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マ
ー
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カ
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ネ
ッ
ラ
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澤

井

繁

男

訳

訳
者
ま
え
が
き

　
『
哲
学
詩
集
』
は
『
幾
篇
か
の
哲
学
詩
の
選
集Scelta d'alcune poesie filosofiche

』
の
略
で
あ
る
。
全
八
十
九
篇
か
ら
な
り
、
カ
ン

パ
ネ
ッ
ラ
の
信
奉
者
で
あ
る
、
サ
ク
ソ
ニ
ア
の
人
文
主
義
者
ト
ビ
ア
・
ア
ダ
ミ
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
某
所
で
、
偽
名
（Settim

ontano 

Squilla

―
「
七
番
目
の
山
の
小
さ
な
鐘
」
の
意
）
で
出
版
さ
れ
た
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
普
通
名
詞
で
「
小
さ
な
鐘
」
の
意
味
で
あ
り
、
彼

の
頭
に
七
つ
の
不
吉
な
瘤
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
代
表
作
『
太
陽
の
都
』
が
七
つ
の
環
状
で
成
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
意
味
的
も
じ
り
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
出
版
年
は
一
六
二
二
年
で
あ
る
。
獄
中
（
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
、
革
命
蜂
起
の
主
謀
者
と
し
て
、
一
五
九
九
―
一
六

二
六
年
ま
で
の
二
十
七
年
間
投
獄
の
身
で
あ
っ
た
）
で
詩
稿
を
ア
ダ
ミ
に
手
わ
た
す
際
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
自
身
、
詩
の
解
説
を
ア
ダ
ミ
に

口
述
筆
記
さ
せ
て
い
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
が
ま
じ
り
あ
っ
て
い
る
が
、
究
極
的
に
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
世
界
観
を
体
系
的
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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そ
れ
ら
は
一
篇
の
詩
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
詠
み
込
ま
れ
て
い
て
、
採
り
当
て
る
の
も
ひ
と
つ
の
醍
醐
味
で
あ
る
。
全
篇
、
彼
が
獄
中
で
も
た

え
ず
詩
作
を
続
け
て
き
た
営
為
の
結
晶
と
言
え
よ
う
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
研
究
家
の
筆
頭
で
あ
る
ル
イ
ジ
・
フ
ィ
ル
ポ
は
、「
末
期
ル
ネ
サ

ン
ス
の
核
心
」
に
位
置
す
る
「
体
系
化
さ
れ
た
人
智
の
体
現
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

ソ
ネ
ッ
ト
あ
り
、
カ
ン
ツ
ォ
ー
ネ
あ
り
、
マ
ド
リ
ガ
ー
レ
あ
り
、
長
詩
あ
り
で
、
多
彩
で
あ
る
。
翻
訳
に
際
し
て
は
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ

の
思
想
・
想
念
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
詩
心
が
明
確
に
読
み
手
に
伝
わ
る
よ
う
、
多
少
の
補
筆
も
辞
さ
ず
に
進
め
て
い
く
。
テ
キ
ス
ト
は
、

す
べ
て
、T

om
m

aso Cam
panella,Poesie,a cura di Givanni Gentile,Sansoni, Firenze,1939/ T

om
m

aso Cam
panella, a cura 

di Lina Bolzini, U
.T

.E.T
,1977

を
用
い
る
。

　

各
訳
詩
に
は
〈
解
題
〉
を
付
し
て
あ
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
自
身
の
解
説
と
編
者
の
注
釈
、
そ
れ
に
訳
者
自
身
の
所
見
・
解
釈
を
ま
じ
え

て
記
し
て
い
く
。
諒
と
さ
れ
た
い
。

１　

序

　
　
　

ぼ
く
は
永
遠
の
知
性
と
叡
知
か
ら
生
を
受
け
た
、

　
　

真
、
善
、
美
を
愛
す
る
点
で
は
人
後
に
落
ち
な
い
、

　
　

乱
れ
た
世
の
中
を
正
さ
ん
と
反
乱
を
企
て
た
ぼ
く
だ
が
、

　
　

母
の
乳
を
再
び
、
と
願
う
。

　
　
　

母
は
ぼ
く
を
育
て
、
夫
を
敬
い
、

　
　

新
約
・
旧
約
を
問
わ
ず
聖
書
を
わ
か
り
や
す
く
、
簡
潔
に
、

　
　

か
つ
奥
深
く
教
え
て
く
れ
た
、
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い
ま
い
ろ
い
ろ
と
聖
書
に
つ
い
て
思
い
め
ぐ
ら
せ
る
の
も
母
の
お
か
げ
で
あ
る
。

　
　

全
世
界
の
ひ
と
た
ち
が
ぼ
く
の
家
と
同
じ
な
ら
、

　
　

友
よ
、
人
間
の
叙
し
た
書
物
を
棄
て
よ
、

　
　

長
さ
や
重
さ
や
広
さ
の
単
位
を
記
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。

　
　
　

人
間
の
言
葉
が
事
物
の
本
質
を
言
い
当
て
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

　
　

友
の
苦
し
み
、
傲
慢
、
無
知
を
、

　
　

ぼ
く
が
太
陽
か
ら
盗
ん
だ
火
で
焼
却
し
て
や
ろ
う
。

〈
解
題
〉

　
『
哲
学
詩
集
』
の
出
版
は
、「
訳
者
ま
え
が
き
」
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
獄
中
の
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
著
作
品
の
ほ
と
ん
ど
を
ド
イ
ツ
で
上

梓
し
て
く
れ
た
ト
ビ
ア
・
ア
ダ
ミ
（
一
六
四
三
年
没
）
の
尽
力
に
よ
る
。
こ
の
「
序
」
は
刊
行
の
め
ど
が
つ
い
た
と
き
に
詩
集
全
体
の
緒

言
を
飾
る
も
の
と
し
て
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
が
口
述
し
た
も
の
を
ト
ビ
ア
・
ア
ダ
ミ
が
書
き
留
め
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
パ
ネ

ッ
ラ
の
哲
学
的
考
察
や
詩
作
の
モ
チ
ー
フ
が
凝
縮
さ
れ
た
ソ
ネ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
序
」
の
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
「
太
陽
か
ら
盗
ん
だ
火
」
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
神
話
を
下
敷
き
に

し
て
い
る
。
人
間
に
火
を
与
え
る
た
め
に
太
陽
神
か
ら
火
を
盗
ん
だ
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
を
、
ゼ
ウ
ス
が
怒
っ
て
コ
ー
カ
サ
ス
山
に
鎖
で
縛
り

つ
け
た
逸
話
で
あ
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
自
身
も
、
一
五
九
九
年
の
革
命
蜂
起
で
失
敗
し
、
ナ
ポ
リ
の
カ
ス
テ
ル
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ォ
（
新
城
）

に
軟
禁
さ
れ
て
い
た
。「
序
」
で
は
、〈
火
〉
が
、
苦
・
傲
慢
・
無
知
を
燃
え
尽
く
す
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ

的
喩
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
知
の
百
科
全
書
的
有
機
性
の
回
復
、
政
治
と
宗
教
界
の
革
新
と
刷
新
に
不
可
分
な
要
素
と
し
て
、



四

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
六
巻
第
一
号

浄
化
の
意
味
で
〈
火
〉
を
用
い
て
い
る
。

　

一
六
〇
七
年
、
カ
ス
テ
ル
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ォ
か
ら
サ
ン
・
テ
ル
モ
城
に
移
管
さ
れ
て
い
た
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
、
友
人
に
、
自
分
は
プ
ロ
メ

テ
ウ
ス
の
よ
う
に
コ
ー
カ
サ
ス
山
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
自
分
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
を
果
た
し
て
い
な
い
か
ら
だ
、
と
書
き
送

っ
て
い
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
が
抱
い
て
い
る
使
命
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
各
派
の
融
和
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
あ
る
。

　

第
三
連
目
の
な
か
の
「
人
間
の
叙
し
た
書
物
」
は
原
詩
で
はle seconde scuole

、「
第
二
番
目
の
学
び
舎
」
の
意
味
で
、〈
自
然
と
い

う
神
が
書
い
た
書
〉
で
な
く
、〈
人
間
の
手
に
よ
る
書
〉
を
指
し
、
そ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
根
本
的
思
想
に
、
第
一

の
書
と
は
〈
自
然
こ
そ
神
の
書
〉
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
聖
書
こ
そ
が
そ
れ
を
具
現
し
て
い
る
。

２　

詩
人
た
ち
に
訴
え
る

　
　
　

優
れ
た
人
間
に
は
思
い
上
が
り
が
は
び
こ
り
、

　
　

健
全
な
人
物
は
猫
を
被
り
、

　
　

真
心
に
は
虚
妄
が
巣
食
っ
て
い
る
、

　
　

思
慮
分
別
の
あ
る
ひ
と
さ
え
揚
げ
足
取
り
に
忙
し
く
、
愛
は
盲
目
と
化
し
、

　
　

美
は
美
と
し
て
結
実
し
な
い
。

　
　
　

詩
人
た
ち
よ
、
あ
な
た
た
ち
は
表
面
だ
け
英
雄
を
気
取
り
、

　
　

恥
ず
べ
き
蛮
勇
、
虚
言
や
愚
行
を
謳
っ
て
い
る
、

　
　

太
古
の
よ
う
に
、
神
の
威
徳
・
神
秘
・
偉
大
を
詠
じ
も
せ
ず
に
。

　
　
　

あ
な
た
た
ち
の
愚
作
な
ど
自
然
の
驚
異
に
優
る
は
ず
が
な
い
。
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甘
っ
た
れ
た
詩
を
書
い
て
も
、

　
　

自
然
が
真
偽
の
べ
つ
を
見
抜
い
て
し
ま
う
。

　
　
　

た
だ
ひ
と
つ
認
め
う
る
物
語
は
、

　
　

嘘
の
歴
史
を
包
み
隠
さ
ず
、

　
　

悪
徳
に
は
武
を
用
い
て
ひ
と
び
と
を
立
ち
向
か
わ
せ
る
作
品
だ
け
で
あ
る
。

〈
解
題
〉

　

一
五
九
六
年
、
二
十
八
歳
の
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
『
詩
論Poetica

』
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
詩
は
『
詩
論
』
で
主
張
し
て
い
る
彼
の
道

徳
的
・
哲
学
的
基
本
理
念
を
力
強
く
綴
っ
た
作
と
言
え
る
。『
詩
論
』
は
、「
詩
と
は
何
か
」
に
始
ま
っ
て
、「
詩
的
雄
弁
術
」
に
及
ぶ
、

全
二
十
五
章
か
ら
成
る
興
味
深
い
、
イ
タ
リ
ア
語
に
よ
る
論
考
で
あ
る
（
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
『
詩
論
』
も
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
は
も
っ
ぱ
ら

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
の
批
評
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
、
一
九
四
四
年
、
ル
イ
ジ
・
フ
ィ
ル
ポ
が
編
纂
し
た
版
で
世
に
出
、
訳
者

は
古
書
店
で
幸
運
に
も
入
手
で
き
た
）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の『
詩
学
』が
イ
タ
リ
ア
語
に
訳
出
さ
れ
た
の
が
一
五
四
九
年
の
こ
と
で
あ
り
、

カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
当
然
読
ん
で
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

一
読
し
て
わ
か
る
と
思
う
が
、
当
時
（
十
六
世
紀
後
半
）
の
詩
人
た
ち
の
体
た
ら
く
ぶ
り
を
批
判
し
て
い
る
。『
哲
学
詩
集
』
の
な
か

に
は
、「
ギ
リ
シ
ア
的
寓
話
の
詩
作
に
は
げ
む
イ
タ
リ
ア
人
を
嘆
く
」（
36
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
詩
も
あ
っ
て
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
が
ギ
リ

シ
ア
神
話
を
下
敷
き
に
詩
作
す
る
当
時
の
風
潮
を
難
詰
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
賢
者
や
立
法
者
、
戦
士
た
ち
の
歴
史
的
勇
猛
を
そ
れ
に
対
峙

さ
せ
て
い
る
。

　

ギ
リ
シ
ア
神
話
を
素
材
に
詩
作
を
し
た
代
表
的
詩
人
は
、
ナ
ポ
リ
出
身
で
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
よ
り
一
年
あ
と
に
生
ま
れ
た
、
ジ
ャ
ン
バ
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ッ
テ
ィ
ス
タ
・
マ
リ
ー
ノ
（
一
五
六
九
―
一
六
二
五
年
）
で
あ
る
が
、
頭
角
を
現
わ
す
の
は
十
七
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に

し
て
も
当
時
の
詩
人
た
ち
の
作
品
が
、
嘘
言
で
徳
性
を
捏
造
し
、
美
徳
を
ま
と
わ
せ
て
悪
徳
を
飾
り
立
て
て
い
る
こ
と
に
、
カ
ン
パ
ネ
ッ

ラ
は
太
古
の
詩
作
に
還
っ
て
自
然
と
い
う
作
品
の
素
晴
ら
し
さ
を
見
直
せ
と
訴
え
て
い
る
。

　

カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
が
認
め
る
作
り
話
と
は
、
第
四
連
に
あ
る
よ
う
な
歴
史
的
意
義
を
持
ち
え
る
話
で
あ
っ
て
、
物
語
（
創
作
）
と
歴
史
を

は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（『
詩
学
』
第
九
章
）
と
は
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
創
作
（
詩
、

物
語
）
と
歴
史
に
差
異
を
認
め
て
い
な
い
。
た
だ
、
あ
え
て
相
違
点
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
創
作
に
は
雄
弁

0

0

が
必
須
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（『
詩
論
』
第
五
章
「
歴
史
と
詩
」）。

３　

真
な
る
賢
者
の
生
来
の
信
仰

　
　
　

ぼ
く
は
、
神
、
力
、
知
、
愛
、

　
　

大
い
な
る
生
、
真
実
、
善
、

　
　

第
一
の
存
在
、
存
在
の
王
、
つ
ま
り
創
造
主
を
信
ず
る
。

　
　
　

創
造
主
は
部
分
で
も
全
体
で
も
な
く
、
刻
ま
れ
た
り
も
延
び
た
り
も
し
な
い
。

　
　

し
か
も
主
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
全
体
で
あ
り
、

　
　

万
物
は
徳
と
愛
と
知
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
。

　
　
　

主
の
時
間
に
は
前
も
後
も
外
も
な
く
、
過あ

や
まて

る
目
的
に
道
草
を
食
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

　
　

思
慮
深
い
魂
は
進
み
う
る
（
と
い
う
の
も
、
活
力
と
時
間
と
場
が
あ
る
と
こ
ろ
、
主
の
力
は
無
限
だ
か
ら
だ
）。

　
　
　

主
に
よ
っ
て
、
主
の
た
め
に
、
主
の
裡う

ち

で
、
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計
り
知
れ
な
い
空
間
と
存
在
が
確
立
さ
れ
る
。

　
　

主
は
そ
の
た
め
に
手
を
差
し
伸
べ
て
下
さ
ら
な
い
。

　
　
　

統
一
と
精
髄
の
淵
源
は
主
に
あ
る
。

　
　

け
れ
ど
、
事
物
に
は
数
と
差
異
が
あ
っ
て
、

　
　

そ
れ
ら
は
以
前
と
ち
が
っ
て
無
か
ら
ぼ
く
た
ち
に
委
ね
ら
れ
た
。

　
　
　

憎
し
み
が
な
け
れ
ば
、
決
闘
、
暴
動
、

　
　

罪
悪
、
死
は
生
ま
れ
な
い
。

　
　

そ
の
次
に
主
は
封
印
を
解
き
、
ぼ
く
た
ち
を
蘇
ら
せ
る
、

　
　
　

無
限
の
運
命
、
必
然
、
出
来
事
、
調
和
を
共
有
し
な
が
ら
、

　
　

神
は
そ
の
御
座
を
移
し
つ
つ

　
　

感
化
を
及
ぼ
す
。

　
　
　

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
成
就
し
、
他
の
こ
と
も
う
ま
く
い
く
と
き
、

　
　

相
違
点
も
失
せ
、
何
事
も
起
き
な
く
な
っ
た
折
り
に
、

　
　

事
が
ふ
た
た
び
始
ま
る
。

　
　
　

永
遠
を
運
命
づ
け
る
意
志
や
知
恵
を
見
つ
め
る
に
つ
け
、

　
　

善
か
れ
悪
し
か
れ
、
変
化
の
兆
し
は
な
く
、

　
　

死
を
の
み
感
じ
取
っ
て
い
る
。

　
　
　

先
頭
の
者
の
眼
前
に
よ
り
小
さ
な
善
を
据
え
、
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続
け
て
法
を
設
け
る
。

　
　

罪
の
主
因
と
は
何
か
。

　
　
　

罪
を
犯
す
こ
と
は
真
実
を
ゆ
が
め
る
こ
と
に
等
し
い
。

　
　

結
果
だ
け
に
目
を
向
け
る
と
善
を
み
だ
り
に
使
う
こ
と
と
な
る
。

　
　

罪
深
い
行
為
か
ら
は
犯
し
た
人
物
の
欠
陥
が
う
か
が
え
て
、
結
果
は
二
の
次
だ
。

　
　
　

力
は
形
而
上
学
の
な
か
の
三プ

リ
マ
リ
タ

原
理
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
　

身
振
り
手
振
り
で
そ
の
存
在
が
拡
が
る
。
神
の
力
の
い
た
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
は
、

　
　

神
な
く
し
て
は
無
力
で
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
犯
罪
に
手
を
染
め
る
が
如
し
で
あ
る
。

　

 　

自
然
発
生
的
な
必
然
は
意
思
の
裡
に
あ
る
。
だ
が
、
暴
力
的
な
も
の
は
行
為
や
忍
耐
の
内
奥
に
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
、
意
思
だ
け

が
自
由
な
の
は
ほ
か
で
も
な
い
、
神
の
み
が
意
思
に
甘
美
を
見
て
取
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
　

罪
悪
は
父
親
か
ら
子
供
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

　

善
を
生
み
出
す
際
に
設
計
図
は
不
要
だ
。

　

教
育
を
な
お
ざ
り
に
す
る
と
後
遺
症
は
大
き
い
。

　
　

共
和
国
か
ら
君
主
国
へ
と
降
り
て
来
る
罪
と
罰
で
、

　

そ
の
時
と
場
に
つ
い
て
人
間
は
用
意
を
怠
っ
た
の
で
、

　

そ
れ
に
見
合
っ
た
芽
吹
き
を
得
て
い
な
い
。

　
　

他
の
罰
に
関
し
て
は
各
自
お
の
お
の
が
受
け
継
い
で
ゆ
き
、

　

無
知
や
無
能
は
そ
の
件
を
非
と
は
み
な
し
て
は
お
ら
ず
、
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か
え
っ
て
意
欲
の
ほ
う
が
罪
悪
の
な
か
で
は
役
に
立
た
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　

裏
切
り
者
か
ら
背
徳
者
へ
と
審
判
は
下
る
。

　

君
主
は
わ
れ
ら
男
た
ち
の
種
で
あ
る

　

少
女
た
ち
を
か
く
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
必
要
性
と
意
欲
に
は
、
意
識
が
宿
ら
な
い
こ
と
は
な
く
、

　

純
一
な
る
神
は
、
と
き
に
休
息
し
、
そ
の
場
に

　

子
な
る
者
を
召
し
出
さ
せ
る
。

　
　

か
く
し
て
恩
寵
に
目
を
く
れ
ず
と
も
、

　

自
然
法
を
守
る
場
で
は
、

　

天
国
の
存
在
を
否
定
し
は
し
な
い
。

　

 　

ぼ
く
は
生
き
る
、
死
に
は
し
な
い
。
万
物
の
象
徴
た
る
主
は
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
全
能
で
も
な
い
。
理

性
的
に
真
な
る
神
を
告
げ
る
ひ
と
に
と
っ
て
は
、
無
知
と
い
う
言
い
訳
は
も
は
や
通
じ
な
い
。
秘
蹟
を
受
け
る
に
も
値
し
な
い
。

　

苦
渋
に
耐
え
て
未
来
を
見
つ
め
来
訪
す
る
ひ
と
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
過あ

や
まち

や
傷
口
を
見
せ
る
と
心
が
動
く
よ
う
な
の
だ
。

　

あ
た
か
も
歴
史
を
な
べ
て
体
験
す
る
が
如
く
に
。

　
　

知
恵
者
に
対
す
る
詭
弁
者
、
善
人
に
対
す
る
偽
善
者
、
実
力
者
に
挑
む
僭
主
を
、

　

形
而
上
学
的
君
主
は
愛
さ
な
い
。

　

最
悪
の
偽
造
者
に
対
し
て
は
、
欺
瞞
の
根
を
断
ち
切
る
の
だ
。

　
　

あ
な
た
た
ち
は
ひ
と
り
で
い
つ
も
眼が

ん

高こ
う

手し
ゅ

低て
い

の
立
場
を
取
る
。
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父
な
る
神
か
ら
赤
子
ま
で
「
創
世
記
」
で
は
蛇
で
あ
り
、

　

似
姿
で
あ
り
、
仔
牛
で
あ
っ
た
。

　
　

次
に
巡
礼
者
に
目
を
向
け
る
と
己
の
意
識
と
向
き
合
い
、

　

矢
が
飛
ぶ
こ
と
、
鳥
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
、

　

神
、
御
み
ず
か
ら
が
、
聖
的
存
在
で
あ
ら
れ
る
。

　
　

聖
書
で
は
、
エ
ズ
ラ
の

　

寄
木
細
工
の
学
舎
を
失
っ
た
、

　

…
…
…
…
原
典
、
一
行
、
脱
落
…
…
…
…

　
　

ま
さ
に
パ
リ
サ
イ
派
の
ひ
と
た
ち
、
タ
タ
ー
ル
の
ひ
と
び
と
が
論
難
す
る
に
は
、

　

阿
弥
陀
仏
信
仰
の
腐
敗
と
背
徳
性
に
よ
る
。

　

地
球
の
裏
側
に
当
た
る
地
域
が
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　

真
実
の
法
の
条
件
は

　

腐
敗
の
逆
だ
が
、
人
為
の
本
質
は
、

　

法
の
そ
れ
を
し
の
い
で
凋
落
し
て
い
る
。

　
　

学
問
に
は
み
な
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、

　

秘
蹟
を
過
っ
て
用
い
る
な
か
れ
。

　

誤
謬
な
る
光
度
と
尺
度
を
破
棄
さ
れ
よ
。

　
　

神
が
生
け
る
像
、
雅み

や
びな

方
と
な
る
た
め
に
、
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太
陽
、
星
辰
、
選
ば
れ
し
者
を
称た

た

え
、

　

と
も
に
集つ

ど

っ
て
い
る
神
を
寿こ

と
ほげ

。

　
　

こ
の
よ
う
に
空
し
い
も
の
か
ら
神
に
い
た
る
ま
で
、

　

学ま
な

舎び
や

や
王
国
が
並
び
立
つ
。
と
も
に
生
き
な
が
ら
、

　

神
に
仕
え
る
こ
と
、
そ
れ
は
人
間
精
神
の
自
由
で
あ
る
。

　
　

聖
な
る
教
会
、
第
一
の
叡
智
は
師
を
介
し
て
存
在
す
る
、

　

そ
し
て
神
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
図
書
が
世
界
を
成
り
立
た
せ
て
お
り
、

　

諸
々
の
概
念
を
理
解
す
る
に
及
ぶ
。

　
　

七
つ
の
秘
蹟
は
も
う
消
え
た
け
れ
ど
も
、

　

宇
宙
の
す
べ
て
の
謎
は
解
き
明
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
、

　

回
転
す
る
地
球
と
い
う
生
け
る
神
殿
に
て
。

　
　

神
、
万
有
、
世
界
に
対
す
る
悪
は
押
し
の
け
ら
れ
よ
う
、

　

し
か
し
世
界
の
諸
部
分
は
相
互
に
異
な
っ
て
い
る
が
、

　

万
物
や
芽
吹
き
始
め
た
諸
部
分
に
向
か
っ
て
そ
れ
ら
は
微
笑
み
か
け
る
。

　
　

森
羅
万
象
、
み
な
一
定
の
傾
き
を
以
て
不
死
で
あ
り
、

　

い
の
ち
を
恵
む
太
陽
は
不
透
明
、
も
し
く
は
光
輝
の
威
に
則の

っ
とっ

て
、

　

東
か
ら
西
へ
、
西
か
ら
東
へ
と
往い

っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
。

　
　

か
く
の
如
き
固
有
な
回
転
を
終
え
る
と
、
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選
ば
れ
た
諸
々
の
精
神
が
、
運
命
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
一
定
の
苦
難
を
、

　

そ
の
道
筋
に
し
た
が
っ
て
乗
り
越
え
て
ゆ
く
。

　
　

そ
し
て
、
大
い
な
る
審
判
の
日
を
待
つ
こ
と
と
な
る
。

〈
解
題
〉

　

全
部
で
一
〇
二
行
に
及
ぶ
長
詩
で
あ
る
。
表
題
が
「
真
な
る
賢
者
の
生
来
の
信
仰
」
だ
か
ら
、
究
極
的
に
「
信
仰
」
の
こ
と
を
思
量
し

て
い
る
詩
と
見
て
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
「
生
来
の
」
の
原
語
は
、N

aturale

だ
か
ら
、「
本
来
の
」
と
訳
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
連
目
の
「
ぼ
く
は
…
…
創
造
者
を
信
ず
る
」
に
こ
の
詩
の
主
題
は
凝
縮
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

の
こ
り
の
部
分
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
余
滴
に
相
当
す
る
と
忖
度
さ
れ
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
抱
く
三
つ
の
「
基
本
原
理
」
で
あ
る
「
プ

リ
マ
リ
タ
（
愛
、
知
、
力
）」
も
登
場
し
て
お
り
、
彼
が
よ
ほ
ど
こ
の
原
理
を
尊
崇
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。「
悪
」、「
罪
」、「
罰
」
も
謳

わ
れ
て
い
て
、
作
者
の
抱
く
倫
理
的
な
面
も
う
か
が
え
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
な
お
、
エ
ズ
ラ
と
は
前
五
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
学
者
で

あ
る
。

　

ソ
ネ
ッ
ト
で
は
堪
能
出
来
な
い
、
滔
々
と
流
れ
る
大
河
の
如
き
味
わ
い
を
宿
し
た
詩
と
言
え
よ
う
。

４　

世
界
と
そ
の
諸
部
分
に
つ
い
て

　
　
　

世
界
は
巨
大
に
し
て
完
璧
な
生
き
物
で
、

　
　

神か
み

が
称た

た

え
、
生い

き

き
写う

つ

し
と
し
た
御
姿
で
あ
る
、

　
　

ぼ
く
た
ち
人
間
は
欠
陥
あ
る
虫
で
、
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卑
し
い
種た

子ね

で
あ
る
、

　
　
　

世
界
と
い
う
腹
の
中
で
生
ま
れ
、

　
　

寄
生
虫
と
化
し
て
い
る
。

　
　

神
の
愛
と
知
を
蔑

な
い
が
しろ

に
す
れ
ば
、
腹
の
な
か
の
虫
は
己
を

　
　

知
ろ
う
と
努
め
ず
、
詭
弁
を
弄
す
る
に
い
た
る
の
で
、

　
　

世
界
に
対
し
て
畏
敬
の
念
を
抱
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

大
宇
宙
の
な
か
の
大
き
な
生
物
で
あ
る
地
球
に
人
間
は
棲す

ん
で
い
る
が
、

　
　

か
ら
だ
に
わ
く
シ
ラ
ミ
に
も
似
て
、
ぼ
く
た
ち
は
苦
を
受
け
る
身
で
あ
る
。

　
　
　

傲お
ご

れ
る
者
た
ち
よ
、
ぼ
く
と
い
っ
し
ょ
に
目
を
上
げ
て
、

　
　

こ
の
世
に
在
る
生
命
体
が
み
な
い
か
に
貴
重
か
を
計
れ
、

　
　

そ
し
て
世
界
の
ど
の
部
分
に
属
し
て
い
る
か
学
ぶ
が
よ
い
。

〈
解
題
〉

　

作
中
の
、「
世
界
」、「
人
間
（
の
腹
）」、「（
寄
生
）
虫
」

―
こ
れ
ら
は
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
作
品
（
た
と
え
ば
『
太
陽
の
都
市
』
や
『
事

物
の
感
覚
と
魔
術
』）
に
よ
く
出
て
く
る
発
想
・
表
現
で
あ
り
、
人
間
の
微
少
性
を
述
べ
て
い
る
が
、
微
少
な
る
神
と
し
て
在
る
こ
と
も

暗
に
述
べ
て
い
る
（
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
照
応
）。
そ
れ
ゆ
え
、
世
界
の
な
か
で
人
間
み
ず
か
ら
が
置
か
れ
た
位
置

を
確
認
し
、
普
遍
的
理
性
や
人
間
の
矮
少
さ
を
き
ち
ん
と
わ
き
ま
え
、
単
な
る
小
獣
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
知
悉
し
た
上
で
、
謙
虚
た
れ
と
主

張
し
て
い
る
。
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ま
た
、「
生
き
物
」、「
生
物
」、「
生
命
体
」
は
、「anim

al

」「anim
ale

」「ente

」
の
訳
語
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
単
語
を
用
い
て
詩

作
す
る
の
も
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
ら
し
く
、
彼
の
汎
生
命
・
汎
感
覚
的
思
想
及
び
、
有
機
体
的
発
想
が
う
か
が
え
る
。

５　

霊
魂
の
不
滅

　
　
　

拳こ
ぶ
しの

な
か
に
脳
は
お
さ
ま
る
ほ
ど
に
小
さ
い
け
れ
ど
、
ぼ
く
は
書
物
を
む
さ
ぼ
り
読
ん
で
い
る
。

　
　

 

こ
の
世
に
は
た
く
さ
ん
本
が
あ
る
の
に
、
ぼ
く
の
知
識
欲
を
満
た
す
に
は
い
た
ら
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
読
み
あ
さ
っ
た
こ
と
か
！　

読

書
せ
ず
ば
心
は
闇
で
あ
る
！

　
　

 　

ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
や
メ
ト
ロ
ド
ロ
ス
か
ら
、
偉
大
な
る
世
界
に
つ
い
て
の
営
養
を
授
か
っ
た
が
、
さ
ら
に
知
り
た
く
な
る
ば
か
り

で
あ
る
。

　
　

教
え
を
乞
い
求
め
各
地
を
へ
め
ぐ
っ
た
が
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
そ
の
分
わ
か
ら
な
く
な
る
。

　
　
　

だ
か
ら
ぼ
く
は
無
限
な
る
父
を
想
う
の
だ
。

　
　

魚
が
海
に
い
る
か
の
如
く
、

　
　

神
は
ぼ
く
た
ち
を
包
ん
で
く
れ
て
お
り
、

　
　

熱
情
的
な
感
覚
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　

三
段
論
法
で
矢
は
的
を
射
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
他
の
力
が
成
し
と
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　

ぼ
く
に
は
、
神
と
ひ
と
つ
に
な
り
、

　
　

神
に
満
ち
て
い
る
ひ
と
だ
け
が
、

　
　

信
ず
る
に
値
し
法
悦
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
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〈
解
題
〉

　

カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
知
的
好
奇
心
が
い
か
に
強
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
端
的
に
示
す
ソ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
霊
魂
の

不
滅
」
の
「
霊
魂
」
と
は
不
死
で
あ
っ
て
無
限
性
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
知
的
欲
求
を
司
る
の
が
霊
魂
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
限
な
る
神
に
よ
っ
て
霊
魂
が
生
じ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
人
為
の
三
段
論
法
で
も
所
与
の
知
識
を
得
る
こ
と

が
で
き
よ
う
が
、
そ
う
し
た
知
は
味
気
な
い
漠
然
と
し
た
も
の
で
、
第
四
連
に
よ
れ
ば
、
神
と
一
体
化
し
て
神
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
ひ

と
こ
そ
最
良
・
最
善
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
ひ
と
つ
に
な
るs'illuia
」
は
、
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
の
〈
天
国
篇
〉
第
九
歌
七
十
三
行
目
に
あ
り
、「（
神
に
）
満
ち
て
い
るincinge

」
は
、

〈
地
獄
篇
〉
第
八
歌
四
十
五
行
目
で
登
場
す
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
こ
の
二
語
を
自
覚
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
神
の
炯
眼
や
洞
察
力
を
強

調
し
て
い
る
。
そ
の
神
が
、
第
三
連
に
あ
る
よ
う
に
人
間
の
「
感
覚
そ
の
も
の
」
な
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
、
著
書
『
形
而
上
学
』（
一
六
二
三
年
刊
）
の
な
か
で
、
神
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
自
意
識
と
自
由
意
志
の
基
部
（
奥

底
）
で
行
な
わ
れ
て
い
て
、
人
間
以
外
の
生
物
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
り
、
神
の
愛
が
全
存
在
物
の
原
理
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、（
神
を
感
得
す
る
）
感
覚
の
な
か
に
だ
け
、
主
観
と
客
観
が
直
載
的
に
結
び
合
わ
さ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
人
為
的
な
論

証
や
認
識
は
む
な
し
い
の
だ
。

　

ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
は
、
サ
モ
ス
の
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
（
前
三
〇
一
頃
―
前
二
三
〇
年
）
の
こ
と
で
、
地
動
説
を
唱
え
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

の
先
駆
者
で
あ
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
「
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
小
論
」（
現
存
せ
ず
）
を
書
い
て
、
そ
の
説
を
『
物
質
の
哲
学
』（
一
六
二
三

年
刊
）
で
紹
介
し
て
い
る
。
メ
ト
ロ
ド
ロ
ス
（
前
三
三
〇
頃
―
前
二
七
八
・
二
七
七
年
）
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
（
前
三
四
二
頃
―
前
二
七
〇

年
頃
）
の
弟
子
で
、
無
限
な
る
宇
宙
に
複
数
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
説
を
は
じ
め
と
す
る
師
の
諸
説
（
快
楽
主
義
、
唯
物
論
）
を
信
奉
し

た
。
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「
各
地
を
へ
め
ぐ
っ
た
」と
第
二
連
に
あ
る
が
、二
十
七
年
間
の
獄
中
生
活
に
入
る
前
に
、北
イ
タ
リ
ア
の
パ
ド
ヴ
ァ
ま
で
足
を
の
ば
し
、

ガ
リ
レ
イ
と
親
交
を
結
ん
で
い
る
（
一
五
九
二
年
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
二
十
四
歳
、
ガ
リ
レ
オ
二
十
八
歳
）
の
が
、
最
適
な
例
で
あ
ろ
う
。

６　

哲
学
の
方
法

　
　
　

世
界
は
永
遠
の
叡
智
が
固
有
の
思
念
を
記
す
書
物
で
あ
る
。

　
　

世
界
と
は
生
き
て
い
る
神
殿
で
、

　
　

そ
こ
に
は
永
遠
の
叡
智
が
偉
業
と
固
有
の
範
例
を
描
き
、
場
所
の
高
低
に
か
か
わ
ら
ず
生
き
て
い
る
像
で
飾
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 　

な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
精
神
が
み
ず
か
ら
を
不
敬
と
し
な
い
よ
う
に
、
神
の
御
業
と
克
己
と
を
読
み
取
っ
て
深
め
、
さ
ら
に
、
万

有
の
裡
に
神
を
見
、
宇
宙
と
ひ
と
つ
に
な
る
つ
も
り
だ
、

　
　

と
ぼ
く
が
言
え
る
が
た
め
に
で
あ
る
。

　
　
　

し
か
し
ぼ
く
た
ち
は
夥

お
び
た
だし

い
誤
り
を
犯
し
て
、
ひ
と
が
記
述
し
た
書
籍
、

　
　

つ
ま
り
神
の
書
の
模
倣
で
あ
る
死
ん
だ
神
殿
に
心
惹
か
れ
、

　
　

真
の
教
え
よ
り
も
そ
ち
ら
を
好
ん
で
い
る
。

　
　
　

お
お
、
罪
よ
、
争
い
よ
、
無
知
よ
、
苦
悩
よ
、
誤
り
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
。

　
　

お
願
い
だ
か
ら
、
神
に
か
け
て
、

　
　

原
初
の
姿
に
立
ち
戻
り
た
い
！

〈
解
題
〉
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こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
一
種
の
宣
言
と
も
と
れ
る
。
人
間
の
持
つ
真
正
な
知
の
復
権
の
た
め
に
、
現
実
世
界
を
直
接
読
解
せ
よ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

第
一
連
は
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
に
お
な
じ
み
の
考
え
で
あ
る
。
神
は
諸
々
の
想
念
を
潜
在
的
に
、
そ
の
恒
久
な
本
性
と
し
て
、「
自
然
」と「
聖

書
」
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
と
神
学
は
、
こ
の
二
つ
か
ら
営
養
を
引
き
出
せ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

自
然
は
神
の
書（
聖
書
）で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
持
論
で
あ
り
、
そ
の
自
然
が
現
実
世
界
と
な
る
わ
け
で
、
第
四
連
の「
原

初
の
姿
に
立
ち
戻
り
た
い
！
」
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
人
間
が
自
然
か
ら
得
る
教
訓
を
介
し
て
、
神
へ
還
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
、
と
推
論
で
き
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
神
の
言
動
に
し
た
が
っ
て
公
私
と
も
に
生
き
る
術
を
身
に
つ
け
る
の
が
最
良
な
わ
け

で
あ
る
。

７　

人
間
と
し
て
の
知
見

　
　
　

思
慮
深
い
世
の
ひ
と
び
と
は
あ
た
り
を
見
わ
た
せ
ば
、

　
　

苛
政
が
い
か
に
醜
悪
で
あ
る
か
わ
か
る
で
あ
ろ
う
、

　
　

高
価
で
気
品
あ
る
美
し
い
マ
ン
ト
を
羽
織
っ
て
い
る
も
の
の
、
暴
君
は
人
民
に
は
苦
を
強
い
て
い
る
。

　
　
　

偽
善
者
に
目
を
転
じ
て
み
よ
、
ま
ず
神
は
崇
拝
、
神
聖
視
さ
れ
、

　
　

盛
大
に
祭
ら
れ
て
い
る
が
、
み
な
見
せ
か
け
で
あ
る
。

　
　
　

詭
弁
家
た
ち
は
、

　
　

ぼ
く
が
称
え
る
叡
智
と
は
逆
の
魔
法
を
重
ん
じ
て
い
る
始
末
で
あ
る
。

　
　

詭
弁
家
等
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
目
を
光
ら
せ
、
苛
政
は
カ
ト
ー
が
指
弾
し
、
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偽
善
者
に
対
し
て
は
キ
リ
ス
ト
が
超
然
と
相
対
し
て
い
る
。

　
　
　

け
れ
ど
も
不
虔
や
嘘
偽
や
不
正
を
暴
く
に
は
、

　
　

こ
れ
で
も
充
分
で
は
な
い
。

　
　
　

死
を
賭
し
て
ま
で
思
い
切
っ
た
こ
と
を
す
る
必
要
は
な
い
が
、

　
　

ひ
と
び
と
が
分
別
を
わ
き
ま
え
な
い
の
で
、

　
　

ぼ
く
た
ち
の
ほ
う
で
悔
い
改
め
な
い
の
で
あ
る
。

〈
解
題
〉

　

詩
人
の
こ
の
世
へ
の
む
な
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
ソ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
は
、
不
虔
、
嘘
偽
、
不
正
の
三
つ
の
悪
徳
（
そ

れ
ら
を
実
行
し
て
い
る
者
た
ち
）
の
逆
で
あ
る
形
而
上
学
的
か
つ
神
学
的
な
水
準
で
の
三
位
一
体
（
具
現
化
さ
れ
た
神
智
）
を
奉
じ
て
、

三
悪
の
実
相
を
露
呈
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

８　

世
界
の
諸
悪
の
根
源

　
　
　

ぼ
く
は
三
つ
の
極
悪
を
打
ち
倒
す
た
め
に
生
ま
れ
た
、

　
　

苛
政
と
詭
弁
と
偽
善
で
あ
る
。

　
　

そ
れ
で
正テ

ミ

ス

義
の
女
神
が
い
か
に
具
合
よ
く
、

　
　

力
と
知
と
愛
に
つ
い
て
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
か
を
悟
っ
た
。

　
　
　

こ
れ
ら
三
原
理
は
、
偉
大
な
哲
学
を
見
出
す
上
で
、
真
理
で
あ
り
最
高
の
も
の
で
あ
る
。
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世
界
で
あ
る
あ
な
た
よ
、

　
　

三
原
理
は
み
な
が
打
ち
泣
き
て
暮
ら
す
こ
の
世
の
三
悪
に
、

　
　

大お
お

鉈な
た

を
ふ
る
い
も
す
る
。

　
　
　

三
大
悪
の
下
で
は
、

　
　

飢
饉
、
戦
争
、
疫
病
、
怠
惰
、
欺
瞞
、
不
当
、
色
欲
、
嘘
偽
、
憤
懣
で
さ
え
、

　
　

す
べ
て
が
屈
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

　
　
　

三
悪
は
無
知
に
ふ
さ
わ
し
い
息
子
で
あ
る
盲
目
的
自
己
愛
に
根
を
は
び
こ
ら
せ
、
伸
長
し
て
い
る
。

　
　

だ
か
ら
ぼ
く
は
、

　
　

そ
の
無
知
を
根
絶
や
し
に
す
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

〈
解
題
〉

　
「
６
」と
関
連
性
が
あ
り
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
が
み
ず
か
ら
救
世
主
的
使
命
感
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
三
原
理
」と
は
、

カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
が
『
形
而
上
学
』（
第
二
巻
第
六
章
の
二
）
で
、
三
つ
の
「
プ
リ
マ
リ
タprim

alità

」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
等
し
い
。

つ
ま
り
、Potenza

（
力
）、Sapienza

・Scienza

（
知
）、A

m
ore

（
愛
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
哲
学
に
と
っ
て
存
在
の

三
原
理
を
顕
わ
し
、
神
に
あ
っ
て
完
全
に
実
現
さ
れ
る
。
世
界
の
諸
悪
は
す
べ
て
、
苛
政
、
悪
の
力
、
詭
弁
、
過
て
る
学
、
偽
善
に
有
利

に
傾
い
て
お
り
、
テ
ミ
ス
（
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
譚
』
第
一
章
三
二
一
に
記
さ
れ
て
い
る
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
正
義
の
女
神
で
、
ギ

リ
シ
ア
に
信
託
を
下
し
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
）
が
、
理
性
的
に
、「
プ
リ
マ
リ
タ
」
と
い
う
新
し
い
哲
学
を
教
授
し
て
く
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
結
局
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
知
恵
を
持
つ
ひ
と
が
多
け
れ
ば
、
世
は
救
わ
れ
」（〈
知
恵
の
書
〉
第
六
章
二
十
四
）
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る
わ
け
で
あ
る
。
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