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西

本

恵

司

至
福

(
　

)
と
は
ま
ず
な

に
よ
り
も
精
神

の
満
足

(
　

)
そ
し
て
喜
び

(
　

)
を
伴
な

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
デ
カ

ユ

リ
の

ル
ト
は
考
え
み
。
そ
し
て
こ
の
満
足
或
は
書
び
は
、
徳
　

を
実
践
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
と
彼

は
考
え
御
。
デ
カ
ル
ト
に
と

っ
て
徳
と
は

「理
性

が
勧
告
す

る
こ
と
は
す

べ
て
、
情
念

や
欲
求

(
　

)
に
よ

っ
て
そ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
実
行
す
る
、
と
い
う
強
固
で
不
変

の
決
心
を
抱
く
こ
と
」

鐡

で
あ
り
、
「私
は

こ
の
よ
う
な
決
心

の
強
固
さ

(
　

こ
そ
徳

と
み
な
さ
る

べ
き

で
あ
る
と
信
ず
る
」
と
、
彼
は
述

べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
至
福
或
は
徳

に

つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
考
え
と
、
情
念

に

つ
い
て
の
考
え
と
は
、
相
互

に
ど
の
よ
う

に
関
連

し
、
秩

序
つ
げ
ら
れ

る
で
あ
ろ
う

か
。
デ
カ
ル
ト
は
次
の
如
く
述

べ
て
い
る
。
「情
念

は
理
性

に
従
わ
せ
れ
ば
充
分

で
あ
り
、
ま
た
情
念

が
こ
の
よ
う
に
制
御

(
　

)
さ
れ
る
と
、
と
き
と

ω

し
て
　

)
情
念
は
過
度

(
　

)
に
傾
け
ば
傾
く
ほ
ど
益

々
有
益

な
も

の
と
な
る
」
と
。

情
念
が
過
度

で
あ
る
こ
と
と
、
理
性
に
従
わ
せ
る
こ
と
と
は

一
見
合

い
反
す
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
両
者
が
互
い
に
対
立
す
る
こ
と
な
く
統

一

さ
れ
、
情
念

の
有
効
性
が
取
り
出

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
デ
カ
ル
ト

の
道
徳
思
想

の
根
幹
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
が
こ
の
小
論

で
取

り
扱

お
う
と
す
る
の
は
、
両
者

の
統

一
を
可
能

に
す
る

「内
的
満
鷺

(
　

)
の
思
想

で
あ
る
。

こ
の
思
想
が
デ
カ

ル
ト
の
道
徳
説
に
お
い
て

有
す
る
意
味
を
探
究

し
よ
う
と
思
う
。

紛

さ
て
、
「内

的

満
足
」
と
い
う
表

現

は
、
「精
神

の
満
足
」
と
同
義

で
は
あ
る
が
、
至
福
と

の
関
連

で
度

々
使
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ

に
類
似

な
衷
現
と
し

て

デ
カ
ル
ト
の
道
徳
説

に
お
け
る

「
内
的
満
足

(喜
び
)
」

に

つ
い
て

発

表

要

旨



み

は
、
「精
神
自
身

に
お
け

る
満
足
」
「
精
神

の
喜
び
」
「内
的
証
し
」
等
の
表
現
が
み
ら
れ

叡
。
こ
こ
で
我
々
は
、
「内
的
満
足
」
と
い
う
表
現
が
用

い
ら
れ
る
典
型

的

な

コ
ン
テ
ク

ス
ト
を
ク
リ

ス
チ
ー
ヌ
宛
書
簡
か
ら
引
用
し

て
お

こ
う
。

「
…
…
自
由
意
志

(
　

)
は
、
我
々
を
い
わ
ば
神
に
似

た
も

の
と
し
、
神

へ
の
従
属
か
ら
我

々
を
免
れ

さ
せ
る
と
思
わ
れ
る
結
果

、
そ
の
善
用

こ
そ
、

我
々
の
す
べ
て
の
善
の
う
ち
最
大

の
も

の
で
す
か
ら
、
そ
れ
自
体
我
々
の
う
ら

に
あ
り
う

る
最
も
貴

い
も

の
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
最
も
固
有

に
我

々
の
も

の
で
あ
り
、
ま
た
我
々
に
と

っ
て
最
も
重
要

な
も

の
で
あ
り
、
我

々
の
最
大

の
満
足
は
、
こ
こ
か
ら
の
み
由
来
し
う
る
こ
と
に
私
は
注

目
い
た
し
ま
す
。

従

っ
て
、
た
と
え
ば
、
善

(
　

)
を
知
る
た
め

に
も
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
た
め
に
も
、
決
し
て
最
善

(
　

)
を
な
す

こ
と
を
欠
か
さ
な
か

っ
た
人
々
が
感

じ
て
い
る
精
神

の
安

ら
ぎ

(「8
。
豊

と
内
的
満
足
こ
そ
、
そ
れ
以
外

の
と

こ
ろ
か
ら
生
ず

る
あ
ら
ゆ
る
満
足
よ
り
、
比
較

に
な
ら
ぬ
ほ
ど
甘
美
で
永
続
的

で
か

つ

の

強
固
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知

の
と
こ
ろ
で
す
。」

こ
の
書
簡

で
、
デ
カ
ル
ト
は
自
由
意
志
が
我

々
に
固
有
に
属
す

る
善

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
正
当
な
行
使
で
あ
る
徳

の
実
践

の
み
が
、
精
神

の
安
ら
ぎ
と

捌

「
内
的
満
足
」
と

の
源
で
あ
る

こ
と
、
し
か
も

そ
れ
は
、
比
較

に
な
ら

ぬ
ほ
ど

「甘
美

で
、
永
続
的

で
、
強
固
」
な
も

の
で
あ
る
と
語

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る

「内
的

満
足
」
が
、
で
は

い
か
に
理
性

と
情
念

と
の
統

一
を
可
能

に
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我

々
は
ま
ず

「理
性
に
従
わ

せ
る
」
と

い
う
内
容

を
検
討
し
て
お
き
た

い
。

至
福
を
享
受
す

る
こ
と
、
そ

の
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
い
か
な
る
真
理
を
知

れ
ば
徳

の
実
践

が
容
易

に
な
る
の
か
、
ま
た

ふ

ゆ

欲
望
や
情
念
を
規
制

(「
　

)
し
う
る
の
加
。
「理
性

に
従
わ
せ
る
」
「理
性
の
正
当
な
行
使

」
「理
性

に
よ
る
規
制
」
.等

の
表
現
が
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
ま
さ
に

こ
の
こ
と
に
他

な
ら
な

い
。

デ
カ

ル
ト
は
四

つ
の
主
要
な
真
理
を
挙
げ

て
い
都
。
そ
れ
ら
は
、
第

一
に
、
神
が
存
在
し
、
す

べ
て
が
神

に
依
存
し
、
そ
の
完

全
性

は
無
限

で
あ
り
、
そ
の

命
令
は
無
謬
で
あ
る
と

い
う
こ
と
。
第
二
に
、
精
神

は
身
体
よ
り
も

は
る
か
に
貴

い
と

い
う
こ
と
。
第
三
は
、
宇
宙

の
広
大
な
拡
が
り
で
、
そ
れ
は

「無
数
の

空
し

い
不
安
と
不
満
」
を
抱
か
な

い
よ
う

に
す
る
た
め

で
あ

っ
た
。
第
四
は
、
個
よ
り
全
体

の
重
視

で
、
「常

に
自
己

一
人

の
利
益
よ
り
も
自
己

の
属
す

る
全
体

の
利
益
を
優
先

せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う

こ
と
。

こ
れ
ら
四

つ
の
真
理
と
道
徳
説
と

の
関
連
は
、
ま
ず
、
神

の
完
全
性

が
摂
理
の
問
題
と
し
て
、
欲
望
の
規
制

に
重
要
な
視
点
と
内
容
を
提
供
し
て
い
る
し
、

価

精
神

の
完
全
性
は
、
先

の
ク
リ
ス
チ
ー
ヌ
宛
書
簡

の
引
用

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
自
由
意
志

の
完
全
性
と
し

て
、

,
　

の
思
想

に
、
ひ

い
て

は
、

デ
カ
ル
ト
の
道
徳

説
の
中

核

に
位

置
づ
け
ら
れ
る

べ
き
重
要
さ
を
有

し
て
い
る
。
更

に
又
、
第
四
の
真
理
で
あ
る
全
体
の
優
先
は
　

の
思
想
に

一
つ
の



重
要
な
視
点

を
提
供
し
て
い
都
。
我
々
は
、
デ
カ
ル
ト
の
道
徳
説
が
、
こ
れ
ら
の
主
要
な
形
而
上
学
的
真
理

に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。

ゆ

『情

念
論
』

で
は
、
道
徳
説

が
、
欲

望
の
規
制
と
欲
望
を
含

む
あ
ら
ゆ
る
情
念

に
対
す
る
規
制
と

い
う
問
題

に
蘭
連

さ
せ
て
導
入
さ
れ
て
い
る
。
欲
望

の
規a
5

制

は
、
内
容
的

に
は
、
第

一
第

二
の
真
理

に
基

づ
い
て
説
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
欲
望
の
規
鰯

に
こ
そ
、
「道
徳

の
主
要
な
効
罵
　

が
あ
る
」

と
、
述

べ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ

る
。
だ
が
、
彼
の
道
徳
説
が
実
質
的

に
展
開
さ
れ
る
の
は
、
欲
望

の
規
制

に
関
す
る
諸
項

に
引
き
続
く
、
欲
望
を
含
む
あ
ら

ゆ
る
情
念

に
対
す
る
規
制
に
関
す
る
考
察

に
お

い
て
で
あ

る
。

つ
ま
り

「私
は
な
お
こ
こ
に
、
諸
情
念

に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
大

い
に
役
立

つ
と

思
わ
れ

る
考
察

を

一
つ
だ
け
付
け
加
え
よ
う
」

(
　

と
。
そ
れ
が

「内
的
満
足
」

の
思
想
で
あ

る
。
『情
念
論
』

で
は

「精
神

の
内
的
情
動

(
　

　)
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
続
く
項

(
　

)
で
、

こ
の

「内
的
情
動
」
は
、
徳
の
実
践

の
み
に
由
来

し
、
「
こ
の
満
足
は
、
そ

の

人

(徳
を
実
践
し
た
人
)
を
幸
福

に
す
る
き
わ
め
て
強

い
力
を
持

っ
て
い
る
の
で
、
諸
情
念
の
最
も
は
げ
し
い
力
も
彼
の
精
神

の
平
安

(
　

を
乱
す

ほ
ど
の
力
を
決
し
て
持
た
な
い
の
で
あ
る
」
と
、
言

わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「甘
美

で
、
永
続
的

で
、
強
固
な
」
「
内
的
梼
動

(満
足
)」

の

"感
情

"
こ
そ
が
、
我

々

を
諸

情

念
の
主

人
た
ら
し
め
、
そ
し
て
諸
情
念

を
巧

み
に
処
理

(
　

)
し
、
諸
情
念

の
ひ
き
起
こ
す
悪

(
　

)
を
も
充
分
耐
え
や
す
い
も

の
に
し
う
る

㈱

と
同
時

に
、
す

べ
て
の
悪
か
ら
か
え

っ
て
喜
び
を

ひ
き
出

す
こ
と
を
も
可
能

に
す
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
「
内
的
情
動

(満
足
こ

の
思
想
の
導
入

に
よ

っ
て
、

い
わ
ゆ
る
情
念

に
つ
い
て
の
論
と
、
道
徳
説
と
が

、
巧

み
に
統
合
さ
れ

て
い
る
の
を
見

て
と

㎜

る

こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
我

々
は
こ
の

「内
的
満
足
」
の
思
想
と
、
先

に
挙
げ
た
第

一
と
第

二
の
真
理
と

の
関
係
を
別
の
角
度

か
ら
考
察
し
、
そ

こ
か
ら
、
デ
カ

ル
ト
の

道
徳
説
の
基
本
的
性
格
を
取
り
出

し
た
い
と
考
え

る
。

デ
カ

ル
ト
は

こ
の

「内
的
満
足
」
の
思

想
を
、
し
ば
し
ば
例
を
も

っ
て
語

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
先
の

蝉昌

建
↓
で
は
、
「妻
を
失

な

っ
た
夫

」
「読
書

」

「観
劇
」
の
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
例

の
う
ち
、
と
り
わ

け

「悲
劇

」

(
　

)

の

「観
劇
」

の
例
は
重
要

で
あ
る
。

こ
の
例

に
お
い
て

「精
神

の
満
足
感
」
は
次

の
如
く
語
ら
れ
る
。

つ
ま
り

「精
神
は
自

ら
が
諸
情
念

の
主
人

(
　

)
で
い
る
限
り
、
た
と
え
そ
れ
ら
が

㈱

ど

の
よ
う
な
性
質

の
情
念

で
あ
れ
、
自
己

の
う
ち
に
諸

々
の
情
念

に
よ

っ
て
動
か
さ
れ
る
の
を
感
ず
る
の
が
快
よ

い

(
　

の
で
す
」
と
。

つ
ま
り
こ
の

例
は
、
徳

を
実
践
し
た
人

々
の
内
的
喜
び

(或
は
満
足
)

の
有
様
を
具
体
的
に
知
ら
し
め
る

一
つ
の
例

と
し
て
出

さ
れ
て
い
る
と

い
う
点

で
、
特

に
重
要
な
の

で
あ

る
。
我

々
は
こ
こ
で
、
こ
の
例

で
も

っ
て
語

ら
れ

る

「
内
的
満
足
」
の
思
想
が
、

一
方

で
次

の
様

な
具
体
的

な
態
度
と
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
を
見
落
す



わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。
そ
れ
は
諸
情
念

に
よ

っ
て
煩
わ
さ
れ
、
害
さ
れ
る
こ
と

の
な

い
よ
う

に
す
る
た
め
と
し
て
、
語
ら
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
に
は

一
つ
し
か
打

つ
手

(
　

が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
想
像

と
感
覚
と
を
そ
こ
か
ら

で
き
る
だ
け
ひ
き
離

し
、
慎
重

に
か
ま
え
ね
ば
な
ら
な

い
と
き

に
は
、
そ
れ
ら
を
考
察

⑬

す
る

の
に
悟
性

の
み
を
用
い
る
と

い
う
こ
と

で
す
」
と
。

ー　

さ

て
、
デ
カ

ル
ト
は

「内
的
満
足
」
は
精
神

を
し
て
諸
情
念

の
並
人
た
ら
し
め
る
と
語
る

。
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
か
な

る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
「諸

々
の
情
念
に
よ

っ
て
動
か
さ
れ
る
」

こ
と
、
そ
れ
は
我

々
が
想
像

に
お
い
て
ま
た
感
覚
に
お
い
て
経
験

す
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。
だ
が
デ
カ
ル
ト
は
徳

の
実
践
に

し

じ

　

ヨ

リ

　

　

し

由
来
す
る

「内
的
満
足
」
の

"感
情
"
を
有
す
る
時

に
は
、
「
我
々
は
様

々
な
情
念
が
我
々
の
内

で
ひ
き
起

こ
さ
れ
る
、
そ
の
こ
と
を
感
じ

て
再
び

(
　

)
を

持

側
」
と
語

っ
て

い
る
。
確
か
に
こ
れ
は
も

は
や
諸
情
念
を

ひ
き
起
こ
す
様

々
な
対
象

の
如
何
が
問
わ
れ
て
は
い
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
想
像
と
感
覚

と
を
で
き

る
だ
け
ひ
き
離
さ
」
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「観
劇
ト
の
例
が
示
す
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る

出
来
事

・

つ
ま
り
諸
情
念
を
ひ
き
起

こ
す
様

々
な
出
来
事

を
、
あ
た
か
も
劇
中

の
出
来
事

の
ご
と
く

み
な
す
と
い
う
仕
名

、
こ
れ
ら
出
来
事

の
価
値
性
が
否

定

さ

れ

て

い

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ

れ

は
ま

た

、

欲
望

の
規

制

に
お

け

る

、
我

々

の
自

由

意
志

に

の

み
由
来

す

る
事

柄

と

、

そ
う

で
な

い
事

柄

と

の
区

別

と

も

、

あ

い
通

じ

て

い
る
。

ロ

価

値

性

は
我

々

の
自
由

意

志

に
の

み
山

来

す

魏
。

つ
ま

り

、
価

値

性

は

実
在

性

に
基

づ

い

て

い
る

の

で
あ

る

。

デ

カ

ル

ト

の
用
語

で

は
完

全
性

で
あ

る
。

デ

　

カ

ル
ト

は

・
喜
び

(或

は
幸

福

)

が

・

「
い
か

な

る
善

つ
ま

り

い

か
な

る
完

全

性

に
基

づ

い

て

い
る

魏
」

を

理

性

は
吟

味

せ

ね

ば

な
ら

な

い
、

と
言

う

。

と

こ
ろ

で
、

こ

の
理

性

の
吟

味

は
、

疑

い

も

な

く

「
あ

る
」

と

語

ら

れ

る

こ
と

、

そ

し

て
そ

の
根

拠

(神

の
存

在

)

へ
と

我

々
を

促

す
。

そ

れ

故

、

こ

の

「内

的

満

足

」

の
思

想

は

、
存

在

論

的

な
自

己

認

識

の
問

題

を

、

そ

の
背

景

と

し

て
有

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

註

,

'

　「実
際
、
我

々
に
善

行
を
お

こ
な
わ

せ
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
自
己

の
義
務

の
・認
識

で
あ
る
と
は

い
え

、
も

し
そ
こ
に

い
か
な
る

喜
び
も
も

た
ら

さ
れ
な
か

っ
た
な
ら
、

や
は

り

い
か
な
る
至
福
も
享
受

す
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
」
と
も
述

べ
て

い
る
。　

　、

エ
リ
ザ

ベ
ト
は
、
・
の
箇
所

を
引
用
し

つ

つ
、
　

の
デ
カ

ル
ト
宛
書
簡

で
、
諸
情
念

の
定
義
を

要
請

し
、

こ
れ
が
デ

カ
ル
ト
を
情
念

の
検

討

に
向
か
わ

せ
る
き

っ
か
け
と
な

っ
て

い
る
。

　

■

 (rem
ede  )

a 
E

lisabeth, 
18 

aout 
1645.

a 
E

lisabeth. 
4 

aout 
1645

a 
E

lisabeth, 
l er septem

bre 
1645

13 
septem

ber 
1645.

a E
lisabeth, 

4 
aout, 

6 
octobre 

1645 
novem

bre 
1646.



捌

「内
的

満
足

」

が
永

続

的

」(
　

)
と
言
わ
れ

て
お
り
、

こ
の

〃感
情

"
が

、
厳
密

に
解
さ
れ
た
情
念
と
は
考

え
ら

れ
て
い
な

い
こ
と

に
注
意

せ
ね
ば

な
ら
な

い
.

注
　

参
照
。

働

デ

カ
ル
ト
は
、
　

で
、
セ
ネ
カ
の
道
徳
説
を
検
討

し

つ
つ
、
ま
さ
に
こ
の
点
を

こ
そ
解
明
す

べ
き
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

　

隔

ラ

へ

　

`

　

「
自
由
意
志

は
、
我

々
を
我
々

の
主
人
　

)
た
ら

し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
我

々
を
あ

る
意

味
で
神
に
似
た
も

の
に
す
る
し
と
述

べ

て
い
る
。

㈹

こ
の
第

四
番
門

の
真

理
に

つ
い
て
の
デ

カ
ル
ト
と

エ
リ
ザ

ベ
ト
と

の
や
り

と
り

か
ら
　

と

い
う
書
葉
自
体
が

〈
正
し
形
容
詞
形

で
〉
取
り

出

さ
れ
て

い
る
。

　

8　

　.

qの

筆
者
は

、
「内
的

接

動
」

と

「内

的

満
足
」

と
を
詞

一
の
事
柄
と

み
な
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
情

動
は
、

「そ
れ
が
精

神

自

身

に
よ

っ
・て
め

み
ひ
き
起

こ
さ
れ
る
と

い
う
点

で
、
構
気

の
な
ん
ら
か
の
運
動

に
依
存
す

る
憶

念
と
は
異

っ
て
い
る
」
と
も

、
「
こ
の
喜

び
は
あ
る

知
的

な
喜

び

(
　

)
で
、
他

の
す

べ
て

の
情
念
か
ら
と
岡
…様
、
悲
し
み
か
ら
も
生
ま
れ

る
一

と
、
需
わ
れ

て
い
る
。
(
　

つ
ま
り
、
こ
の

「内
的
情
動
」

は
、
い
わ
ゆ
る
情
念
と
は
異
質

の

〃感
情

"
な

の

で
あ

る
。
道
徳
説

は
、

い
わ
ゆ
る
情
念
と
は
異

な
る
永
続

的
な
道
徳
的
感
構
を
前
提

と
せ
ね
ば
不
可
能

で
あ

ろ
う
。
だ

が
、
そ
れ
を
も

"感

椿

"

で
あ

る

と
し

て

、

「情
念

論

」
に

「道
徳

説
」
を
導

入
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま

た
、

エ
リ
ザ

ベ
ト

一
家

を

み
ま
う

数

々

の
不

幸

を
念

頭

に
お
き

つ
つ
、
こ
の
例

の
奮

す
る

意

味
を

少

し
異

体
的

に
述

べ
て

い

る
箇

所

が
あ
る
。

そ

こ
で
は
、
最

も
偉

大

な
精

神

の
人

々

は
、
運
命

が
ひ
き
起

こ
す

様

々
の
出

来

事
を

「劇

」

(
　

)
の
中

で
の
出
来
事

の
よ
う

に
み
な

し

て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
こ
の
よ
う

に
し
て
、
彼
等
は

こ
れ
ら

の
出
来
事

を
精

神
の
う
ち

に
満
足
を
持

っ
て
む
か
え
て

い
る
、
と
述

べ
ら

れ
て
い
る
。
　
　

　
こ
の
書

簡

で
は
、

こ
の
よ
う
な
態
度

に
続

い
て
、

「観
劇

」
の
例
が
提
出

さ
れ

て
い
る
。
そ
し

て
、

「観

劇

」

に
お

い

て
は

、

 A
 C

hristine, 
20  

novem
bre 

1647. 

A
 E

lisabeth, 
18 

aofit, 
1 er septem

bre, 
1645. 

A
 C

hristine, 
20 

novem
bre 

1647.

(durable)

A
 E

lisabeth, 
4 

aofit 
1645.

A
 E

lisabeth, 
4 

aofit, 
ler 

septem
bre, 

1645. 

 
E

lisabeth,15 
septem

bre 
1645.

Passions. 
(1649) 

art. 
152.

(m
aitre)

generosite

Passions. 
art. 

144-6. 
art. 

147. 

Passions. 
art. 

144. 

Passions. 
art. 

212.

(une 
joie 
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(art. 
147)

A
 E

lisabeth, 
6 

octobre 
1645

(com
edie)

cf. 
16 

aofit

A
 E

lisabeth, 
m

ai 
ou juin 

1645.

1645.



付

記
、
昭
和
五
十

二
年

の
九
哲
会
秋
季
大
会

で
は
、

「デ
カ

ル
ト

に
お
け

る
知

性

に

つ
い
て
1

想
像

と
関

連
さ
せ
て
ー

」
と

い
う
題
目

の
も
と
に
、
知
性
と
想
像

と

の
関
係
を
、
第

一
第
六
省
察
を
中
心
に
知
識
論
的
に
扱

つ
た
の
で
あ
る
が
、
小
論
は
、
そ
の
問
題
を
よ
り
包
括
的
な
場
で
問
題
に
す
る
た
め
の
段
階
的
粗
描
で
あ
る
。

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
倫
理
学
)

⑳

注
ロ④
参
照
。

「想
像
が
動

か
さ
れ
る
だ
け

で
、
悟
性

は
少

し
も

関
係
あ
り
ま

せ
ん
」
と
も
語

ら
れ

て
い
る
。
　

で
は
、

「観
劇

」
は

「…
…
、

一
般

に
あ
ら
ゆ
る
情

念

を
、
我

々
の
想
像

に
与

え
ら
れ
る
対
象

の
多
様
性

に
従

っ
て
、
我

々
の
内

に
ひ
き
起

こ
す
」
と
述

べ
て

い
る
。

⑳

注
a勿
参
照
。

鷺
昌
曾
o
ωほ

と
共
通

の
表
現

で
あ
る
。

Passions. 
art. 

147.

 generosite

Passions. 
art. 

147.

Passions. 
art. 

152, 
153. 

a 
E

lisabeth, 
ler septem

pre 
1645.


