ
れ
も
あ
く
ま
で
節
度
と
慎
重
さ
を
も
っ
て
の
こ
と
で
す

(
A

E
l
i
s
a
b
e
t
h
,
 1
5
 s
e
p
t
e
m
b
r
e
 1
6
4
5
,
 A
 T
.
I
V
.
2
9
2
 ,
 
2
9
3
)

。

し
か
し
、
エ
リ
ザ
ベ
ト
は
、
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
懐

疑
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
忙
し
い
王
室
で
の
仕
事
は
、
彼
女
の
私

的
な
時
間
を
奪
っ
て
い
き
、
彼
女
は
公
共
の
生
活
と
個
人
の
利
益
は
対

立
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。
彼
女
は
、
単
に
自
分
を
全
体

の
一
部
分
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
的
な
利
益
と
公

的
な
利
益
と
が
釣
り
合
う
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
実
現
可
能
性
に
つ
い

て
デ
カ
ル
ト
に
問
う
。

わ
れ
わ
れ
は
全
体
の
一
部
で
あ
り
、
全
体
の
利
益
を
求
め
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
お
考
え
は
、
た
し
か
に
あ
ら
ゆ
る
高
邁
な
行
為
の

源
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
そ
れ
ら
の
行
為
に
定
め
て
お

ら
れ
る
諸
条
件
に
は
、
多
く
の
困
難
な
点
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま

(65) 20 



す
。
公
衆
の
た
め
に
自
ら
が
蒙
る
悪
を
、
そ
の
こ
と
か
ら
生
じ
る

で
あ
ろ
う
善
と
比
較
し
て
、
ど
の
よ
う
に
測
る
の
で
し
ょ
う
か
？

悪
の
観
念
の
方
が
い
っ
そ
う
判
明
で
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ど
う
し
て

も
そ
の
方
が
い
っ
そ
う
大
き
く
見
え
て
し
ま
う
の
で
す
か
ら
。
わ

れ
わ
れ
自
身
の
価
値
と
わ
れ
わ
れ
が
共
に
生
き
て
い
る
人
た
ち
の

価
値
の
よ
う
に
、
同
じ
程
度
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
事
柄
を
比
較

す
る
た
め
に
は
、
ど
う
い
う
規
則
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
（
A

D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 3
0
 s
e
p
t
e
m
b
r
e
 1
6
4
5
,
 A
T
.
I
V
.
3
0
3
)

。

エ
リ
ザ
ベ
ト
の
こ
う
し
た
考
え
の
根
底
に
は
、
個
人
の
利
益
と
公
的

な
利
益
と
は
同
じ
尺
度
で
測
れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
、
自
己
の
経
験

に
基
づ
い
た
確
値
が
あ
る
。
彼
女
に
と
っ
て
、
い
っ
た
い
い
か
に
し
て
、

自
分
が
耐
え
難
い
ほ
ど
の
痛
み
を
負
い
そ
れ
に
苦
し
ん
で
ま
で
、
他
者

の
善
を
重
視
し
私
的
な
行
動
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
理
解

に
苦
し
む
。
自
己
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
他
者
の
た
め
に
何
か
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
、
個
人
的
な
痛
み
よ
り
他
者
の
善
の
方
を
優
先
す
る
た
め

に
、
私
は
自
分
が
為
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
調
整
し
た
り
、
究
極
的

に
は
自
分
の
行
為
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
エ
リ
ザ
ベ
ト
が
考
え
る
よ
う
に
、

私
的
な
善
と
公
的
な
善
と
の
両
立
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
的

を
得
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ト
は
デ
カ
ル
ト
に
次
の
よ
う

に
問
う
。

た
し
か
に
、
善
を
、
そ
れ
が
満
足
と
い
う
も
の
に
貢
献
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
に
応
じ
て
評
価
し
、
そ
の
満
足
度
を
、
喜
び
を
生
み

出
す
完
全
性
に
応
じ
て
測
り
、
こ
れ
ら
の
完
全
性
や
喜
び
を
、
情

念
を
交
え
る
こ
と
な
く
判
断
す
る
と
い
う
習
慣
は
、
多
く
の
誤
り

か
ら
彼
ら
を
守
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
善
を
評
価

す
る
た
め
に
は
、
善
を
完
全
に
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

で
き
る
限
り
の
す
べ
て
の
用
心
を
し
た
と
良
心
が
証
言
す
る
と
き

人
は
満
足
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
、
あ
な
た
は
言
わ
れ
る
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
収
支
勘
定
が
分
か
ら
な
い
時
に
は
、
け
っ
し
て

そ
う
い
う
こ
と
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
か
ら
考
慮

す
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
は
、
人
は
い
つ
も
考
え
を
変
え
る
か
ら
で

す
。
満
足
度
を
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
完
全
性
に
応
じ
て
測
る
た

め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
だ
け
に
役
立
つ
も
の
が
よ
い
の
か
、

そ
れ
と
も
他
の
人
に
も
有
益
な
も
の
が
よ
い
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の

完
全
性
の
価
値
を
は
っ
き
り
と
見
極
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

(
A
 D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 1
3
 s
e
p
t
e
m
b
r
e
 1
6
4
5
,
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 T
.
I
V
.
2
8
8ー
2
8
9
)

。

エ
リ
ザ
ベ
ト
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
情
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く

理
性
に
よ
っ
て
冷
静
に
物
事
を
み
つ
め
、
そ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
選
択
を
為
す
こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
有
益
な
の

か
、
他
者
に
と
っ
て
有
益
な
の
か
を
勘
案
し
な
が
ら
完
全
性
を
測
定
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
は
有
限
な
存
在
者
で
あ

り
無
限
の
知
を
有
し
て
い
な
い
せ
い
で
、
不
十
分
に
し
か
そ
れ
ら
を
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
世
に

お
い
て
選
択
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
な
様
々
な
事
が
ら
に
つ
い
て
、
無
限

の
知
の
欠
如
の
せ
い
で
、
わ
れ
わ
れ
は
将
来
に
つ
い
て
予
測
で
き
な
い

し
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
善
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
が
、

(18) 

エ
リ
ザ
ベ
ト
に
不
満
を
避
け
ら
れ
な
い
の
だ
と
確
信
さ
せ
る
。

で
は
、
他
者
の
た
め
に
何
か
を
し
よ
う
と
自
己
を
傾
か
せ
る
た
め
に

は
、
何
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
自
己
を
犠
牲
に
し
て

(19) 

何
が
何
で
も
他
者
の
た
め
に
あ
る
行
為
を
為
す
と
い
う
場
合
に
は
、
他

者
を
自
己
の
一
部
分
と
み
な
し
、
他
者
と
合
一
を
形
成
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
他
者
と
の
合
一
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
他
者
と
の
間
に

何
ら
か
の
結
束
、
す
な
わ
ち
あ
る
繋
が
り
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
無
限
の
知
恵
の
欠
如
の
せ
い
で
、
そ
う
し
た
他
者
と
の
間
に
形
成

さ
れ
る
繋
が
り
や
絆
も
ま
た
、
知
性
に
よ
っ
て
構
築
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
の
意
味
で
、
エ
リ
ザ
ベ
ト
の
見
解
は
正
し
い
と
い
え
る
。
そ

し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
エ
リ
ザ
ベ
ト
に

賛
同
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
利
他
主
義
を
可
能
に

す
る
の
は
、
知
性
で
は
な
く
、
愛
に
代
表
さ
れ
る
情
念
で
あ
る
か
ら
。

エ
リ
ザ
ベ
ト
と
の
や
り
取
り
は
、
デ
カ
ル
ト
に
自
己
の
利
害
だ
け
に
と

ど
ま
る
よ
う
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
的
愛
で
は
な
く
、
他
者
の
善
を
追
い
求
め

る
よ
う
な
真
の
愛
を
考
え
さ
せ
る
機
会
を
も
た
ら
し
、
デ
カ
ル
ト
哲
学

「
理
性
的
愛
」
と
「
感
覚
的
愛
」
を
区
別
す
る
の
は
想
像
力
の
働
き

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
神
へ
の
愛
は
想
像
力
に
訴
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
神
へ
の
愛
は
「
感
覚
的
愛
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

神
に
お
い
て
は
、
想
像
に
描
き
う
る
も
の
が
何
も
な
く
、
そ
の
結

果
、
た
と
え
わ
れ
わ
れ
が
神
に
対
し
て
何
ら
か
の
知
性
的
愛
を
持

っ
と
し
て
も
、
知
性
的
愛
が
知
性
か
ら
感
覚
に
達
す
る
た
め
に
は

想
像
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か

な
る
感
覚
的
愛
も
持
ち
え
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
の
で
す

(
A

C
h
a
n
u
t
,
 l
 

fevrier 1
6
4
7
 ̀

 
A
T
.
I
V
.
6
0
7
)

。

神
の
諸
属
性
は
「
わ
れ
わ
れ
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
そ
れ
ら
諸
属
性
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
相
応
し
い
も
の
と
は
ど

う
し
て
も
考
え
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
に
意
志

に
よ
っ
て
結
び
つ
く
こ
と
は
決
し
て
な
い
」

(
I
b
i
d
.
)
。
わ
れ
わ
れ
は
、

神
の
諸
属
性
と
合
一
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
一

部
分
で
あ
る
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

と
何
ら
か
の
合
一
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、

「
シ
ャ
ヌ
宛
書
簡
」
に
お
け
る
神
へ
の
愛

の
中
に
他
者
性
を
開
く
契
機
を
与
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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デ
カ
ル
ト
は
、
神
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
と
も
、
神
を
愛
の
対

象
と
し
て
捉
え
、
愛
を
通
じ
て
為
さ
れ
た
合
一
に
思
考
を
巡
ら
せ
る
な

ら
、
身
体
は
心
臓
の
ま
わ
り
に
熱
を
引
き
起
こ
し
、
非
常
に
激
し
い
情

念
を
生
み
出
す
反
応
が
起
こ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私

が
「
愛
」
の
情
念
を
通
し
て
自
己
概
念
を
獲
得
し
、
私
が
精
神
と
身
体

と
が
結
び
つ
い
た
―
つ
の
存
在
で
あ
り
、
他
者
も
自
分
と
同
様
そ
の
よ

う
な
心
身
が
合
一
し
情
念
を
備
え
た
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

デ
カ
ル
ト
が
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
以
下
の
一

節
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
愛
の
対
象
で
あ
る
神
の
う
ち
に
何
が
あ
る
か
わ
れ
わ

れ
は
少
し
も
想
像
し
な
い
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
の
愛
そ
れ
自
体

を
想
像
に
描
く
こ
と
は
で
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
愛
と
は
、
何
ら

か
の
対
象
に
わ
れ
わ
れ
自
身
を
合
一
さ
せ
よ
う
と
意
志
す
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
神
に
つ
い
て
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を

神
の
創
造
し
た
広
大
な
無
辺
な
諸
事
物
の
き
わ
め
て
小
さ
な
一
部

分
と
み
な
そ
う
と
意
志
す
る
こ
と
な
の
で
す

(
A
C
h
a
n
u
t
 
`
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。

神
へ
の
愛
は
想
像
力
に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
一
節
で

わ
れ
わ
れ
が
着
目
し
た
い
点
は
、
神
が
愛
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
愛
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る

よ
う
な
事
物
や
存
在
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
想
像
力
が
そ
う
し
た

事
物
や
存
在
者
に
つ
い
て
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
条
件
が
必

要
と
な
る
。
愛
の
対
象
が
そ
の
よ
う
な
条
件
を
前
提
し
て
い
る
の
だ
と

す
る
と
、
愛
そ
の
も
の
も
そ
の
よ
う
に
、
自
己
や
他
者
に
向
か
っ
て
評

価
を
す
る
と
い
う
働
き
を
内
蔵
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
、

わ
れ
わ
れ
の
愛
の
向
か
う
対
象
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
そ
の
対
象
に
関
す
る
評
価
の
違
い
に
よ
っ
て
、

3
種
類
の
愛
を
区
別
し
て
い
る
。

3
種
類
の
愛
と
は
、
「
た
ん
な
る
愛

(20) 

着
」
、
「
友
愛
」
、
「
献
身
」
で
あ
る
。
「
た
ん
な
る
愛
着
」
と
は
、
一
っ

の
花
、
一
羽
の
鳥
、
一
頭
の
馬
に
対
し
て
も
つ
も
の
で
、
「
愛
の
対
象

を
自
分
以
下
に
評
価
」
す
る
場
合
の
、
そ
の
対
象
に
も
つ
愛
で
あ
る
。
「
友

愛
」
と
は
、
「
対
象
を
自
分
と
同
等
に
評
価
す
る
」
場
合
を
い
う
。
デ

カ
ル
ト
の
説
明
に
よ
る
と
、
「
友
愛
は
、
き
わ
め
て
乱
れ
た
精
神
の
持
ち

主
で
も
な
い
限
り
、
人
間
に
対
し
て
し
か
持
ち
え
な
い
。
そ
し
て
人
間

た
ち
は
ま
さ
に
こ
の
情
念
の
対
象
な
の
で
あ
り
、
い
か
に
相
手
が
不
完

全
で
あ
っ
て
も
、
自
分
が
愛
さ
れ
、
ま
た
真
に
け
だ
か
く
高
邁
な
精
神

を
持
つ
と
考
え
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
人
に
対
し
て
き
わ
め
て
完
全
な

友
愛
を
持
ち
え
な
い
こ
と
は
な
い
」

(Passions,
art. 8
3
,
 
A
T
.
 XI・ 

3
9
0
)
。
最
後
の
「
献
身
」
と
は
、
「
対
象
を
自
分
以
上
に
評
価
す
る
」

場
合
に
、
ひ
と
の
も
つ
愛
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
に
、
自
己
と
外
的
事
物
や
他
者
と
の
関
係
の

評
価
に
基
づ
い
て
、

3
種
類
の
愛
の
差
異
を
説
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
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自
分
を
ど
の
よ
う
に
見
積
も
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
に
応
じ
た
自

分
自
身
の
振
舞
い
は
、
自
分
と
他
者
と
の
比
較
を
通
じ
て
為
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
想
像
力
が
密
接
に
関
わ
り
、
自
己
評
価

の
程
度
に
応
じ
て
他
者
に
対
す
る
諸
情
念
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
し
、
ま

た
、
反
対
に
、
自
分
に
対
す
る
他
者
の
様
々
な
反
応
こ
そ
が
、
自
己
評

価
を
為
す
際
に
大
き
く
寄
与
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
、
自
分
を
公
衆
の
一
部
と
考
え
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の

人
に
善
を
施
す
こ
と
を
喜
び
と
し
、
他
人
の
役
に
立
っ
た
め
に
、
た
と

え
自
分
の
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
も
、
他
人
を
救
う
た
め
に
自
己

(21) 

犠
牲
を
払
う
こ
と
も
厭
わ
な
い
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に

考
え
る
こ
と
は
人
間
の
行
う
す
べ
て
の
最
も
英
雄
的
な
行
為
の
源
泉
で

(22) 

あ
る
と
す
ら
い
う
。
た
だ
し
、
虚
栄
の
せ
い
で
人
か
ら
称
賛
さ
れ
た
い

と
思
っ
て
、
あ
る
い
は
愚
か
さ
の
せ
い
で
危
険
を
恐
れ
ず
に
自
分
の
身

体
を
危
険
に
さ
ら
し
た
り
死
に
さ
ら
す
こ
と
は
、
称
え
ら
れ
る
べ
き
も

(23) 

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
哀
れ
む
べ
き
行
為
だ
と
説
明
す
る
。
神
へ
の
愛

は
、
自
分
自
身
の
利
害
を
棄
て
、
そ
れ
が
自
分
の
義
務
で
あ
り
、
自
分

が
そ
の
一
部
で
あ
る
公
衆
に
多
く
を
負
う
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
を
基

盤
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
命
を
失
う
こ
と
す
ら
可
能
に
す
る
よ
う
な
も
の
で

(21) 

あ
る
。
こ
の
究
極
的
な
情
念
こ
そ
、
高
邁
で
あ
る
。
高
邁
の
特
性
と
し
て
、

デ
カ
ル
ト
は
「
他
人
の
た
め
に
善
を
な
し
、
そ
の
た
め
に
は
自
分
の
利

害
を
軽
視
す
る
こ
と
を
最
大
の
こ
と
と
考
え
る
」

(Passions,
art. 

1
5
6
,
 
A
 
T
.
X
I
.
4
4
8
)

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
高
邁
は
自
己
に
向
け
ら
れ

た
、
あ
る
評
価
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
高
邁

は
、
自
己
と
愛
の
対
象
と
に
基
づ
い
て
、
そ
の
正
し
い
認
識
を
持
ち
、

高
い
自
己
評
価
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
の
善
の
た
め
に
尽
く
す
こ

と
が
可
能
と
な
る
か
ら
だ
。
デ
カ
ル
ト
は
、
や
は
り
こ
こ
で
も
、
自
己

評
価
と
情
念
の
関
係
性
に
着
目
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
は

そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

高
慢
と
高
邁
と
は
ど
ち
ら
も
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
抱
く
高
い
評

価
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
異
な
る
の
は
そ
の

評
価
が
、
高
慢
に
お
い
て
は
不
当
、
高
邁
に
お
い
て
は
正
当
と
い

う
だ
け
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
二
つ
を
同
一
の
情
念
芦
盃
巴
に
関

係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
驚
き
、
喜
び
、

愛
の
運
動
か
ら
合
成
さ
れ
る
運
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
自

己
に
も
、
自
己
重
視
の
理
由
と
な
る
も
の
に
も
向
け
ら
れ
る
も
の

だ
。
反
対
に
、
気
高
い
謙
虚
で
あ
れ
、
悪
し
き
謙
虚
で
あ
れ
、
謙

虚
を
起
こ
す
運
動
は
、
自
己
自
身
に
対
し
て
持
つ
驚
き
、
悲
し
み
、

愛
の
運
動
の
合
成
し
た
運
動
で
あ
り
、
こ
れ
に
、
自
己
軽
視
の
理

由
と
な
る
欠
陥
に
対
す
る
憎
し
み
が
ま
じ
る

(Passions,
art. 

1
6
0
,
 
A
 
T
.
X
I
.
4
5
1
 ,
 
4
5
2
)

。

わ
れ
わ
れ
が
自
分
に
つ
い
て
善
だ
と
み
な
す
よ
う
な
事
が
ら
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
は
、
単
に
善
を
熟
慮
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
源
泉

(61) 24 



こ
れ
ま
で
、
デ
カ
ル
ト
の
「
愛
」
に
つ
い
て
吟
味
し
て
き
た
が
、
「
愛
」

の
情
念
の
分
析
に
よ
っ
て
、
他
者
が
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ど
の
よ
う
な

む
す
び

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
も
含
む
。
そ
れ
ゆ
え
、
情
念
の
原
因
を
突

き
止
め
る
必
要
性
が
出
て
く
る
。
高
邁
は
、
情
念
で
あ
り
、
「
精
神
を

あ
る
思
考
に
し
む
け
る
、
精
神
の
う
ち
の
習
性
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
徳

(25) 

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
は
、
身
体
に
お
け
る
動
物
精
気
に
強
く
影

響
を
及
ぼ
す
の
で
、
動
物
精
気
の
あ
る
運
動
が
自
己
評
価
を
為
す
。
高

慢
も
高
邁
も
ど
ち
ら
も
別
々
の
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
動
物
精
気

の
同
一
の
運
動
が
、
妥
当
な
自
己
評
価
（
高
邁
）
か
、
不
当
な
自
己
評

価
（
高
慢
）
の
ど
ち
ら
か
を
生
み
出
す
。
高
慢
と
高
邁
が
ど
ち
ら
も
、

自
分
自
身
に
つ
い
て
高
い
評
価
を
下
す
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、

こ
れ
ら
が
別
々
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
れ
ら
の
情
念
が
、

他
の
情
念
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
有
徳
に
傾
く
か
、
悪
徳
に
傾
く
か
と

い
う
違
い
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
が
こ
の
よ
う
に
、
自
己
評
価
を
す
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の

自
己
評
価
を
正
し
く
習
得
す
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
仕
組
み
を
わ
れ

わ
れ
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
情
念
に
流
さ
れ
る
ま
ま

に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
情
念
を
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
情
念
と

う
ま
く
付
き
合
っ
て
い
く
こ
と
を
推
奨
す
る
か
ら
で
あ
る
。

行
動
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
配
慮
す
る
こ
と
が
い
か
に
重
要
か
が

理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
た
っ
た
一
人
で
こ
の
世
に
生

き
て
い
る
の
な
ら
ば
、
自
分
自
身
の
善
、
と
り
わ
け
自
ら
の
身
体
に
と

っ
て
の
善
を
促
進
す
れ
ば
良
い
。
目
の
前
に
座
っ
て
い
る
人
や
通
り
を

歩
く
通
行
人
は
も
し
か
し
た
ら
自
動
機
械
か
も
し
れ
な
い
と
想
定
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え
を
否
定
す
る
の
に
、

重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
「
愛
」
の
情
念
、
究
極
的
に
は
「
高
邁
」

で
あ
る
。
「
愛
」
は
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
が
他
者
と
の
合
一
に
よ
る
結
束

や
絆
、
た
と
え
ば
、
家
族
と
か
グ
ル
ー
プ
と
か
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
を

形
成
す
る
の
か
を
説
明
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
愛
」
の
情
念
は
、
他
者

が
自
分
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
に
注
意
を
払
う
こ
と
を

促
し
、
自
分
自
身
を
全
体
の
一
部
と
し
て
み
な
し
、
他
者
の
善
を
追
求

す
る
と
い
う
特
殊
な
概
念
を
形
成
す
る
の
に
寄
与
す
る
の
で
あ
る
。

注デ
カ
ル
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
慣
例
に
よ
っ
て
ア
ダ
ン
・
タ
ヌ
リ
版

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

C
u
0
res 
d
e
 D
e
s
c
a
r
t
e
s
 ̀

 
p
u
b
l
i
e
e
s
 p
a
r
 C

h
.
A
d
a
m
 et 

P
.
T
a
n
n
e
r
y
.
 reed., 
V
r
i
n
.
1
9
9
6
こ
れ
を
A

T
と
略
記
し
、
引
用
に
際
し
て
は
そ
の

巻
数
と
頁
を
記
す
。
引
用
中
の
[
]
括
弧
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
筆
者
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
日
本
語
訳
は
『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
全
4

巻
、
白
水
社
、

1
9
7
3
、
山

田
弘
明
、
『
デ
カ
ル
ト
11

エ
リ
ザ
ベ
ト
往
復
書
簡
』
、
講
談
社
学
術
文
庫
、

2
0
0
1

お

よ
び
『
デ
カ
ル
ト
全
書
簡
集
』
第
七
巻
、
知
泉
書
館
、

2
0
1
5
、
谷
川
多
佳
子
、
『
情

念
論
』
、
岩
波
文
庫
、

2
0
0
8

を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
文
脈
の
都
合
で
筆
者

が
独
自
に
加
筆
、
修
正
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

25 (60) デカルトにおける「愛」の情念



7
 

6
 

5
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
2
 

「
脳
の
な
か
に
あ
る
印
象
だ
け
に
よ
っ
て
、
意
志
の
協
力
な
し
に
、
し
た
が

っ
て
精
神
か
ら
生
じ
る
い
か
な
る
能
動
も
な
し
に
、
精
神
の
な
か
に
ひ
き
起

こ
さ
れ
る
す
べ
て
の
想
念

p
e
n
s
e
e
s
を
一
般
的
に
情
念

p
a
s
s
i
o
n
s
と
名
づ

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
べ
て
能
動
で
な
い
も
の
は
受
動
に
ほ
か
な
ら
な

い
か
ら
で
す
」

(
A
Elisabeth, 6
 oc
t
o
b
r
e
 1
6
4
5
 ̀
 AT
.
V
I
.
 310)・ 

山
口
信
夫
、
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
他
者
に
つ
い
て
」
、
『
待

兼
山
論
叢
』
第
12
号、

1
9
7
8
、
p
p
.
9,
 10. 

山
口
信
夫
、
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
コ
ギ
ト
と
他
者
に
つ
い
て
」
、

p.13.

L
'
a
m
o
u
r
 e
s
t
 
u
n
e
 e
m
o
t
i
o
n
 d
e
 l'ame, 
c
a
u
s
e
e
 p
a
r
 le 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
 

d
e
s
 esprits, 
q
u
i
 1
 

`
 

incite 
a
 s
e
 j
o
i
n
d
r
e
 
d
e
 v
o
l
o
n
t
e
 
a
u
x
 o
b
j
e
t
s
 
q
u
i
 

p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 lui 
e
t
r
e
 c
o
n
v
e
n
a
b
l
e
s
"
.
 

A
l
q
u
i
e
は
こ
の
「
意
志
で
結
合
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
「
意
志
で
結
合

す
る
と
は
、
誰
か
の
意
志
に
結
合
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。

F
e
r
d
i
n
a
n
d
 A
l
q
u
i
e
,
 L
e
 c
a
r
t
e
s
i
a
n
i
s
m
e
 d
e
 M
a
l
e
b
r
a
n
c
h
e
 ̀
 Paris, V
r
i
n
,
 

1947, 
p
.
3
6
3
 ̀
 n.17. 
デ
カ
ル
ト
は
「
意
志
で
結
合
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
結
合
し
よ
う
と
い
う
意
志
と
表
現
し
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

D
e
n
i
s
 K
a
m
b
o
u
c
h
n
e
r
 ̀
 De
s
c
a
r
t
e
s
 et la p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
m
o
r
a
l
e
,
 
Paris, 

H
e
r
m
a
n
n
,
 2
0
0
9
 ̀
 pl
2
6
.
 
A
l
b
e
r
t
o
 Frigo, "
D
e
s
c
a
r
t
e
s
 e
t
 l
'
a
m
o
u
r
 d
e
s
 

s
c
o
l
a
s
t
i
q
u
e
s
 
:
 re
m
a
r
q
u
e
s
 s
u
r
 la 
definition 
d
e
 l
'
a
m
o
u
r
 d
a
n
s
 les 

P
a
s
s
i
o
n
s
 d
e
 l
 

`dme`•• 

H
u
n
g
a
r
i
a
n
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l
 R
e
v
i
e
翌
vol.59,

2
0
1
5
,
 
P.113. 
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
は
、
こ
の
第
79
節
の
「
意
志
で
結
合
す
る

s
e
 j
o
i
n
d
r
e
 
d
e
 v
o
l
o
n
t
e
」
と
い
う
表
現
に
固
有
の
難
し
さ
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

A
l
b
e
r
t
o
も
、
こ
の
愛
の
定
義
に
こ
そ
、
デ
カ
ル

ト
の
学
説
の
曖
昧
さ
と
難
し
さ
が
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
理
由
を
、
「
デ
カ

ル
ト
が
『
本
質
』
と
『
特
質
』
を
混
同
し
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
に
あ
る
と
説

明
し
て
い
る
。

「
情
念
論
』
第
86
節
に
「
欲
望
」
の
定
義
が
為
さ
れ
て
い
る
。
「
欲
望
の
情
念

は
、
精
気
が
引
き
起
こ
す
精
神
の
動
揺
で
、
精
神
が
自
分
に
適
す
る
と
み
ず

17) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 

(11) 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

か
ら
表
象
す
る
も
の
を
未
来
に
向
か
っ
て
意
志
す
る
よ
う
し
む
け
る
。
こ
う

し
て
欲
望
す
る
の
は
、
今
は
不
在
の
善
の
現
前
だ
け
で
な
く
、
今
あ
る
善
の

保
持
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
す
で
に
あ
る
悪
の
不
在
と
と
も
に
、
こ
れ

か
ら
被
る
か
も
し
れ
な
い
悪
の
不
在
で
あ
る
」

(
P
a
s
s
i
o
n
s
`
 art.86, 

A
T
.
X
I
.
3
9
2
)
。

Cf. A
 C
h
a
n
u
t
 ̀
 1
 fe
v
r
i
e
r
 1647, A
 T.IV.603. 

Ibid. 

Ibid. 

愛
の
情
念
の
説
明
が
『
情
念
論
』
第
8
0
節
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
あ

る
―
つ
の
全
体
が
想
像
さ
れ
て
い
て
、
自
分
は
そ
の
―
つ
の
部
分
に
す
ぎ

ず
、
自
分
の
愛
す
る
も
の
が
も
う
一
方
の
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る」

(
P
a
s
s
i
o
n
s
`
 art. 
80, A
 T.
X
I
.
3
8
7
)
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

Cf. P
a
s
s
i
o
n
s
,
 art. 85, A
 T.XI.391. 

Cf. P
a
s
s
i
o
n
s
,
 art. 85, A
 T.
X
I
.
3
9
1
 ,
 
392. 

Cf. P
a
s
s
i
o
n
s
 ̀
 art. 85, A
 T.XI.392. 

Ibid. 

『
情
念
論
』
に
お
い
て
、
二
つ
の
愛
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
博
愛
の
愛
」

と
「
貪
欲
の
愛
」
は
、
「
シ
ャ
ヌ
宛
書
簡
」
に
お
い
て
よ
り
具
体
的
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。
「
博
愛
の
愛
」
と
「
貪
欲
の
愛
」
に
つ
い
て
、
前
者
は
「
そ

こ
に
お
い
て
…
欲
望
は
そ
れ
ほ
ど
現
れ
な
い
」
が
、
後
者
は
「
非
常
に
激
し

い
欲
望
に
他
な
ら
ず
、
多
く
の
場
合
弱
い
愛
に
基
づ
い
て
い
る
」

(
A

C
h
a
n
u
t
 ̀
 1
 fevrier 1
6
4
7
 ̀
 AT
.
I
V
.
6
0
6
)

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
博

愛
の
愛
」
、
「
貪
欲
の
愛
」
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
山
田
弘
明
他
訳
『
デ
カ
ル

ト
全
書
簡
集
』
、
知
泉
書
院
、
2
0
1
5
年、
2
3
9
頁
を
、
ま
た
、
「
好
意
の
愛
」
、
「
欲

情
の
愛
」
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
谷
川
多
佳
子
訳
『
情
念
論
」
、
岩
波
文
庫
、

2
0
0
8
年、

70
頁
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

「
神
は
事
物
の
秩
序
を
き
ち
ん
と
確
立
し
、
人
間
全
体
を
き
わ
め
て
緊
密
な

―
つ
の
社
会
に
結
び
つ
け
て
い
ま
す
の
で
、
た
と
え
各
人
が
す
べ
て
を
自
分

本
位
に
考
え
て
、
他
人
に
対
し
て
ど
ん
な
慈
愛
も
有
さ
な
い
と
し
て
も
、
そ

(59) 26 



(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 
20 
ヽ

(18) 

(19) 

の
人
が
思
慮
を
用
い
て
事
を
行
い
さ
え
す
る
な
ら
、
そ
し
て
と
り
わ
け
道
徳

が
腐
敗
し
て
い
な
い
時
代
に
生
き
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
力
の
及
ぶ
す
べ
て
の

も
の
に
お
い
て
、
通
常
は
、
や
は
り
他
人
の
た
め
に
尽
く
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
善
を
自
分
自
身
の
た
め
に
獲
得
す
る
よ

り
も
、
他
人
に
善
を
施
す
こ
と
の
方
が
、
よ
り
気
高
く
、
よ
り
輝
か
し
い
こ

と
で
す
か
ら
、
そ
の
こ
と
へ
の
最
も
大
き
な
傾
向
を
持
ち
、
自
ら
の
所
有
す

る
善
を
少
し
も
尊
重
し
な
い
人
は
、
最
も
偉
大
な
魂
の
持
ち
主
で
す
」

(
A

E
l
i
s
a
b
e
t
h、
6
o
c
t
o
b
r
e
 1
6
4
5
 ̀

 
A
T
.
I
V
.
3
1
6
 ,
 
3
1
7
)
。

C
f
.
A
 D
e
s
c
m、tes,
1
3
 s
e
p
t
e
m
b
r
e
 1
6
4
5
 ̀

 
A
T
.
I
V
.
2
8
9
.
 

「
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
固
有
の

善
し
か
享
受
で
き
な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
に
反
し
て
、
自
分
を
何
か
他
の

集
団
の
一
部
と
考
え
る
な
ら
、
ど
ん
な
固
有
の
善
も
そ
の
た
め
に
奪
わ
れ
る

こ
と
な
し
に
、
わ
れ
わ
れ
は
集
団
に
共
通
の
善
を
も
分
け
も
つ
こ
と
に
な
る

か
ら
で
す
…
わ
れ
わ
れ
が
ど
ん
な
に
悲
し
み
や
苦
し
み
を
持
っ
て
い
て
も
、

そ
れ
は
、
善
な
る
行
為
に
、
と
く
に
自
分
自
身
の
た
め
で
な
く
他
の
人
の
た

め
の
純
粋
な
愛
情
に
、
つ
ま
り
慈
愛
と
呼
べ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
徳
に
由
来

す
る
行
為
に
、
い
つ
も
伴
う
内
的
な
満
足
ほ
ど
に
は
大
き
な
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
か
く
し
て
、
人
は
涙
を
流
し
な
が
ら
、
数
々
の
苦
し
み
を
重
ね
な

が
ら
で
さ
え
、
笑
顔
で
く
つ
ろ
い
で
い
る
と
き
以
上
に
、
多
く
の
快
楽
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」

(
A
E
l
i
s
a
b
e
t
h
,
 
6
 o
c
t
o
b
r
e
 
1
6
4
5
 ̀

 
A
T
.
 

I
V
.
3
0
8
 ,
 
3
0
9
)
。

美
頭
千
不
美
、
「
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
愛
」
、
『
哲
学
年
誌
」
第
29
号、

1
9
9
7
、

p
p
.
7
8
 ,
 
7
9
に
詳
し
い
解
説
が
為
さ
れ
て
い
る
。

A
 E
l
i
s
a
b
e
t
h
,
 1
5
 s
e
p
t
e
m
b
r
e
 1
6
4
5
,
 A
 T
.
I
V
.
2
9
3
.
 

A
 E
l
i
s
a
b
e
t
h、
1
5
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 1
6
4
5
,
 A
 T
.
I
V
.
2
9
3
 ,
 
2
9
4
.
 

A
 E
l
i
s
a
b
e
t
h
 ̀

 
1
5
 s
e
p
t
e
m
b
r
e
 1
6
4
5
,
 A
 T
.
1
 V
.
2
9
4
.
 

A
 E
l
i
s
a
b
e
t
h、
1
5
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 1
6
4
5
,
 A
 T
.
I
V
.
2
9
3
 ,
 
2
9
4
.
 

Cf. P
a
s
s
i
o
n
s
,
 art. 
1
6
1
 ̀

 
A
T
.
X
I
.
4
5
3
.
 

（
と
よ
お
か
・
め
ぐ
み

千
葉
敬
愛
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
）

27 (58) デカルトにおける「愛」の情念




