
エ

ッ

ク

ハ

ル

ト

に

お

け

る

“
G
ru

n
d
”

の

問

題

薗

田

坦

一

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
教
え
の
内
に
は
、
彼
独
自
の
思

想
や
固
有
の
考
え
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
教
え
全

体
を
形
成
し
、
貫
ぬ
い
て
い
る
根
本
的
な
性
格
の
一
つ
と
し
て
、
我

々
は
「
徹
底
性
」
（G

ründlichkeit

）
と
い
う
こ
と
を
掲
げ
る
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ろ
う
。

徹
底
性
と
は
、
一
口
に
言
っ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
神
を
ど
こ
ま

で
も
徹
底
的
に
求
め
た
こ
と
、
即
ち
最
も
真
実
な
る
神
を
、
真
に
神

、
、
、
、

そ
の
も
の
を
求
め
ん
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
普
通
の
立
場
で
考
え
ら

れ
、
求
め
ら
れ
て
い
る
神
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
、
い
ま
だ

真
実
な
る
神
、
神
そ
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
故
彼
は
、
そ

の
よ
う
な
神
を
超
え
て
、
そ
の
神
の
根
底
（G

rund

）
と
も
言
う
べ

、
、

き
所
に
ま
で
至
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
神
に
つ
い

て
の
独
自
な
考
え
、
普
通
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
異
常
と
も
見

え
る
彼
の
神
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
こ
の
よ
う
な
ど
こ
ま
で
も
真
実

に
神
を
求
め
る
徹
底
性
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
は
出
来

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ど
こ
ま
で
も
徹
底
的
に
神
を
求
め
る
こ

と
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
神
秘
主
義
の
伝
統
に
立
っ
て
、
霊

の
内
面
に
向
っ
て
、
霊
の
内
面
を
通
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
我
々

の
日
常
的
な
生
は
、
外
界
の
被
造
的
な
世
界
に
捉
わ
れ
、
霊
は
外
面

13／エックハルトにおける “ G r u n d ” の 問 題



化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
我
々
は
神
を
求
め
る
た
め
に
は
こ
の
よ
う

な
日
常
的
、
外
面
的
な
自
己
を
放
棄
し
否
定
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
霊
の
内
面
に
向
い
、
霊
の
内
面
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
そ

れ
は
、
所
謂
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
、
霊
の
一
切
の
被
造
的
な
も
の
、

自
我
的
な
も
の
の
「
離
脱
」
で
あ
る
）
。
霊
の
内
面
を
開
く
と
は
、

霊
が
自
ら
を
純
粋
な
も
の
清
浄
な
も
の
と
な
し
て
神
の
前
に
立
つ
こ

と
で
あ
り
、
霊
自
身
が
神
の
働
き
を
受
け
る
も
の
と
な
る
こ
と
で
も

あ
る
。
神
は
こ
の
よ
う
な
純
粋
、
清
浄
な
霊
に
対
し
て
の
み
働
き
か

け
、
霊
は
自
己
の
内
面
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
神
を
求
め
る

こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
、
ど
こ
ま
で
も
徹
底
的
に
神
を
求
め
る
こ

と
は
、
霊
が
ど
こ
ま
で
も
奥
深
く
自
己
の
内
面
を
開
く
こ
と
で
あ
り
、

ど
こ
ま
で
も
自
己
の
内
へ
還
り
、
自
己
の
根
底
に
ま
で
還
る
こ
と
で

、
、

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
被
造
的
な
自
己
を
否
定
し
、
自
我
的
な
自

己
を
空
し
く
す
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
故
に
、
徹
底
的
に

神
を
求
め
る
こ
と
は
、
従
っ
て
ま
た
、
被
造
的
自
我
的
自
己
を
否
定

し
、
空
し
く
す
る
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
神
を
徹
底
的

に
求
め
る
こ
と
と
、
自
己
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
、
霊
の
内

面
に
向
っ
て
神
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
一
つ
に
結
び
つ
い

て
い
る
。

か
く
し
て
、
霊
が
ど
こ
ま
で
も
真
実
に
神
を
求
め
て
神
の
根
底
に

、
、

ま
で
至
る
こ
と
は
、
霊
が
ど
こ
ま
で
も
被
造
的
自
我
的
な
自
己
を
否

定
し
て
、
霊
の
根
底
に
ま
で
還
る
こ
と
で
あ
る
。
徹
底
性
と
は
こ
の

、
、

、
、
、

よ
う
な
根
底
（G

rund

）
に
ま
で
突
き
つ
め
る
と
い
う
こ
と
に
他
な

、
、

ら
な
い
。
そ
し
て
、
神
の
根
底
（G

rund

）
に
至
る
こ
と
と
、
霊
の

根
底
（G

rund

）
に
還
る
こ
と
と
は
、
徹
底
性
（G

ründlichkeit

）
に

お
い
て
一
つ
な
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ル
ツ
ェ=

マ
イ
ツ
ィ
エ
ル
も
「
人

は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
よ
り
深
く
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、
彼
の
す
べ
て

の
謹
み
深
さ
の
背
後
に
、
輝
く
喜
び
（das

leuchtende
F
rohe

）
が

あ
り
、
す
べ
て
の
断
念
と
従
順
さ
の
背
後
に
、
歓
喜
へ
の
強
靭
な
意

志
（unangekränkelter

W
ille

）
が
あ
る
こ
と
に
驚
く
で
あ
ろ
う
」

（
一
）

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
、
以
上
述
べ
た
如
き
点
に
、
我
々
は

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
教
え
の
根
本
的
な
性
格
と
特
徴
を
見
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
精
神
の
貧
し
さ
に
就
い
て
」
の
説
教

（
二
）

は
、
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
彼
の
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
説
教
の
中
で
も
、

特
に
注
目
に
価
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
何
故
な

ら
ば
、
そ
こ
で
は
彼
の
数
々
の
独
自
な
思
想
が
最
も
鋭
く
最
も
端
的

エックハルトにおける “ G r u n d ” の 問 題 ／14
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に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
彼
の
教
え

全
体
の
根
本
的
な
性
格
が
よ
く
示
さ
れ
て
お
り
、
且
つ
、
そ
れ
が
彼

の
神
に
対
す
る
根
本
的
な
態
度
に
立
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
即
ち
、
「
精
神
の
貧
し
さ
」
と
い
う
こ
と
は
「
貧
し
さ
」
と
い

、
、
、

う
被
造
的
自
我
的
な
自
己
の
否
定
を
通
し
て
、
真
実
に
神
を
求
め
る

こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
場
合
、
貧
し
さ
は
異
常
な
ま
で
に
徹
底

さ
れ
、
神
を
求
め
る
貧
し
さ
の
徹
底
が
、
神
か
ら
も
貧
し
く
な
り
、

神
を
求
め
る
こ
と
か
ら
さ
え
貧
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま

で
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
「
精
神
の
貧
し
さ
」

、
、
、

（
三
）

と
言
わ
れ
た
所
以
で
も
あ
る
（
勿
論
そ
れ
が
、
ど
こ
ま
で
も
真
実
に

神
を
求
め
、
神
そ
の
も
の
を
求
め
る
こ
と
に
相
反
す
る
の
で
は
な

い
）
。
そ
し
て
ま
た
、
ビ
ュ
ッ
ト
ナ
ー
が
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
精
神

の
貧
し
さ
の
概
念
を
絶
対
的
自
由
、
解
放
、
本
質
凝
縮
の
概
念
に
ま

で
深
化
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
始
め
て
真
の
自
由
、

（
四
）

真
の
生
に
つ
い
て
も
語
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
徹
底
さ
れ
た
考
え
の
背
後
に
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
、

「
自
我
」
或
は
「
被
造
性
」
に
つ
い
て
の
深
い
反
省
と
自
覚
が
あ
り
、

神
に
つ
い
て
の
彼
の
透
徹
し
た
思
辨
と
、
ま
た
自
己
と
神
と
の
根
底

に
つ
い
て
の
内
的
な
洞
察
と
結
び
つ
い
て
、
奥
深
く
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
今
、
私
は
「
精
神
の
貧
し
さ
に
就
い
て
」
の

説
教
を
中
心
に
と
り
あ
げ
、
こ
の
よ
う
な
点
を
問
題
に
し
な
が
ら
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
教
え
全
体
の
根
本
的
な
性
格
に
つ
い
て
、
更
に
詳

し
く
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

二

「
精
神
の
貧
し
さ
」（A

rm
ut

des
G
eistes

）
と
は
如
何
な
る
こ
と

で
あ
る
の
か
。

「
精
神
の
貧
し
さ
」
と
は
、
こ
の
説
教
の
最
初
に
説
明
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
外
向
的
な
（
精
神
的
に
対
し
て
言
え
ば
物
質
的
、
肉
体

、
、
、
、

的
な
）
貧
し
さ
で
は
な
く
し
て
、
内
向
的
な
貧
し
さ
（innw

endige

、
、
、
、

A
rm
ut

）
で
あ
る
。
内
向
的
な
貧
し
さ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
神

に
向
っ
て
の
、
神
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
の
精
神
に
お
け
る
、
精

、
、
、
、
、
、

、

神
的
な
貧
し
さ
を
意
味
す
る
。
無
論
、
外
向
的
な
貧
し
さ
も
、
内
向

、
、
、

的
な
貧
し
さ
に
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
前
者
は
後
者
の

う
ち
へ
高
め
ら
れ
、
そ
こ
で
完
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
内
向
的
な
貧
し
さ
の
み
が
真
の
貧
し
さ
で
あ
る
と
言
え
よ
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う
。
こ
の
真
の
貧
し
さ
、
即
ち
精
神
の
貧
し
さ
を
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

は
「
何
物
を
も
欲
し
な
い
、
何
物
を
も
知
ら
な
い
、
何
物
を
も
持
た

な
い
貧
し
さ
」（A

rm
ut,

die
nichts

w
ill,

nichts
w
eiß,

nichts
hat

）

と
い
う
型
で
現
わ
し
て
い
る
。

我
々
は
、
ま
ず
、
こ
の
中
の
第
二
の
貧
し
さ
、
即
ち
「
何
物
を
も

知
ら
な
い
貧
し
さ
」
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

何
物
を
も
知
ら
な
い
貧
し
さ
と
は
、
一
切
の
知
（w

izzen
-
W
issen

）

か
ら
貧
し
く
な
り
、
一
切
の
知
を
解
脱
（ledig

）
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
、
知
は
我
々
の
霊
の
主
要
な
作
用
の
一
つ
で
あ
り
、
霊
の
高

度
な
は
た
ら
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
は
た
ら
き
も
、
外

的
被
造
的
な
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
限
り
、
神
を
求
め
る
こ
と
に

は
邪
魔
な
も
の
で
し
か
な
い
。
何
故
な
ら
、
知
は
被
造
的
な
も
の
に

結
び
つ
き
、
自
我
性
を
も
っ
て
は
た
ら
く
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
霊

を
不
純
な
ら
し
め
、
従
っ
て
神
の
霊
へ
の
働
き
か
け
を
遮
断
し
、
霊

が
神
の
働
き
を
受
け
と
る
こ
と
を
妨
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
一
切
の
被
造
的
、
自
我
的
な
知
を
捨
て
、
離
れ
る

こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
何
物

を
も
知
ら
な
い
貧
し
さ
」
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
一
切
の
被
造

的
、
自
我
的
な
知
か
ら
貧
し
く
な
る
と
言
う
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
は

い
な
い
。
「
何
物
を
も
」
は
文
字
通
り
何
物
を
も
（nichts

）
で
な
け

、
、
、
、

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

「
…
…
こ
の
貧
し
さ
を
持
つ
べ
き
人
は
、
神
が
彼
の
う
ち
に
生

き
て
い
る
こ
と
（
働
い
て
い
る
こ
と
）
を
も
決
し
て
知
ら
な
い

し
、
決
し
て
見
出
さ
な
い
と
い
う
程
、
す
べ
て
の
彼
の
知
を
解

脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
は
、
彼
の
う

ち
に
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
知
を
解
脱
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

人
が
ま
だ
永
遠
な
る
神
の
本
性
（êw

ige
art

gotes

）
に
お
い
て

あ
っ
た
時
、
彼
の
う
ち
に
は
い
か
な
る
他
者
も
生
き
て
い
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
生
き
て
い
た
の
は
彼
自
身
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故

私
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
人
は
、
彼
が
い
ま
だ
な
か
っ
た
時
あ

っ
た
ご
と
く
に
、
彼
自
身
の
知
（sein

eignes
W
issen

）
を
解

、
、
、
、
、

脱
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
…
…
人
間
は
、
神

が
彼
の
う
ち
で
働
い
て
い
る
こ
と
を
も
決
し
て
知
ら
な
い
し
、

認
識
し
な
い
ほ
ど
自
在
で
あ
り
、
解
脱
に
あ
る
（quitt

und

ledig

）
べ
き
だ
と
私
は
言
う
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て

の
み
、
人
は
（
真
の
）
貧
し
さ
を
有
す
る
（besitzen

）
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
」。
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こ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
か
ら
の
徹
底
的
な
貧
し
さ
は
、
神
が
人

間
の
う
ち
で
働
く
こ
と
、
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
る
知
か
ら
ま
で
貧

し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
一
体
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
の
か
。
神
の
働
き
を
知
る
と
い
う

こ
と
か
ら
も
、
何
故
、
霊
は
解
脱
し
、
貧
し
く
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。

ま
ず
、
こ
こ
で
言
わ
れ
た
、
人
間
が
自
ら
の
う
ち
に
お
け
る
神
の

働
き
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
知
に
つ
い
て
簡
単

、

に
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。

人
間
の
う
ち
に
於
け
る
神
の
働
き
と
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い

て
、
一
切
の
被
造
的
な
も
の
自
我
的
な
も
の
か
ら
離
脱
し
、
脱
却
し

た
「
霊
の
う
ち
に
於
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
。
霊
の
う
ち
に
於
け
る
神
の
子
の
誕
生
、
即
ち
神
が
霊
の
う
ち
で

神
の
子
（
自
ら
の
子
）
を
産
む
こ
と
は
、
霊
自
身
が
神
の
子
と
し
て

、
、
、

、

生
れ
変
る
こ
と
で
も
あ
り
、
神
自
身
が
、
自
ら
の
子
と
し
て
霊
を
産

、
、

む
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
霊
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
於
け

る
神
の
働
き
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
或
は
端
的
に
神
を
知
る
こ
と
と

も
言
い
得
る
の
で
あ
る
（
と
い
う
の
は
、
神
の
働
き
は
神
が
神
自
身

を
産
む
こ
と
だ
か
ら
）
。
つ
ま
り
、
「
霊
の
う
ち
に
於
け
る
神
の
子
の

誕
生
」
と
い
う
神
の
働
き
を
受
け
る
こ
と
が
、
霊
自
身
、
神
の
子
と

な
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
神
の
働
き
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
更
に
神

を
知
る
こ
と
に
も
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
勿
論
そ
の
場
合
、
知
る
と
い

、
、

っ
て
も
、
そ
の
知
は
我
々
の
通
常
の
知
、
い
わ
ゆ
る
悟
性
的
、
被
造

的
な
知
と
同
じ
知
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
悟
性
的
被
造
的
な
知

も
し
く
は
認
識
は
、
す
べ
て
外
界
の
被
造
的
な
対
象
か
ら
得
る
像

（B
ild

）
や
比
象
（G

leichnis

）
を
通
し
て
、
或
は
そ
れ
ら
に
基
い

て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
神
に
対
す
る
知
は
そ
の
よ
う
な

像
や
比
象
に
よ
ら
な
い
知
で
あ
る
。
「
神
は
い
か
な
る
像
を
も
必
要

と
し
な
い
し
、
ま
た
持
っ
て
い
な
い
。
神
は
霊
の
う
ち
で
、
あ
ら
ゆ

る
媒
介
物
、
つ
ま
り
一
切
の
像
や
比
象
な
し
に
働
く
」
か
ら
で
あ
る

（
五
）

（
そ
れ
は
、
神
と
霊
と
が
、
何
の
媒
介
も
な
く
直
接
的
に
一
つ
に
な

る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
神
の
子
の
誕
生
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
）
。
む
し
ろ
、
初
め
に
言
っ
た
よ
う
に
、
神
の
働
き
は
一
切
の
被

造
的
自
我
的
な
も
の
が
捨
て
ら
れ
る
所
に
お
い
て
始
ま
る
も
の
で
あ

る
以
上
、
こ
の
知
は
、
被
造
的
な
像
や
比
象
が
捨
て
ら
れ
、
一
切
の

悟
性
的
な
知
が
捨
て
ら
れ
る
所
に
成
り
立
つ
知
で
あ
る
（
そ
れ
は
、

も
は
や
知
と
も
言
え
な
い
ほ
ど
の
知
で
あ
り
、
ま
た
一
切
の
悟
性
的
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な
知
が
捨
て
ら
れ
る
所
、
即
ち
無
知
に
お
い
て
成
り
立
つ
知
で
あ
る

と
い
う
両
面
を
含
め
て
「
無
知
の
知
」（das

unw
issende

W
issen

）

と
言
わ
れ
る
）
。
こ
の
知
を
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
悟
性
知
と
区
別

（
六
）

し
て
、
理
性
知
も
し
く
は
理
性
認
識
と
呼
ん
で
い
る
。
要
す
る
に
人

間
の
う
ち
に
於
け
る
神
の
働
き
を
知
る
と
は
、
霊
の
う
ち
に
於
け
る

神
の
子
の
誕
生
（
と
い
う
働
き
）
に
お
い
て
、
霊
自
身
が
神
の
子
と

な
る
と
い
う
仕
方
で
神
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
何
故
、
一
切
の
知
か
ら
の
貧
し
さ
は
、
人
間
の
う
ち
に
於

け
る
神
の
働
き
を
知
る
知
か
ら
さ
え
も
貧
し
く
な
る
ま
で
に
徹
底
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
霊
自
身
が
神
の
子
と

な
り
、
神
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
に
と
っ
て
、
何
故
不
完
全

な
の
で
あ
る
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
問
に
対
し
て
、
私
は
今
す
ぐ
解
明
を
行

な
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思

想
の
究
極
的
な
所
に
つ
い
て
の
解
明
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
逆
に
、
そ
こ
か
ら
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
私
は
し
ば
ら
く
そ
の
直
接
的
な
解
明
を
差
控

え
、
こ
こ
で
は
、
差
当
っ
て
、
別
の
面
か
ら
問
題
と
し
、
且
つ
そ
れ

を
最
終
的
な
解
明
の
手
が
か
り
と
も
し
た
い
と
思
う
。

上
に
掲
げ
た
第
二
の
貧
し
さ
に
つ
い
て
の
言
葉
の
中
で
、「
人
は
、

彼
が
い
ま
だ
な
か
っ
た
時
あ
っ
た
ご
と
く
に
、
彼
自
身
の
知
（sein

、
、
、

eignes
W
issen

）
を
解
脱
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

語
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
と
同
様
の
表
現
が
、
第
一
の
貧

し
さ
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
所
に
も
見
出
さ
れ
る
。
第
一
の
貧
し

さ
と
は
、
「
何
物
を
も
欲
し
な
い
貧
し
さ
」
と
し
て
、
一
切
の
意
志

か
ら
の
貧
し
さ
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
徹
底
的
な
貧
し
さ

と
し
て
、
霊
は
「
神
の
意
志
を
充
た
そ
う
と
す
る
意
志
」
か
ら
も
貧

し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
ら
れ
、
更
に
第
二
の
貧
し
さ
に
お
い

て
と
同
じ
よ
う
に
「
彼
が
い
ま
だ
な
か
っ
た
時
あ
っ
た
ご
と
く
に
、

彼
の
被
造
的
な
意
志
（sein

geschaffener
W
ille

）
を
解
脱
し
て
い

、
、
、
、

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。
今
、
こ
の
二
つ
の
類

似
す
る
部
分
を
対
比
し
て
み
る
時
、»eigen«

（
自
身
の
）
と
、

»geschaffen«

（
被
造
的
な
）
と
が
同
じ
よ
う
な
も
の
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
に
気
付
か
れ
る
。
し
か
し
、eigen

とgeschaffen

が
同

じ
よ
う
な
も
の
と
し
て
使
わ
れ
、
同
じ
こ
と
を
指
す
も
の
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
何
故
で
あ

ろ
う
か
。
非
常
に
ま
わ
り
く
ど
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
に

関
し
て
も
う
一
つ
別
の
こ
と
に
注
意
し
て
み
よ
う
。
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エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
彼
の
説
教
に
お
い
て»eigenschaft«

（E
igen-

schaft
）
と
い
う
語
を
し
ば
し
ば
使
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

現
代
語
のE

igenschaft

と
は
、
性
質
、
特
性
、
本
性
と
い
う
こ
と
で

あ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
こ
の
語
（
中
高
ド
イ
ツ
語
の
）
を
使
う

時
、
そ
れ
は
今
日
我
々
が
使
う
場
合
の
意
味
（
即
ち
性
質
、
特
性
な

ど
）
と
は
、
い
さ
さ
か
異
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

殊
に
、
そ
れ
が»m

it
eigenschaft«

»âne
(ohne

）eigenschaft«

と

い
う
型
で
使
わ
れ
る
時
そ
う
で
あ
る
。
今
、
そ
の
実
例
を
二
つ
あ
げ

て
み
る
と
、
例
え
ば
、

「
私
は
、
最
初
に
、
貧
し
い
人
と
は
何
物
を
も
欲
し
な
い
人
で

あ
る
と
言
う
。
多
く
の
人
々
は
こ
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
て

い
な
い
。
彼
等
は
、
懺
悔
や
外
面
的
な
諸
行
を
行
な
い
な
が
ら

も
、
な
おm

it
eigenschaft

で
あ
る
人
を
偉
大
な
人
と
見
做
し

て
い
る
。
…
…
こ
の
人
は
、
外
か
ら
見
た
目
に
は
聖
人
に
見
え

る
が
、
内
的
に
言
え
ば
、
馬
鹿
者
（E

sel

）
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
彼
は
神
の
真
理
の
本
来
的
な
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
」。

（
七
）

「
こ
の
人
達
は
、
す
べ
て
善
良
な
人
達
で
あ
り
、
そ
の
仕
事
を

純
粋
に
神
の
た
め
に
し
、
自
分
の
も
の
は
そ
こ
に
何
も
求
め
て

い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
や
は
り
彼
等
はm

it
eigenschaft

に
そ

の
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」。

（
八
）

こ
の
よ
う
な
実
例
か
ら
、
我
々
は
そ
の
大
体
の
意
味
を
捉
え
る
こ

と
が
出
来
る
。
第
一
の
例
で
は
、
神
を
求
め
る
た
め
に
、
一
切
の
自

我
性
、
被
造
性
を
脱
却
し
て
懺
悔
や
諸
行
を
行
な
っ
て
い
な
が
ら
、

そ
れ
が
尚
、m

it
eigenschaft

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

第
二
の
例
で
は
、
自
分
の
た
め
に
で
は
な
く
、
（
従
っ
て
一
切
の
自

我
性
を
脱
し
て
）
た
だ
神
の
た
め
に
す
る
こ
と
が
尚m

it
eigenschaft

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ク
ヴ
ィ
ン
ト
も
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
こ
こ
で
、eigenschaft

と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
基
礎
的

（
九
）

な
意
味
で
あ
る

»E
igentum

«

（
自
己
の
所
有
物
）
と
い
う
意
味
か
ら

遠
く
は
な
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
の
意
味
を
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
こ
の
語
はm

it
eigenschaft

と
し
て
使
わ
れ

る
時
、
そ
れ
は
、
主
観
的
な
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
（das

sub-

jektive
S
ich-zu-eigen-M

achen

）、
自
分
の
も
の
と
見
做
す
こ
と
（das

Für-eigen-A
nsehen

）
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
。
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こ
の
よ
う
な
注
釈
に
も
と
づ
い
て
、
先
の
例
を
も
う
一
度
考
え
て

見
れ
ば
、
第
一
の
例
は
、
懺
悔
や
諸
行
が
、
た
だ
神
を
求
め
る
た
め
、
、

に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
尚
、
自
己
の
も
の

、と
見
做
し
て
、
即
ち
自
己
の
た
め
に
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

、
、
、

ひ
そ
か
に
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
第
二
の
例
も
、
た
だ
神

の
た
め
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
己
の
た
め
に
し
て
い
る
の
で

、
、
、

は
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
尚
ど
こ
か
自
己
の
も
の
と
す
る
た
め
、
自
己

の
た
め
に
し
て
い
る
（
自
分
自
身
の
た
め
に
、
神
の
た
め
に
し
て
い

、
、
、

、
、
、

、
、
、

る
）
と
い
う
こ
と
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
切
の
被

造
性
、
自
我
性
を
脱
し
た
は
ず
の
神
の
た
め
に
、
神
を
求
め
る
た
め

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

に
と
い
う
こ
と
の
内
に
、
尚
、
奥
深
い
、
ひ
そ
か
な
私
の
た
め
に
、

、

、
、
、
、
、

自
己
の
た
め
に
と
い
う
、
自
我
的
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ

、
、
、
、
、
、

と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
の
た
め
に
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
私
の

、
、
、
、
、

、
、

た
め
の
神
の
た
め
に
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
的

、
、
、
、
、
、
、
、

無
自
覚
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
も
そ
れ
故
に
、

か
え
っ
て
根
深
い
、
根
強
い
自
我
性
で
あ
る
。eigenschaft

と
は
、

か
く
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
人
間
の
固
有
な
（eigen-

）

性
質
（-schaft

）
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
根
深
い
、
ひ
そ
や
か
な
自

我
性
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で-schaft

は

»beschaffen«

（
性
質
を
も
っ
た
）
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は»geschaffen

→schaffen«

（
創
造
す
る
、
造

る
）
か
ら
来
て
い
る
。
従
っ
て
、eigenschaft

と
は

»eigen«

に
造

ら
れ
た
（
創
造
さ
れ
た
）
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
、eigenschaft

は
、
人
間
の
ど
こ
ま
で
も
根
深
い
自
我
性
で
あ
る
と
言
っ
た
が
、
そ

の
自
我
性
は
、
そ
れ
故
、
人
間
に
固
有
な
も
の
と
し
て
造
ら
れ
た
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
（eigen-geschaffen

）
と
し
て
の
自
我
性
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が

、出
来
よ
う
。
つ
ま
り
、
自
我
性
は
、
創
造
さ
れ
る
（geschaffen

）
こ

と
、
即
ち
被
造
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
創
造
さ
れ
る
こ

と
、
つ
ま
り
被
造
性
と
共
に
自
我
性
が
生
れ
る
の
で
あ
る
と
言
う
こ

と
が
出
来
よ
う
。
む
し
ろ
、
創
造
さ
れ
る
こ
と
が
自
我
性
を
持
つ
こ

と
で
あ
り
、
自
我
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る

と
言
え
る
。
従
っ
て
、
自
我
性
は
被
造
性
に
固
有
で
あ
り
、
そ
の
限

り
、
固
有
に
創
造
さ
れ
る
（eigen-geschaffen

）
と
は
、
自
我
的
に

、
、
、

、
、
、
、

創
造
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
固
有
に
創
造
さ
れ
る
と
は
、
正
し
く
人、

間
と
し
て
、
人
間
が
人
間
と
し
て
、
即
ち
正
し
く
人
間
と
い
う
固
有

、性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
）。
か
く
し
て
、

人
間
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
は
、
人
間
が
自
我
性
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、

自
我
的
で
あ
る
限
り
、
被
造
的
で
あ
る
。
自
我
性
と
被
造
性
は
一
つ
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に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
、
非

常
に
重
要
で
あ
る
（
先
の
例
のm

it
eigenschaft

は
、
結
局
「
自
我

性
を
も
っ
て
」「
自
我
的
に
」
で
あ
る
と
共
に
「
被
造
性
を
も
っ
て
」

「
被
造
的
に
」
で
あ
る
と
言
え
る
）。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
先
に
第
一
の

貧
し
さ
、
第
二
の
貧
し
さ
に
お
い
て

eigen

と

geschaffen

が
同
じ

よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
納
得
の
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

「
彼
自
身
の
知
」（sein

eignes
W
issen

）
も
、「
彼
の
自
我
的
な
知
」

と
言
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
因
み
に
ク
ヴ
ィ
ン
ト
も
先
にm

it

eigenschaft

の
使
用
例
と
し
て
あ
げ
た
二
つ
の
引
用
に
お
い
て
も
、

m
it
eigenschaft

を
「
自
己
本
性
の
我
を
も
っ
て
」（an

ihrem
selb-

、

stischen
„Ich“

）
と
し
、
ま
た
「
自
我
と
結
び
つ
い
て
」（m

it
B
indung

、
、

an
das

eigen
„Ich“

）
と
訳
出
し
て
い
る
）。

こ
こ
で
再
び
、
第
二
の
貧
し
さ
に
還
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最

初
に
言
っ
た
よ
う
に
、
一
切
の
被
造
的
な
も
の
、
自
我
的
な
も
の
を

離
脱
し
た
霊
に
お
い
て
始
め
て
、
神
の
働
き
、
即
ち
神
の
子
の
誕
生

が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
神
の
働
き
を
知
る

こ
と
、
更
に
神
を
知
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
今
、
右
の

よ
う
な
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
如
く
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、

こ
の
よ
う
な
、
霊
の
う
ち
で
の
神
の
働
き
を
知
り
、
神
を
知
る
知
を

も
、
な
お
自
我
的
な
、
従
っ
て
被
造
的
な
知
と
し
て
考
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
こ

の
よ
う
な
知
も
、m

it
eigenschaft

の
知
で
し
か
な
か
っ
た
。
一
切

の
被
造
性
、

自
我
性
を
離
脱
し
た
筈
の
、
神
の
働
き
を
知
る
知
に

、
、

も
、
な
お
自
我
的
な
も
の
、
被
造
的
な
も
の
の
残
滓
と
痕
跡
を
認
め

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
、
我
々
は
、
彼
の
自

我
性
、
被
造
性
に
対
す
る
深
い
自
覚
と
反
省
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
、
ま
た
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
の
よ

う
な
神
を
受
け
取
り
、
神
の
働
き
を
知
る
知
を
も
、
更
に
解
脱
し
、

貧
し
く
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
離
脱
も
そ

こ
で
は
ま
だ
真
の
離
脱
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
真
の
離
脱
が

始
ま
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

か
く
し
て
真
の
貧
し
さ
は
、
神
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
ど
こ

ま
で
も
根
深
い
自
我
性
と
被
造
性
か
ら
徹
底
的
に
離
脱
す
る
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
神
を
受
け
取
る
こ
と
、

或
は
、
極
端
に
言
え
ば
、
も
は
や
「
神
を
求
め
る
」
と
い
う
こ
と
も

な
い
ほ
ど
貧
し
く
な
り
、
神
を
求
め
る
と
い
う
精
神
の
あ
り
方
そ
の

も
の
を
も
離
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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三

こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
考
え
は
、
彼
の
第
三
の

貧
し
さ
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
に
、
よ
り
明
ら
か
に
見
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。

「
何
物
を
も
持
た
な
い
貧
し
さ
」
と
い
う
第
三
の
貧
し
さ
に
つ
い

て
語
ら
れ
て
い
る
所
は
、
最
後
の
貧
し
さ
と
し
て
、
そ
れ
の
最
も
高

い
段
階
で
あ
る
と
共
に
、
第
一
、
第
二
の
そ
れ
に
お
い
て
語
ら
れ
た

の
と
同
じ
こ
と
を
（
今
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
な
事
柄
を
）
最
も
徹

底
し
、
最
も
突
き
つ
め
た
立
場
か
ら
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と

が
出
来
る
。
従
っ
て
、
我
々
は
そ
こ
に
、
今
ま
で
言
っ
て
来
た
こ
と

を
総
合
的
に
、
且
つ
最
も
明
確
に
、
鋭
く
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
第
三
の
貧
に
つ
い
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
語
る
所

を
、
（
少
々
長
い
も
の
で
あ
る
が
）
も
う
一
度
そ
の
ま
ま
聞
い
て
み

よ
う
。「

私
は
今
ま
で
し
ば
し
ば
言
っ
て
来
た
し
、
偉
大
な
師
た
ち
も

言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
物
と
は
た
ら

き
か
ら
内
的
に
も
外
的
に
も
解
脱
し
、
そ
の
結
果
、
彼
自
身
が
、

そ
こ
で
神
が
働
き
う
る
神
の
固
有
な
場
所
（eine

eigene
Stätte

G
ottes

）
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
今
私

は
も
っ
と
別
の
こ
と
を
言
お
う
。
人
が
す
べ
て
の
も
の
を

―

す
べ
て
の
被
造
物
と
彼
自
身
を
、
そ
し
て
神
を
も
解
脱
し
て
い

る
と
し
て
も
、
尚
神
が
彼
の
う
ち
に
、
（
神
の
）
働
き
の
た
め

の
一
つ
の
場
所
を
見
出
す
と
言
う
こ
と
が
彼
の
う
ち
に
残
っ
て

い
る
の
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
う
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
人
間
の

う
ち
に
そ
の
よ
う
な
も
の
（
神
が
働
く
べ
き
場
所
）
が
尚
あ
る

限
り
、
彼
は
最
も
近
い
貧
し
さ
に
お
い
て
貧
し
い
の
で
は
な
い

と
。
神
は
そ
の
働
き
に
お
い
て
、
人
間
が
神
の
働
き
の
た
め
の

場
所
を
持
つ
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、

、
、

精
神
の
貧
し
さ
と
は
、
神
と
神
の
す
べ
て
の
は
た
ら
き
を
全
く

解
脱
し
、
も
し
神
が
霊
の
う
ち
で
働
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
時
神
自
身
が
そ
の
働
き
の
場
所
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
程
、
人
間
が
解
脱
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
神
は
、
そ

の
時
、
喜
ん
で
そ
う
す
る
で
あ
ろ
う
」。
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第
一
に
、
こ
こ
で
、
人
間
が
「
神
の
固
有
な
場
所
」
を
持
つ
と
言

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
述
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人

間
が
一
切
の
被
造
的
自
我
的
な
も
の
（
実
は
一
切
で
は
な
か
っ
た
の

、
、

だ
が
）
を
離
脱
し
、
神
を
求
め
、
神
を
受
け
取
る
も
の
と
な
る
こ
と

で
あ
り
、
「
神
の
子
の
誕
生
」
が
行
な
わ
れ
る
も
の
と
な
る
こ
と
で

あ
る
。
「
神
の
固
有
な
場
所
」
と
は
、
離
脱
し
た
純
一
、
清
浄
な
霊

で
あ
り
、
そ
こ
で
神
の
子
の
誕
生
が
行
な
わ
れ
る
、
そ
の
場
所
で
あ

る
。し

た
が
っ
て
「
神
の
固
有
な
場
所
を
持
つ
」
こ
と
が
、
（
或
は
霊

自
身
、
そ
の
よ
う
な
場
所
と
な
る
こ
と
が
）
未
だ
真
の
貧
し
さ
で
は

な
い
と
言
わ
れ
る
の
も
、
第
二
の
貧
し
さ
に
お
い
て
、
神
の
働
き
を

知
り
、
そ
れ
自
身
神
の
子
と
な
る
こ
と
が
な
お
「
自
我
的
」
「
被
造

的
」
な
も
の
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
と
言
わ
れ
た
同
じ
理
由
か
ら
、

当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
神
の
固
有
な
場
所
」

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
も
、
尚
奥
深
く
ひ
そ
む
「
自

我
性
」
と
「
被
造
性
」
の
痕
跡
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
場
所
が
、
固
有
な
（eigen

）
場
所
と
言
わ
れ
て
い
る
時
、

、
、
、

そ
れ
は
第
二
の
貧
し
さ
に
お
い
て
自
我
的
な
（eigen

）
知
と
言
わ
れ

た
の
と
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
は
同
じ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の

eigen

は
「
自
我
的
」
に
通
ず
る
も
の
と
し
て
意
味
深
い
、
ま

た
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
神
の
固
有
な
場

所
と
は
、
「
神
に
の
み
固
有
な
（eigen

―
そ
こ
で
神
の
み
が
働
き

う
る
）
」
場
所
と
言
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
な
お
、
神
に
対
す

る
人
間
の
「
自
我
的
な
（eigen

）
」
場
所
で
あ
り
、
従
っ
て
、
な
お

被
造
性
を
残
し
た
場
所
で
あ
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
真
の
貧
し
さ
は
、
神
の
意
志
を
充
た
そ
う
と
す
る
こ

、
、
、
、
、

と
（
第
一
の
貧
し
さ
）
、
神
の
働
き
を
知
る
こ
と
（
第
二
）
、
神
の
固

、
、

有
な
場
所
を
持
つ
こ
と
（
第
三
）
か
ら
す
ら
貧
し
く
な
り
、
そ
れ
を

、
、

解
脱
し
、
自
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
貧
し

さ
は
ど
こ
ま
で
も
徹
底
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
も
は

や
、
神
を
受
け
取
る
、
或
は
神
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
程
に
、

解
脱
し
た
、
貧
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
第
三
の
貧
し

さ
に
お
い
て
殊
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
神
の
固
有
な
場
所
と

な
る
こ
と
か
ら
も
解
脱
し
、
貧
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
限

り
、
ま
さ
し
く
、
神
を
求
め
る
と
い
う
精
神
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を

も
離
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。

（
一
〇
）

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
に
言
う
時
、
人
は
次
の
よ
う
な
疑
問

と
反
論
を
懐
く
か
も
し
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
霊
の
う
ち
に
於
け
る
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神
の
子
の
誕
生
」
に
よ
っ
て
、
霊
が
神
の
働
き
を
知
り
、
神
を
受
け

取
り
、
霊
自
身
、
神
の
子
と
な
る
と
さ
え
言
わ
れ
た
こ
と
が
、
そ
し

て
ま
た
、
今
、
神
の
固
有
な
場
所
と
な
る
こ
と
が
、
一
体
何
故
い
か

な
る
意
味
で
、
自
我
的
、
被
造
的
な
も
の
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
、
従
っ
て
貧
し
さ
が
な
お
不
充
分
な
の
か
、
さ
ら
に
、
真

の
貧
し
さ
が
こ
の
よ
う
な
神
を
受
け
取
り
、
神
の
子
と
な
る
こ
と
か

ら
も
な
お
離
脱
し
、
神
を
求
め
る
と
言
う
精
神
の
あ
り
方
そ
の
も
の

を
も
離
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
神
に
背
を
向
け
、

神
と
は
逆
の
方
向
に
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
と
反
論
に
対
し
て
は
、
ま
ず
こ
う
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
か
か
る
疑
問
と
反
論
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
こ
そ
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
独
自
な
思
想
が
あ
り
、
彼
の
教
え
全
体

の
独
自
性
が
あ
る
の
で
あ
る
と
。

真
の
貧
し
さ
に
至
る
ま
で
、
更
に
貧
し
さ
を
徹
底
す
る
こ
と
は
、

神
か
ら
逆
の
方
向
に
遠
ざ
か
る
の
で
も
、
神
に
離
反
す
る
の
で
も
な

い
。
そ
れ
は
勿
論
、
神
に
近
づ
く
こ
と
で
あ
る
と
い
い
得
る
。
し
か

も
、
そ
の
近
づ
く
こ
と
の
徹
底
は
、
真
に
神
そ
の
も
の
に
近
づ
き
、

接
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
、
も
は
や
近
い
遠
い
も
感
じ
な
い
し
、

問
題
に
も
な
ら
な
い
所
に
ま
で
至
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
遠

い
近
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
神
を
越
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
が
、
第
一
節
に
述
べ
た
如
く
、
ど
こ
ま
で
も
徹
底
的
に
（gründlich

）

真
実
な
る
神
を
求
め
、
神
そ
の
も
の
に
至
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も

そ
れ
が
も
は
や
神
と
も
言
わ
れ
得
な
い
、
神
の
根
底
に
ま
で
突
き
進

む
（
至
る
）
こ
と
で
あ
っ
た
。
他
方
、
同
時
に
、
真
の
貧
し
さ
に
至

ら
ん
と
す
る
貧
し
さ
の
徹
底
が
、
も
は
や
神
を
受
け
取
り
、
神
を
求

め
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
程
、
貧
し
く
な
り
、
神
を
求
め
る
と
い
う

精
神
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
も
離
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
も

決
し
て
矛
盾
で
も
不
思
議
で
も
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
も
第
一
節

に
述
べ
た
よ
う
に
、
真
実
に
神
を
求
め
、
神
そ
の
も
の
に
至
ら
ん
と

す
る
こ
と
が
、
精
神
の
自
己
否
定
、
自
己
を
空
し
く
す
る
と
い
う
方

向
に
向
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
自
己
の
内
面
を
開
き
、
自

己
の
根
底
に
ま
で
還
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
霊

は
一
切
の
自
我
性
、
被
造
性
を
全
き
意
味
に
お
い
て
離
脱
す
る
と
こ

、
、
、
、
、
、
、
、

ろ
に
、
真
に
自
己
の
内
面
を
開
き
、
霊
の
根
底
に
還
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
神
を
求
め
、
神
を
受
け
取
る
こ
と
、
神
を

求
め
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
限
り
、
な
お
自
我
性
と
被
造
性
の
痕
跡

を
残
し
て
い
た
以
上
、
神
を
求
め
、
神
を
受
け
と
る
こ
と
、
更
に
神
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を
求
め
る
と
い
う
精
神
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
も
離
脱
し
、
そ
れ
か

ら
貧
し
く
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
当
然
言
い
得
よ
う
。

精
神
の
貧
し
さ
の
徹
底
と
は
、
か
く
し
て
、
精
神
が
、
神
を
求
め
る

と
い
う
あ
り
方
そ
の
も
の
を
も
離
脱
す
る
ほ
ど
、
貧
し
さ
を
徹
底
す

る
こ
と
に
お
い
て
、
自
己
自
身
の
根
底
に
ま
で
還
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
こ
と
が
、
精
神
自
身
、
自
己
の
内
面
に
向
っ
て
神
を

ど
こ
ま
で
も
真
実
に
求
め
、
神
の
根
底
に
ま
で
至
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
精
神
が
、
神
を
求
め
る
と
い
う
あ
り
方
か
ら
す
ら
貧
し
く
な

り
、
一
切
の
被
造
性
と
自
我
性
を
完
全
に
離
脱
す
る
所
、
即
ち
、
自

己
の
根
底
に
お
い
て
、
神
も
ま
た
真
実
に
神
そ
の
も
の
、
神
の
根
底

で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
う
ち
に
は
、
神
と
霊
と
が
根
源
的

に
一
つ
で
あ
り
、
霊
の
根
底
が
神
の
根
底
で
も
あ
る
と
い
う
、
内
的

な
直
観
と
洞
察
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
、
神
が
真
実
な
る
神
で
あ
り
、
神
そ
の

も
の
で
あ
る
の
は
、
神
の
根
底
と
い
う
べ
き
所
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
霊
自
身
が
、
一
切
の
自
我
性
、
被
造
性
を
真
に
離
脱
し
て
、
霊

の
根
底
に
還
る
こ
と
に
お
い
て
、
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
言
い
換
え
れ
ば
、
先
に
立
て
た
第
一
の
疑
問
と
な
る
。
即
ち
、

霊
が
、
神
の
働
き
を
知
り
、
神
の
固
有
な
場
所
と
な
り
、
神
の
子
に

な
る
と
さ
え
言
う
こ
と
が
、
何
故
、
な
お
被
造
的
、
自
我
的
痕
跡
を

の
こ
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
更
に
そ
の
こ
と
は
、

逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
霊
が
知
り
、
受
け
取
っ
た
神
が
、
神
そ

の
も
の
、
真
実
な
る
神
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
、
神
そ
の
も
の
、
真
実
な
る
神
と
も
言
う
べ
き
神
の
根
底

に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
ま
ず
、
神
を
受
け
取
り
、
神
を
知
る
こ
と

が
、
い
か
な
る
意
味
で
、
被
造
的
、
自
我
的
な
痕
跡
を
残
す
と
い
わ

れ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
こ
で
受
け
取
ら
れ
知
ら
れ
る
神
と
は
、
い
か

な
る
神
で
あ
る
の
か
、
こ
の
こ
と
を
、
神
の
内
面
、
神
の
内
的
自
己

展
開
に
即
し
て
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

四

今
ま
で
述
べ
て
来
た
如
く
、
人
間
は
「
霊
の
う
ち
に
於
け
る
神
の

子
の
誕
生
」
に
お
い
て
、
神
を
受
け
取
り
、
霊
の
う
ち
で
の
神
の
働

き
を
知
り
、
そ
し
て
霊
自
身
が
、
神
の
子
と
な
る
こ
と
さ
え
も
、
な

お
霊
に
と
っ
て
は
不
充
分
な
も
の
で
あ
り
、
不
満
足
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
即
ち
神
を
求
め
る
霊
の
側
か
ら
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言
え
ば
、
霊
自
身
が
そ
こ
で
な
お
、
い
く
ば
く
か
の
被
造
性
と
自
我

性
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
霊
が
真
に
霊
そ
の
も
の
に
還
っ
て

い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
神
の
側
か
ら
言
え
ば
、
そ
こ
で
受

け
取
ら
れ
、
捉
え
ら
れ
た
神
も
、
な
お
神
自
身
、
神
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
い
わ
ば
、
霊
に
対
応
し
て
神
も
ま
た
対
被
造
的
、
対
自
我
的

な
神
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
更
に
、
同
じ
こ
と
を
神
と
霊
と
の
関

係
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
こ
で
は
神
と
霊
と
が
真
に
一
つ
に
な
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
て
、
人
間
の
究
極

の
目
的
は
、
真
に
神
と
一
つ
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
神

を
受
け
取
り
、
神
の
子
と
一
つ
に
な
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ

は
な
お
、
霊
が
神
と
真
に
一
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。で

は
、
霊
が
被
造
性
、
自
我
性
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
と
は
、
い

か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
の
か
、
ま
た
神
が
対
被
造
的
、
対
自

我
的
な
神
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
し
て
、

何
故
、
そ
こ
で
は
霊
が
神
と
真
に
一
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
神
の
内
面
に
つ
い
て
の
観
察
と
共
に
の
み
明

ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
今
、
ま
ず
そ
の
神
の
内
面
に
つ

い
て
の
考
察
を
行
な
い
、
そ
こ
か
ら
右
の
問
題
を
解
決
し
、
更
に
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
教
え
の
究
極
的
な
と
こ
ろ
へ
の
導
水
口
と
も
し
て

み
た
い
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
神
の
内
面
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
る
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
普
通
に
考
え
ら
れ
、
見
ら
れ
る
神
は
、
い

わ
ゆ
る
父
・
子
・
聖
霊
と
い
う
三
に
し
て
一
な
る
人
格
的
な

（persönlich

）
神
（
三－

一
な
る
神
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
人
格
的
な
神
の
背
後
に
、
或
は
そ
の
根
基
と
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
は
、
人
格
的
な
神
を
超
え
た
、
い
わ
ば
超
人
格
的
な
、
神
の
「
自

然
」
、
神
の
「
本
質
」
を
考
え
て
い
る
（
更
に
こ
の
神
の
「
本
質
」

を
超
え
た
、
或
は
、
こ
の
よ
う
な
、
人
格
的
な
神
、
神
の
「
本
質
」

「
自
然
」
が
全
体
と
し
て
「
神
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
と
区

別
さ
れ
、
も
は
や
「
神
」
と
も
言
わ
れ
得
な
い
神
の
「
根
底
」
、
即

ち
「
神
性
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
程
詳
し

く
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
）。

三－

一
な
る
神
の
形
成
、
即
ち
神
の
内
的
な
自
己
展
開
は
、
神
の

自
己
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

「
で
は
永
遠
の
う
ち
で
、
神
の
子
を
生
む
の
は
い
か
に
し
て
で
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あ
る
か
。
父
な
る
神
は
自
己
自
身
の
う
ち
で
完
全
な
洞
見

（E
insicht

）
を
持
ち
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
を
無

底
的
に
完
全
に
認
識
す
る
（ein

abgründiges
volles

E
rkennen

seiner
selbst

durch
sich

selbst

）
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
、

如
何
な
る
像
に
よ
る
の
で
も
な
い
」。

（
一
一
）

神
の
自
己
認
識
と
は
神
が
自
己
自
身
を
自
ら
の
前
に
立
て
、
そ
れ

に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
見
、
自
己
自
身
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論

そ
れ
は
、
我
々
の
普
通
に
考
え
る
よ
う
な
自
己
の
像
に
よ
る
間
接
的

な
、
外
面
か
ら
の
自
己
認
識
で
も
、
い
わ
ゆ
る
自
己
意
識
の
よ
う
な

も
の
で
も
な
い
。
神
の
も
と
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
他
も
な
く
、

、

自
己
認
識
も
い
か
な
る
媒
介
に
よ
る
の
で
も
な
い
（sunder

m
ittel

）
。

こ
の
よ
う
な
神
の
自
己
認
識
に
お
い
て
神
の
父－

子
の
関
係
が
成
り

立
つ
。
そ
れ
は
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
で
あ
る
。
し

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

か
も
見
る
も
の
も
見
ら
れ
る
も
の
も
、
同
じ
自
己
自
身
と
し
て
本
来

的
に
同
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
の
自
己
認
識
に
お
い
て
成
り
立

つ
神
の
、
父－

子
の
関
係
は
、
神
の
自
己
展
開
、
三－

一
な
る
神
の

成
立
の
根
本
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
神
の
自
己
認
識
に
よ
る
神
の

子
の
誕
生
に
お
い
て
、
父
な
る
神
は
父
な
る
神
と
な
り
、
同
時
に
父

な
る
神
と
神
の
子
の
紐
帯
と
し
て
、
両
者
の
間
の
愛
の
関
係
と
し
て

聖
霊
が
現
わ
れ
る
か
ら
。
父
・
子
・
聖
霊
の
成
立
は
一
つ
で
あ
り
、

同
時
的
で
あ
る
。

「
霊
の
う
ち
に
於
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
と
言
う
時
も
、
霊
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
な
永
遠
の
う
ち
に
お
け
る
神
の
父－

子
の
関
係
が

成
り
立
つ
。

「
父
な
る
神
は
、
霊
の
う
ち
で
そ
の
子
を
ど
の
よ
う
に
生
む
の

で
あ
る
か
。
…
…
そ
れ
は
父
な
る
神
が
永
遠
の
う
ち
で
生
む
の

と
全
く
同
じ
仕
方
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
下
で
も
そ
れ

以
上
で
も
な
い
」。

（
一
二
）

つ
ま
り
そ
れ
は
、
永
遠
の
う
ち
に
お
け
る
父
な
る
神
と
神
の
子
の

関
係
が
、
父
な
る
神
と
、
神
の
子
の
誕
生
を
受
け
る
（
そ
こ
で
神
の

子
の
誕
生
が
行
な
わ
れ
た
）
霊
と
の
関
係
の
う
ち
に
成
り
立
つ
と
い

う
こ
と
、
永
遠
の
関
係
が
、
そ
の
ま
ま
神
と
霊
と
の
関
係
に
移
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
三－

一
な
る
人
格
的
な
神
の
背
後
に
、
或
は
そ
の
根

基
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
神
の
「
自
然
」
、
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神
の
「
本
質
」
を
考
え
て
い
る
。
神
の
「
本
質
」
は
、
人
格
的
な
神

（
一
三
）

が
自
己
展
開
的
、
自
己
内
差
別
的
（
即
ち
三
一
的
）
な
神
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
純
粋
な
「
一
」
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
と
し
て
不
変
的

（unw
andelbar

）
で
あ
り
、
ま
た
「
与
え
る
こ
と
も
受
け
取
る
こ
と
」

も
し
な
い
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
質
は
同
時
に
、
三
な
る

、
、
、

神
の
本
質
で
あ
る
。
こ
の
本
質
は
父
な
る
神
の
本
質
で
も
あ
り
、
神

、
、

の
子
の
本
質
で
も
あ
る
。
父
な
る
神
が
「
神
」
で
あ
り
、
子
な
る
神

、

も
「
神
」
で
あ
る
の
は
、
即
ち
父
も
子
も
共
に
「
神
」
で
あ
る
の
は
、

、

、

神
の
本
質
に
お
い
て
で
あ
り
、
神
の
本
質
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
父
な

る
神
も
、
神
の
子
も
本
質
に
お
い
て
一
つ
で
あ
り
、
従
っ
て
父
な
る

神
は
そ
の
子
を
生
む
時
、
そ
の
本
質
か
ら
生
む
の
で
あ
り
、
そ
の
子

を
本
質
を
持
つ
も
の
と
し
て
生
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ま
た
、
霊
の

う
ち
に
於
け
る
神
の
子
の
誕
生
に
お
い
て
も
（
そ
れ
が
永
遠
の
う
ち

に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
と
同
じ
で
あ
っ
た
故
に
）
、
同
様
に
「
父

な
る
神
は
、
神
的
自
然
の
真
の
統
一
（E

inheit

）
の
う
ち
に
そ
の
子

を
産
む
」
と
言
わ
れ
、
「
神
が
持
ち
、
神
が
あ
る
所
の
す
べ
て
が
、

（
一
四
）

即
ち
底
な
き
神
の
自
然
と
神
の
本
質
と
の
す
べ
て
が
、
霊
の
う
ち
へ

産
み
込
ま
れ
る
」
と
言
わ
れ
る
。

（
一
五
）

か
く
し
て
霊
は
、
永
遠
の
今
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
霊
の
う
ち

で
の
神
の
子
の
誕
生
に
お
い
て
、
霊
自
身
、
神
の
子
と
一
つ
に
な
っ

て
神
の
永
遠
な
る
自
己
展
開
の
う
ち
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
こ
と
の
う
ち
に
は
、
霊
自
身
、
神
の
子
と
一
つ
で
あ
り
、
神
の

子
で
あ
る
と
言
え
る
そ
の
霊
自
身
が
、
神
の
本
質
に
至
り
、
本
質
に

お
い
て
一
つ
に
な
る
所
ま
で
進
む
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
霊
自
身
の
内
へ
産
み
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
の
神
の

本
質
に
ま
で
還
り
、
そ
こ
に
お
い
て
神
の
本
質
と
一
つ
に
な
る
こ
と

で
あ
る
。
神
の
子
と
一
つ
に
な
り
、
神
の
子
と
な
る
こ
と
の
う
ち
に

は
、
こ
の
よ
う
な
人
格
的
な
神
を
超
え
て
、
超
人
格
的
な
神
の
本
質

に
ま
で
進
む
こ
と
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
必
然
的
に
そ
こ
に

至
る
の
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
も
う
一
度
も
と
に
か
え
る
が
、
神
の
自
己
認
識
に
お

い
て
、
三－

一
な
る
神
、
即
ち
人
格
と
し
て
の
神
が
成
立
す
る
の
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
三

な
る
神
の
差
別
の
成
立
と
共
に
、
更
に
万
物
の
原
像
（U

rbild

）
も

ま
た
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
原
像
と
は
、
そ
れ
が
時

（
一
六
）

間
的
な
系
列
に
従
っ
て
被
造
的
な
世
界
へ
流
出
し
、
被
造
的
な
存
在

と
な
る
、
被
造
物
の
原
像
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
い
て
被
造
物
が
、
時

、
、

間
的
世
界
の
う
ち
で
被
造
的
存
在
と
な
り
得
る
原
像
で
あ
る
。
勿
論
、

、
、
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原
像
は
、
三
な
る
神
の
成
立
と
同
時
的
で
あ
り
、
ま
た
原
像
と
し
て

、

永
遠
の
う
ち
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
時
間
的
な
世
界
へ
流
出
す
る
以

前
の
も
の
と
し
て
あ
る
）
限
り
、
そ
れ
自
身
、
非
被
造
的
で
あ
り
、

ま
た
神
で
も
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
人
格
的
な
神
の
成
立
と
、
被
造

物
の
原
像
の
出
生
と
が
、
同
時
的
で
あ
り
、
一
つ
で
あ
る
限
り
、
ま

た
、
そ
の
原
像
に
も
と
づ
い
て
時
間
的
・
被
造
的
な
世
界
、
被
造
物

が
成
り
立
っ
て
い
く
（
時
間
的
流
出
と
し
て
）
の
で
あ
る
限
り
、
こ

の
よ
う
な
三
な
る
人
格
的
な
神
は
、
被
造
物
と
の
関
係
の
う
ち
に
あ

る
神
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、

神
が
神
自
身
で
あ
る
限
り
の
神
で
は
な
い
。
真
実
な
る
神
、
神
そ
の

も
の
と
は
、
神
が
、
か
か
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
以

前
の
、
神
が
あ
る
が
ま
ま
の
神
、
神
が
神
自
身
で
あ
る
神
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
人
格
的
な
神
は
、
か
く
し
て
対
被
造
的
な
神
で
あ
る
。

神
が
善
な
る
神
、
知
恵
な
る
神
（
被
造
的
な
善
、
知
恵
に
対
し
て
善

そ
の
も
の
、
知
恵
そ
の
も
の
）
と
言
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
人

格
的
な
神
、
対
被
造
的
な
神
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
真
実
に

（
一
七
）

神
そ
の
も
の
、
神
自
身
で
あ
る
限
り
の
神
に
至
ら
ん
と
す
る
者
に
と

っ
て
は
、
神
は
「
善
」
で
も
「
知
恵
」
で
も
な
く
、
神
は
神
そ
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
そ
れ
故
、
い
と
も

皮
肉
な
調
子
で
こ
う
言
う
。

「
神
は
善
で
あ
る

―
と
い
う
の
は
真
実
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

（
神
で
は
な
く
て
）
私
の
方
が
善
で
あ
る
。
…
…
実
際
、
私
は

更
に
こ
う
も
言
う
。
私
は
神
よ
り
も
よ
り
善
で
あ
り
（besser

）

…
…
最
も
善
い
も
の
（allerbest

）
で
も
あ
る
。
…
…
な
ぜ
な
ら
、

こ
れ
ら
三
つ
の
こ
と
は
神
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
り
、
神
は
そ
れ

ら
の
上
に
超
え
出
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
」。

（
一
八
）

そ
れ
故
、
霊
は
、
霊
自
身
神
の
子
と
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
す
べ

て
の
人
格
的
な
神
の
根
で
あ
る
、
神
の
本
質
に
ま
で
至
り
、
そ
こ
で

、

本
質
と
の
一
に
入
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
霊
が
こ
の
よ
う
な
神
の
子
と
一
つ
に
な
る
こ

と
の
う
ち
に
、
人
格
的
な
神
を
超
え
た
、
超
人
格
的
な
神
の
本
質
が

、
、

開
か
れ
て
お
り
、
必
然
的
に
そ
こ
に
至
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
れ
は
正
確
に
言
え
ば
、
霊
自
身
が
理
性
と
し
て
の
み

、
、

な
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
、
神
を
知
る
知
は
、
何
の
媒
介
も
な

く
、
直
接
的
に
行
な
わ
れ
る
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
知
る
も
の
と
知
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ら
れ
る
も
の
が
一
つ
に
な
る
所
に
生
ず
る
知
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
霊

自
身
が
、
神
の
子
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
の
本
質
の
中
へ
突
入

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
、
神
を
知
る
知
は
、
単
に
対
被

造
的
で
あ
る
限
り
の
神
を
知
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
を
「
有
」

（
す
な
わ
ち
本
質

―
W
esen

）
に
お
い
て
知
る
こ
と
に
至
る
の
で

あ
る
。
神
を
そ
の
「
有
」
そ
の
も
の
に
お
い
て
知
る
こ
と
、
神
を
そ

こ
で
直
観
す
る
こ
と
が
、
理
性
の
最
も
究
極
的
な
、
ま
た
最
も
本
来

的
な
は
た
ら
き
で
あ
り
、
目
的
で
も
あ
る
。
「
有
」
と
し
て
の
（
即

（
一
九
）

ち
本
質
と
し
て
の
）
神
は
、
善
な
る
神
と
も
、
知
恵
な
る
神
と
も
言

わ
れ
得
ず
、
む
し
ろ
神
そ
の
も
の
、
有
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
理
性
は
、
善
や
力
や
知
恵
或
は
そ
の
他
、
偶
然
的
な
も
の
を

思
惟
す
る
よ
り
、
有
（W

esen

）
の
う
ち
へ
突
き
進
む
。
そ
れ

、

は
、
神
に
附
け
加
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
は
背
を
向
け
、
神
を
そ

れ
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
取
る
。
そ
れ
は
有
の
う
ち
へ
沈
潜
し
、

、

神
が
純
粋
な
る
有
で
あ
る
限
り
の
神
を
取
る
」。

、
、
、
、
、

（
二
〇
）

神
と
、
神
を
求
め
る
霊
と
の
関
係
は
「
霊
の
う
ち
に
於
け
る
神
の

子
の
誕
生
」
と
し
て
、
霊
が
神
を
受
け
と
り
、
神
の
子
と
一
つ
に
な

る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
以
上
見
た
通
り
、
そ
の
こ
と
は
、
究
極
的
に

は
、
し
か
も
必
然
的
に
、
神
の
子
と
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、

神
の
本
質
へ
と
踏
入
す
る
こ
と
に
至
り
、
ま
た
対
被
造
的
な
神
、
人

格
と
し
て
の
神
を
超
え
て
、
超
人
格
的
な
神
、
或
は
「
有
」
そ
の
も

の
と
し
て
の
神
に
達
す
る
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
突
き
つ
め
た
と
こ
ろ
も
、
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
ま
だ
究
極
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
神
の
「
本

質
」
、
神
の
「
有
」
そ
の
も
の
と
い
わ
れ
る
所
も
、
な
お
不
充
分
な

の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
結
局
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

神
の
本
質
は
、
人
格
と
し
て
の
神
か
ら
区
別
さ
れ
、
そ
れ
を
超
え

た
超
人
格
的
な
神
で
あ
る
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
区
別
さ
れ
た

も
の
も
、
実
は
一
つ
で
あ
り
、
一
つ
の
も
の
の
両
面
が
そ
の
区
別
に

す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
、
神
の
本
質
が
、
人
格
的
な
神
の

背
後
に
あ
り
、
そ
の
根
基
で
あ
る
と
言
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
本
質

、
、
、

、
、

も
、
（
人
格
的
な
）
神
の
本
質
で
あ
る
限
り
、
超
人
格
的
な
本
質
で

、
、
、
、

、
、

あ
り
な
が
ら
、
尚
、
人
格
と
し
て
の
神
と
不
可
分
で
あ
る
。
同
じ
こ
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と
は
、
神
の
「
有
」
、「
有
」
そ
の
も
の
と
言
っ
た
面
か
ら
も
い
え
る
。

、

有
そ
の
も
の
は
、
一
切
の
被
造
物
は
勿
論
、
人
格
と
し
て
の
神
、
神

と
し
て
あ
る
万
物
の
原
像
の
有
を
、
有
た
ら
し
め
て
い
る
有
そ
の
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
切
の
有
の
有
で
あ
り
、
対
被
造
的
な
神
で
あ

る
以
前
の
、
神
の
有
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
神
の
有
も
、
対
被
造

、

、

、
、
、

的
、
人
格
的
な
神
の
有
で
あ
る
以
上
、
両
者
は
別
で
な
く
一
つ
の
も

、

、
、
、
、
、
、

の
の
両
面
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
も
（
即
ち
神

の
有
、
有
そ
の
も
の
と
言
わ
れ
る
所
に
お
い
て
も
）
対
被
造
的
、
人

、

格
的
な
神
の
痕
跡
が
の
こ
り
、
そ
の
根
は
つ
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
、
神
の
子
と
一
つ
に
な
る
こ
と
の
う
ち
に
、
人
格
的
な
神
を
超

え
た
、
超
人
格
的
な
神
の
本
質
が
開
か
れ
て
お
り
、
必
然
的
に
そ
こ

、
、
、
、

に
至
る
こ
と
に
な
る
と
い
い
、
神
の
子
と
一
つ
に
な
る
こ
と
は
、
そ

れ
を
超
え
て
神
の
本
質
に
踏
入
し
、
神
の
本
質
に
至
る
こ
と
が
必
然
、
、

的
に
行
な
わ
れ
て
る
と
言
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
、
逆
に
言
え
ば
、
人

、
、

格
的
な
神
と
超
人
格
的
な
神
の
本
質
が
一
つ
で
あ
り
、
対
被
造
的
な

神
も
、
有
そ
の
も
の
と
し
て
の
神
と
別
で
は
な
く
、
一
つ
の
も
の
の

両
面
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

う
。要

す
る
に
、
神
の
「
本
質
」
、
神
の
「
有
」
に
お
い
て
も
、
霊
は

神
そ
の
も
の
、
真
実
な
る
神
、
或
は
、
神
自
身
で
あ
る
限
り
の
神
を

得
る
こ
と
も
捉
え
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
理
性
の
知

が
、
純
粋
な
る
有
と
し
て
神
を
捉
え
、
神
を
直
観
す
る
時
も
尚
、
そ

う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
も
説
明
さ
れ
る
。

理
性
の
知
、
神
の
直
観
知
に
お
い
て
は
、
知
る
も
の
は
、
知
ら
れ
る

も
の
と
真
に
一
つ
に
な
り
、
そ
の
間
に
何
の
媒
介
も
な
い
と
言
う
こ

と
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
、
尚
知
る
も
の
と
知
ら
れ

る
も
の
が
残
る
限
り
、
そ
の
一
つ
は
、
「
合
一
」
で
あ
っ
て
、
な
お

「
二
」
の
痕
跡
を
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
従
っ

て
、
そ
の
知
ら
れ
る
神
は
、
「
知
ら
れ
た
神
」
で
あ
っ
て
、
神
が
神

自
身
で
あ
る
限
り
の
神
、
神
が
あ
る
が
ま
ま
の
神
で
は
な
い
。
神
は

な
お
ノ
エ
マ
的
な
見
方
が
の
こ
り
、
ノ
エ
シ
ス
と
し
て
の
神
で
は
な

い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
切
の
知
が
「
自
我
的
」
と
さ
れ
た
の

は
、
そ
の
知
に
お
い
て
も
な
お
、
知
る
我
が
残
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か

、

ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
諸
人
格
と
し
て
の
神
を
、

そ
し
て
そ
れ
と
一
つ
に
神
の
自
然
、
神
の
本
質
を
超
え
る
こ
と
を
も

教
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
、
霊
は
真
に
神
そ
の
も
の
に
、

神
が
神
自
身
で
あ
る
限
り
の
所
に
至
る
こ
と
が
出
来
、
真
に
神
と
一

つ
に
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
。
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五

こ
の
よ
う
な
、
人
格
と
し
て
の
神
と
一
つ
に
、
神
の
自
然
、
神
の

本
質
を
も
超
え
る
こ
と
を
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
神
を
突
破
す
る
こ

と
」（D

urchbruch
G
ottes

）
と
呼
ん
で
い
る
。
神
を
突
破
す
る
こ
と

、
、

は
、
神
が
神
で
な
い
所
、
も
は
や
神
と
も
言
わ
れ
な
い
所
に
ま
で
進

む
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
の
根
底
で
あ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お

い
て
神
と
区
別
さ
れ
る
「
神
性
」
（G

ottheit
）
で
あ
る
。
し
か
も
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
神
を

突
破
す
る
こ
と
は
、
霊
自
身
が
、
自
己
の
内
面
を
開
き
、
自
己
の
根

底
に
還
る
こ
と
と
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
貧
し
さ
の
徹
底
で
あ
り
、

自
我
的
被
造
的
自
己
の
徹
底
的
な
否
定
で
あ
り
、
そ
の
離
脱
で
あ
る
。

そ
れ
は
霊
の
（
精
神
の
）
自
己
自
身
に
よ
る
自
己
突
破
で
あ
る
と
も

言
え
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
更
に
、
こ
の
霊
の
自
己
突
破
と
は
、

神
が
霊
を
突
破
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

「
こ
の
精
神
は
、
一
切
の
数
を
踏
み
越
え
（überschreiten

）
、

一
切
の
多
を
突
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
時
、

精
神
は
神
に
よ
っ
て
突
破
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

神
が
私
（
精
神
）
を
突
破
す
る
と
同
じ
く
（
ま
さ
に
そ
の
こ
と

に
お
い
て
）
、
私
も
ま
た
神
を
突
破
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

神
は
、
そ
こ
で
神
が
純
粋
に
一
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
自
身
の

う
ち
へ
湧
き
出
て
い
る
砂
漠
（W

üste

）
の
う
ち
へ
、
そ
し
て

神
自
身
の
「
一
」（E

inheit

）
の
う
ち
へ
、
精
神
を
導
く
の
で
あ
る
」
。

（
二
一
）

精
神
が
、
貧
し
さ
を
徹
底
し
、
離
脱
を
徹
底
す
る
こ
と
は
、
精
神

が
も
は
や
精
神
で
な
い
ま
で
に
、
自
己
を
空
し
く
し
、
否
定
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
の
自
己
突
破
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、

神
が
精
神
を
突
破
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
神
に
よ
る
精
神
の
突

破
は
、「
神
の
子
の
誕
生
」
に
始
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、

そ
こ
で
な
お
精
神
（
霊
）
は
被
造
性
と
自
我
性
を
全
き
意
味
で
離
脱

し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
神
の
突
破
は
、
一
層
深
め

ら
れ
、
精
神
は
、
神
に
よ
っ
て
、
貫
ぬ
か
れ
、
突
き
破
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
の
時
（
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
お
い
て
）
、
精
神
も

ま
た
神
を
突
破
す
る
。
そ
し
て
精
神
に
よ
る
神
の
突
破
が
、
逆
に
ま

た
神
の
自
己
突
破
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
と
精
神
と
の
相
互
突
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破
は
、
一
つ
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
各
々
の
自
己
突
破
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
非
常
に
複
雑
な
、
相
矛
盾
し
た
か
の
ご
と
き
相
互
関

係
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
教
え
全
体
を
構
成
し
、
形
成
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
ま
た
神
と
精
神
（
霊
）
と
が
根
底
に
お
い
て
一
つ
で
あ
り
、

霊
の
根
底
が
神
の
根
底
で
あ
り
、
神
の
根
底
が
霊
の
根
底
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
示
す
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
か
し
如

何
な
る
こ
と
で
あ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
、
語
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て

み
よ
う
。

「
『
真
の
浄
福
は
、
一
体
何
処
に
最
も
多
く
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
』
と
い
う
問
題
は
、
い
ろ
い
ろ
と
議
論
さ
れ
て
い
る
。
あ
る

師
達
は
、
そ
れ
が
愛
の
う
ち
に
あ
る
と
言
い
、
ま
た
別
の
師
達

は
、
認
識
と
愛
と
（
両
方
）
の
う
ち
に
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
彼
等
は
あ
る
程
度
正
し
い
。
し
か
し
、
我
々
は
こ
う

言
い
た
い
。
浄
福
は
認
識
の
う
ち
に
あ
る
の
で
も
、
愛
の
う
ち

に
あ
る
の
で
も
な
い
と
。
む
し
ろ
こ
う
言
お
う
。
霊
の
う
ち
に

『
あ
る
も
の
』（ein

dinc
in

der
sêle

）」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か

ら
認
識
や
愛
が
出
て
い
る
。
こ
の
『
あ
る
も
の
』
自
身
は
、
こ

れ
ら
の
霊
の
諸
力
が
す
る
よ
う
に
認
識
す
る
こ
と
も
、
愛
す
る

こ
と
も
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
『
あ
る
も
の
』
を
知
る
人
は
、

浄
福
が
何
処
に
あ
る
か
を
も
知
る
で
あ
ろ
う
」。

（
二
二
）

「
今
ま
で
し
ば
し
ば
言
っ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
が
、
『
霊
の
う

ち
の
あ
る
も
の
』
（etw

az
in
der

sêle

）
は
、
神
と
非
常
に
親
和

せ
る
（verw

andt

）
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
一
」
で
あ
っ

て
「
合
一
」
（vereint

）
で
は
な
い
。
こ
の
『
あ
る
も
の
』
は
全

く
の
「
一
」
で
あ
っ
て
、
何
物
と
も
共
通
（gem

ein

）
す
る
の

で
は
な
く
、
ま
た
被
造
的
で
あ
る
何
物
も
、
そ
れ
と
共
通
す
る

も
の
で
は
な
い
。
被
造
的
な
も
の
は
す
べ
て
無
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
性
か
ら
遠
く
離
れ
、
そ
れ
を
見

知
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
も
し
人
間
が
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
本

性
と
す
る
な
ら
ば
（so

geartet
w
äre

）、
そ
の
時
彼
は
、
全
く

創
造
さ
れ
ず
、
創
造
さ
れ
得
な
い
（ungeschaffen

und

unerschaffbar

）
で
あ
ろ
う
」。

（
二
三
）

こ
の
二
つ
の
引
用
は
、
ほ
ん
の
一
例
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
類
す
る

こ
と
ば
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
の
中
で
、
度
々
く
り
か
え
し
語
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ら
れ
て
い
る
。
「
霊
の
う
ち
の
あ
る
も
の
」
と
は
、
す
で
に
明
ら
か

な
よ
う
に
、
今
ま
で
言
っ
て
来
た
言
葉
で
言
え
ば
、
霊
の
根
底
で
あ

り
、
霊
そ
の
も
の
、
霊
自
身
で
あ
る
限
り
の
霊
で
あ
る
（
そ
れ
は
神

（
二
四
）

そ
の
も
の
、
神
自
身
で
あ
る
限
り
の
神
に
対
応
し
て
言
わ
れ
る
）
。

つ
ま
り
、
霊
の
本
来
の
自
己
で
あ
る
。
「
あ
る
も
の
」
と
い
う
表
現

は
、
霊
の
う
ち
の
何
か
あ
る
一
つ
の
実
体
的
な
「
物
」
、
或
は
霊
の

器
官
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
が
勿
論
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
霊
の
諸
力
が
そ
こ
か
ら
出
、
諸
力
を
諸
力
た
ら
し
め
て
い
る
、

霊
そ
の
も
の
、
霊
自
身
で
あ
る
。
我
々
が
普
通
、
「
霊
」
と
考
え
て

い
る
の
は
、
霊
の
は
た
ら
き
で
あ
っ
て
、
霊
の
は
た
ら
き
を
通
し
て

で
あ
る
。
し
か
し
、
霊
そ
の
も
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
一
切
の

は
た
ら
き
（
力
）
が
捨
て
ら
れ
る
所
、
即
ち
、
一
切
の
被
造
性
、
自

我
性
が
除
か
れ
る
所
に
自
ら
を
顕
出
す
る
、
霊
の
根
底
で
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
こ
で
（
即
ち
、
霊
の
う
ち
の
あ
る
も
の
に
お
い
て
）
、
浄

福
が
最
も
多
く
あ
る
、
即
ち
真
の
浄
福
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
も
当

然
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
霊
が
自
己
の
根
底
を
開
き
、
根
底
に
還
る

時
、
神
そ
の
も
の
、
神
自
身
で
あ
る
限
り
の
神
が
達
せ
ら
れ
、
神
の

根
底
が
開
か
れ
得
た
の
で
あ
る
か
ら
。
更
に
、
神
そ
の
も
の
、
神
自

身
で
あ
る
限
り
の
神
は
、
対
被
造
的
で
あ
る
以
前
の
神
で
あ
る
故
に
、

そ
こ
に
至
り
、
達
す
る
霊
も
ま
た
「
創
造
さ
れ
ず
、
創
造
さ
れ
得
な

い
」
も
の
で
あ
る
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
対
し
て
、
神
の
根
底
は
い
か
に
考
え
ら
れ
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。
神
の
根
底
は
、
真
に
神
そ
の
も
の
、
神
が
神
自

身
で
あ
る
限
り
の
神
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お

い
て
対
被
造
的
な
神
（
神
自
身
で
あ
る
限
り
の
神
で
は
な
く
、
被
造

物
と
の
関
係
の
う
ち
に
あ
る
限
り
の
神
）
を
超
え
て
い
る
。
し
か
る

に

「
被
造
物
が
あ
る
以
前
に
は
、
神
は
ま
だ
神
で
な
か
っ
た
。
彼

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
彼
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
（es

w
ar,

w
as

er
w
ar

）
。

被
造
物
が
生
成
し
、
被
造
的
な
有
を
取
っ
た
時
、
そ
の
時
、
神

は
神
自
身
に
お
い
て
で
は
な
く
、
被
造
物
に
お
い
て
（
対
す
る

も
の
と
し
て
）
神
で
あ
っ
た
」。

（
二
五
）

こ
の
よ
う
に
、
神
が
神
自
身
に
お
い
て
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
神
と

も
言
わ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
神
が
神
自
身
に
お
い
て
あ
る
限
り
、

一
切
の
他
は
な
く
神
の
み
で
あ
り
、
神
が
神
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も

、

な
く
、
言
う
も
の
も
な
い
。
そ
れ
故
、
神
の
根
底
は
、
も
は
や
神
で

、
、
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も
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
同
時
に
、
神
の
根
底
は
、

、
、

一
切
の
「
神
」
が
そ
こ
か
ら
出
、
そ
こ
に
還
り
、
一
切
の
「
神
」
を

支
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
神
の
根
底
と
し
て
、

真
実
な
る
神
で
あ
り
、
よ
り
高
い
神
で
あ
る
。
こ
の
「
根
底
」（G

rund

）

は
、
一
切
の
「
神
」
の
基
礎
に
あ
り
、
基
礎
づ
け
て
い
る
（begründen

）

最
高
の
（
或
は
最
深
の
）
基
礎
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
自
身
は
如
何

な
る
他
の
も
の
に
よ
っ
て
も
、
も
は
や
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

自
己
自
身
を
自
己
自
身
に
お
い
て
基
礎
づ
け
る
（sich
begründen

）
。

従
っ
て
、
そ
れ
自
身
、
無
根
底
、
無
根
拠
（A

bgrund,
gruntlôs

）
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
の
根
底
、
即
ち
神
性
を
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は

「
砂
漠
」（W

üste

）
、
「
荒
野
」（E

inöde

）、
と
呼
び
、
「
神
の
無
底
の

海
」（m

er
sîner

gruntlôsicheit

）
と
も
名
付
け
て
い
る
。

（
二
六
）

同
じ
こ
と
は
「
有
」
と
言
わ
れ
る
面
か
ら
も
、
一
層
明
確
に
そ
の

性
格
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
の

「
神
性
」
と
呼
ば
れ
る
所
を
、
一
切
の
「
有
」
（W

esen

）
を
超
え
て

い
る
限
り
も
は
や
「
無
」
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
「
有
」
よ

り
も
よ
り
高
い
意
味
で
の
有
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、「
超
有
的
有
」

（überw
esende

W
esen

）
と
も
言
っ
て
い
る
。「
超
有
的
」
な
「
有
」

（
二
七
）

は
、
単
な
る
「
有
」
で
も
な
い
し
、
勿
論
、
そ
れ
が
被
造
物
に
つ
い

て
言
わ
れ
る
よ
う
な
単
な
る
「
無
」
で
も
な
い
。
「
神
は
無
（niht

）

で
あ
り
、
そ
し
て
有
（iht

）
で
あ
る
。
有
で
あ
る
所
の
も
の
が
無
で

あ
る
」
と
言
う
。
こ
こ
で
無
に
対
し
て
言
わ
れ
る
有
（iht

）
は»W

esen«

（
二
八
）

と
し
て
の
有
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
有
（iht

）
は
、
有
・
無
の
対

立
を
超
え
た
絶
対
の
有
、
有
と
も
無
と
も
言
わ
れ
な
い
超
有
的
有
で

あ
り
、
無
も
ま
た
、
こ
こ
で
、
有
・
無
の
対
立
を
超
え
た
絶
対
無
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神
の
根
底
は
、
霊
が
自
己
の
根
底
に
還
る
所
に
始
め

て
現
前
す
る
の
で
あ
り
、
神
を
突
破
す
る
こ
と
が
、
霊
自
身
、
離
脱

の
極
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
霊
は
神
と
真
に
一
つ

で
あ
り
、
し
か
も
神
は
神
自
身
に
あ
る
限
り
の
真
実
な
る
神
で
あ
り
、

霊
も
、
霊
そ
の
も
の
と
し
て
、
真
実
な
る
自
己
で
あ
る
。

「
今
や
パ
ウ
ロ
は
神
の
た
め
に
神
を
す
て
た
の
で
あ
る
。
彼
は

神
か
ら
取
る
こ
と
の
出
来
る
す
べ
て
を
、
神
が
彼
に
与
え
う
る

す
べ
て
を
、
そ
し
て
彼
が
神
か
ら
受
け
る
こ
と
の
出
来
る
す
べ

て
を
捨
て
た
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
が
こ
の
こ
と
を
な
し
た
時
、

彼
は
神
の
た
め
に
神
を
捨
て
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
し
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く
そ
の
時
、
（
そ
こ
で
）
、
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
神
は
神
自
身
が
あ

る
が
ま
ま
に
あ
る
（da,

got
istic

ist
sîn

selbst

）。
即
ち
、
神

は
、
受
け
取
ら
れ
、
獲
得
せ
ら
れ
る
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
で

は
な
く
、
神
が
神
自
身
に
お
い
て
あ
る
そ
の
存
在
性
（isticheit,

daz
got

in
im

selber
ist

）
に
お
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
彼
が

神
に
何
か
を
与
え
る
の
で
も
、
神
か
ら
何
か
を
受
け
取
る
の
で

も
な
い
。
そ
れ
は
「
一
な
る
一
」（ein

ein

）
で
あ
り
、
純
粋
な

る
「
一
化
」（ein

lûter
einunge

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
人
も
真

実
な
る
人
で
あ
る
」。

（
二
九
）

先
に
、
神
が
有
（W

esen

）
で
あ
る
所
に
お
い
て
も
、
神
と
霊
と

は
、
「
一
」
と
な
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
な
お
「
合
一
」
で
あ
る
こ

と
を
免
れ
得
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
（
即
ちisticheit

と
言

（
三
〇
）

わ
れ
る
所
で
は
）
「
一
な
る
一
」
で
あ
り
、
「
純
粋
な
る
一
化
」
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
神
が
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
人
間
が
あ
る

こ
と
で
あ
り
、
人
間
が
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
神
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
と
も
言
う
べ
き
で
あ
る
。

「
更
に
言
え
ば
、
そ
の
時
神
は
た
だ
（schlechthin

）
私
で
あ

り
、
私
は
た
だ
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
全
く

一
つ
に
な
り
、
ま
た
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
「
彼
」
（
す
な
わ
ち

神
）
と
、
こ
の
「
私
」
と
が
「
一
」
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
存
在
性
（isticheit

）
に
お
い
て
永
遠
に

一
つ
の
は
た
ら
き
を
は
た
ら
く
の
で
あ
る
」。

（
三
一
）

こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
今
ま
で
考
え
て
来
た
の
と
は
逆
の
方
向
か

ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
霊
自
身
は
、
自

己
の
根
底
を
開
く
時
、
或
は
根
底
に
還
る
時
、
始
め
て
神
の
根
底
に

到
達
し
、
そ
こ
で
真
の
一
つ
に
な
る
こ
と
が
出
来
、
一
つ
で
あ
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
逆
に
言
え

ば
、
根
底
そ
の
も
の
に
お
い
て
み
る
限
り
、
本
来
、
そ
れ
は
一
な
る

根
底
で
あ
り
、
そ
の
一
な
る
根
底
に
お
い
て
、
神
は
神
自
身
と
し
て

あ
り
、
霊
も
ま
た
霊
と
し
て
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

神
と
人
間
の
関
係
は
、
神
と
人
間
と
を
二
つ
に
分
け
、
そ
の
関
係
と

し
て
考
え
る
よ
り
も
、
本
来
的
に
は
、
即
ち
最
深
の
根
底
そ
の
も
の

に
お
い
て
は
、
二
分
以
前
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
「
一
」
か
ら
、
か

え
っ
て
二
が
成
り
立
ち
、
二
つ
の
関
係
が
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
「
一
」
は
、
神
で
も
人
間
で
も
な
く
、
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神
で
あ
り
、
人
間
で
あ
る
以
前
の
「
一
」
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
の
「
一
」
な
る
根
底
は
、
神
が
あ
る
と
言

う
面
か
ら
言
え
ば
、
神
の
根
底
で
あ
り
、
そ
こ
で
神
は
、
神
が
あ
っ

、
、

た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
（er

w
ar,

w
as

er
w
ar

）。
同
時
に
、
そ
れ

は
私
が
あ
る
と
い
う
面
か
ら
言
え
ば
、
私
の
根
底
で
あ
り
、
私
も
ま

、
、

た
、
そ
こ
で
私
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
「
あ

る
」
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
被
造
的
な
も
の
で
は
な
い
。

「
私
が
、
私
自
身
の
意
志
や
神
の
意
志
を
解
脱
し
、
す
べ
て
の

神
の
は
た
ら
き
と
神
自
身
か
ら
も
解
脱
す
る
所
で
、
私
は
す
べ

て
の
被
造
物
を
超
え
て
お
り
、
ま
た
私
は
神
で
も
被
造
物
で
も

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
私
は
私
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り

（ich
bin,

w
as

ich
w
ar

）、
今
も
あ
り
、
引
き
続
き
ず
っ
と
あ

る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」。

（
三
二
）

被
造
物
と
し
て
の
私
は
、
神
の
人
格
的
内
的
自
己
展
開
に
お
い
て
、

そ
れ
と
共
に
私
の
原
像
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
に
基
い
て
時
間
的
世

、
、

界
の
う
ち
で
被
造
物
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ

こ
で
は
、
私
は
勿
論
被
造
物
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
原
像
と
し

て
の
私
の
原
像
は
、
神
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
神
で
あ
る
と

言
い
得
る
（
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
）
。

し
か
る
に
今
、
私
は
神
で
も
な
い
。
人
格
的
な
神
を
突
破
す
る
結
果
、

私
は
原
像
と
し
て
の
私
を
も
突
破
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
神
で
も
な
く
、
被
造
物
で
も
な
い
私
は
、
私
が
あ

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
他
は
な
い
。
そ
れ
は
、
被
造
物
と

神
と
の
区
別
以
前
で
あ
り
、
神
で
も
な
く
、
被
造
物
で
も
な
い
の
で

あ
る
。
先
に
、
「
精
神
の
貧
し
さ
に
就
い
て
」
の
第
一
・
第
二
の
貧

し
さ
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
た
、
「
私
は
、
私
が
い
ま
だ
な
か
っ
た

時
、
あ
っ
た
ご
と
く
」
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
な
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
所
は
、
普
通
の
論
理
的
思
考
の
成
立
し
な
い
、

論
理
以
前
の
所
で
あ
る
。

六

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
究
極
が
、
い

わ
ゆ
る
神
秘
的
合
一
、
神
秘
的
冥
合
と
同
じ
も
の
で
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
神
か
ら
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も
貧
し
く
な
り
、
解
脱
す
る
こ
と
で
さ
え
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
所
で
、
始
め
て
、
真
の
自
由
が
語
ら
れ
、
ま
た

真
の
生
が
生
き
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
生
」
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
、
し
ば
し
ば
強
調
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
例
え
ば
彼
は
「
何
故
な
し
に
生
き
る
」（L

eben
ohne

W
arum

）

と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
何
故
な
し
に
生
き
る
と
は
、
い
か
な

る
も
の
の
た
め
で
も
、
い
か
な
る
理
由
の
た
め
に
生
き
る
の
で
も
な

く
、
た
だ
生
き
る
た
め
に
生
き
る
、
生
そ
の
も
の
の
た
め
に
生
き
る

（L
eben

um
L
ebens

w
illen

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
被

（
三
三
）

造
的
な
も
の
の
た
め
で
も
、
自
己
自
身
（
被
造
的
、
自
我
的
な
自
己
）

の
た
め
で
も
、
ま
た
神
の
た
め
で
す
ら
な
い
。
神
の
た
め
と
い
う
こ

と
を
も
超
え
て
い
る
所
で
あ
る
。
例
え
ば
精
神
の
貧
し
さ
の
第
三
に

言
わ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
所
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
所
か
ら

明
ら
か
に
さ
れ
得
る
。
「
神
の
固
有
な
場
所
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と

の
う
ち
に
は
、
な
お
、
神
の
た
め
、
神
を
求
め
る
た
め
に
神
の
固
有

な
場
所
を
持
つ
、
と
い
う
事
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
し

に
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
た
め
に
」
を
も
脱
却
し
た
所
で
あ
る
。
む

し
ろ
こ
の
よ
う
な
「
た
め
に
」
を
脱
却
し
た
所
で
始
め
て
、
真
に
「
生

き
る
」
と
い
う
こ
と
を
も
言
い
得
る
。

「
た
め
に
」
或
は
「
理
由
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
「
…

…
を
根
拠
（G

rund

）
と
し
て
」
「
…
…
に
基
礎
（G

rund

）
を
求
め

て
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
何
故
な
し
に
生
き
る
」

と
は
、
い
か
な
る
根
拠
も
な
し
に
、
い
か
な
る
基
礎
（
支
え
）
を
求

め
る
こ
と
な
し
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
通
常
の
生
、
日
常

的
な
生
は
、
常
に
あ
る
被
造
的
な
も
の
（
そ
れ
が
人
で
あ
る
に
せ
よ
、

物
で
あ
る
に
せ
よ
、
或
は
そ
の
他
の
こ
と
が
ら
に
せ
よ
）
を
求
め
、

そ
れ
の
た
め
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
っ
て
い
る
。
我
々
が
そ
れ
を

、
、
、

、
、
、

意
識
す
る
し
な
い
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
日
常
的
、
被
造
的
な
生
の
現

実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
本
位
の
、
自
己
中
心
的
な
生
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
所
謂
、
信
仰
の
生
、
一
般
に
宗
教
的
な
生
は
、（
最

も
一
般
的
に
言
っ
て
）
一
切
の
被
造
的
な
も
の
、
自
我
的
な
も
の
へ

の
執
着
を
捨
て
、
そ
れ
を
離
脱
し
、
た
だ
、
ひ
た
す
ら
に
神
を
求
め
、

そ
し
て
神
の
た
め
に
生
き
、
神
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
「
何
故
な
し
に
生
き
る
」
と
い

う
生
は
、
こ
の
よ
う
な
所
に
も
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う

の
は
、
す
で
に
た
び
た
び
述
べ
て
来
た
如
く
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
神

を
求
め
神
の
た
め
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
も
、
な
お
自
我

、
、

、
、
、

性
の
残
滓
と
、
被
造
性
の
痕
跡
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
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あ
る
。
そ
れ
故
、
「
何
故
な
し
に
生
き
る
」
生
は
、
い
か
な
る
「
た

め
に
」
も
、
い
か
な
る
「
に
よ
っ
て
」
も
な
い
、
全
く
無
理
由
、
無

根
拠
の
生
で
あ
る
。

か
か
る
無
理
由
、
無
根
拠
の
生
は
、
勿
論
、
所
謂
自
暴
自
棄
的
な
、

或
は
恣
意
的
、
虚
無
的
な
生
と
同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
結
局
、

自
己
中
心
的
な
生
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
何

故
な
し
に
生
き
る
」
と
い
う
無
理
由
、
無
根
拠
の
生
は
、
そ
れ
に
対

し
て
、
生
そ
れ
自
身
が
理
由
と
な
り
、
根
拠
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、

も
は
や
い
か
な
る
他
の
も
の
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
そ
れ
自
身
が
そ

れ
自
身
を
根
拠
づ
け
て
い
る
生
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
神
を
突
破

し
、
神
の
根
底
に
至
り
、
神
の
根
底
は
私
の
根
底
、
私
の
根
底
は
神

の
根
底
と
言
わ
れ
る
、
そ
の
一
つ
な
る
根
底
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
生

き
る
（
し
か
も
私
の
本
来
性
か
ら
生
き
る
）
生
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
所
に
真
の
生
、
従
っ
て
ま
た
、
真
の
自
由
も
語
る
こ
と
が
出
来
た

の
で
あ
る
。

註
（
一
）Schulze-M

aizier,
M

eister
E

ckhart,
E
inführung.

（
二
）Q

uint,
D

eutsche
P

redigten
u.

Traktate,
1955.

Pr.
32.

「
精
神
の
貧
し

さ
に
つ
い
て
」（V

on
der

A
rm
ut

am
G
eiste

）
と
い
う
題
名
は
、
ビ
ュ
ッ
ト
ナ

ー
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
内
容
か
ら
見
て
、
適
当
な

も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
説
教
に
対
し
て
、
し
ば
し
ば

そ
の
真
偽
性
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
現
に
こ
の
説
教
も
コ
ッ
ホ
な
ど
に
よ
れ

ば
疑
作
（
す
な
わ
ち
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
も
の
で
な
い
）
と
し
て
い
る
。
し
か
し

ク
ヴ
ィ
ン
ト
は
、
こ
れ
を
真
作
と
し
て
い
る
。
私
は
、
今
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
、
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
。
た
だ
、
現
在
、
ド
イ
ツ
語
の
説
教
を
最
も
専
門

的
に
、
ま
た
綿
密
に
研
究
し
て
い
る
の
は
ク
ヴ
ィ
ン
ト
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

彼
は
す
で
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
全
集
の
第
一
巻
と
し
て
、
二
十
四
の
説
教
を
真

作
と
し
て
、
出
版
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、
私
は
こ
こ
で
、
専
ら
こ
の
全
集
第
一
巻
と
、
同
じ
ク
ヴ
ィ
ン
ト
の

ま
と
め
た
説
教
集
（
五
十
九
の
説
教
を
含
む
）
を
中
心
と
し
て
使
用
し
た
（
一

部
、
ビ
ュ
ッ
ト
ナ
ー
の
も
の
を
使
用
、
若
く
は
参
照
し
た
）。

（
三
）
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
、
精
神
と
霊
と
は
区
別
さ
れ
て
使
わ
れ
る
。

精
神
と
は
、
神
を
求
め
、
神
に
向
う
も
の
と
し
て
、
内
向
的
に
純
一
と
な
っ
た

限
り
で
の
霊
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
区
別
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。

（
四
）H

.
B
üttner,

M
.E

ckehart
Schriften,

S.
6.

（
五
）Q

uint.
Pr.

57.

（
六
）Z

.
B
.
Q
uint,

Pr.
58.

（
七
）Q

uint,
Pr.

32.

（
八
）Q

uint,
P
r.
1.

（
九
）Q

uint,
A
nm

erkungen
zum

Pr.
1.

D
.
W
.
I,
S.

26,
A
nm

erkung.

な
お
、Q

uint,
E
inleitung

参
照
。

（
一
〇
）
こ
の
第
三
の
貧
し
さ
を
、
意
志
の
貧
、
知
の
貧
に
対
し
、
実
存
の
貧

、
、
、
、

と
西
谷
教
授
も
言
っ
て
お
ら
れ
る
（
哲
研
三
十
ノ
五
「
独
逸
神
秘
主
義
と
独
逸

哲
学
」）。

（
一
一
）Q

uint,
Pr.

57.

（
一
二
）Q

uint,
P
r.
57.
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（
一
三
）
神
の
「
自
然
」
と
「
本
質
」
は
、
一
つ
に
し
て
、「
自
然
的
本
質
」（natür-

liches
W
esen

）
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（B

üttner,
M

.
E

ckehart
Schriften,

S.113.
た
だ
し
こ
のT

raktat

は
、
そ
の
真
偽
性
に
関
し
て
は
、
不
明
瞭
で
あ
る
）
。

な
お
、
こ
こ
で
は
、
神
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
全
然
ふ
れ
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
三－

一
な
る
人
格
的
な
神
に
対
し
て
、
一
な
る
神
と
言
う
時
、

自
然
と
本
質
と
を
一
緒
に
考
え
て
も
い
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て

専
ら
「
本
質
」
だ
け
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
。

（
一
四
）Q

uint,
Pr.

57.

（
一
五
）Q

uint,
P
r.
29.

（
一
六
）V

gl.
B
üttner,

M
.

E
.

Schriften.
S.

305.

（
一
七
）Z

.
B
.
Q
uint,

P
r.
10.

（
一
八
）
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
理
性
（vernünfticheit

）
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
は
、

あ
ま
り
正
確
で
は
な
い
。
次
に
あ
げ
る
引
用
と
は
異
っ
た
こ
と
が
、
理
性
に
関

し
て
言
わ
れ
て
い
る
所
も
あ
る
（Q

uint.
P
r.
10

な
ど
）。

（
一
九
）Q

uint,
Pr.

57.

（
二
〇
）Q

uint,
Pr.

51.

（
二
一
）Q

uint,
P
r.
29.

（
二
二
）Q

uint,
Pr.

32.

（
二
三
）Q

uint,
Pr.

13.

（
二
四
）
こ
の
「
霊
の
う
ち
の
あ
る
も
の
」
に
あ
た
る
他
の
表
現
は
数
多
く
見

る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
「
霊
の
う
ち
の
一
つ
の
力
」
「
霊
の
う
ち
の
一
つ
の

光
」
、
更
に
有
名
な
「
霊
の
閃
光
」
も
こ
の
よ
う
な
、
神
そ
の
も
の
、
真
実
な
る

神
に
達
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

（
二
五
）Q

uint,
P
r.
32.

（
二
六
）Q
uint,

P
r.
11,

Pr.
8.

（
二
七
）Q

uint,
Pr.

42.

（
二
八
）Q

uint,
Pr.

37.

な
お
ク
ヴ
ィ
ン
ト
は
こ
の»iht«

を»E
tw
as«

と
訳
し

て
い
る
。

（
二
九
）Q

uint,
Pr.

13.

（
三
〇
）
こ
の»isticheit«

と
い
う
言
葉
は
、
恐
ら
く
彼
独
自
の
言
葉
で
あ
る
と

思
う
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
か
ら
作
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
か
は
推
測
の
他

な
い
が
（
一
切
の
被
造
的
、
自
我
的
な
も
の
を
脱
し
、
た
だ
「
あ
る
」
と
い
う

こ
と
、
し
か
も
永
遠
に
現
実
的
、
現
在
的
な
も
の
と
し
て
〝
あ
る
〟
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
）
、
そ
れ
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
、
神
と
区
別
さ
れ
た
「
神

性
」
に
お
け
る
神
の
、
し
か
も
そ
の
、
い
わ
ば
存
在
論
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と

は
、
そ
の
使
用
例
か
ら
確
か
で
あ
ろ
う
。

（
三
一
）Q

uint,
P
r.
42.

（
三
二
）Q

uint,
P
r.
32.

（
三
三
）Q

uint,
Pr.

7.

編
者
付
記

本
稿
は
、
薗
田

坦
先
生
が
昭
和
三
六
年
に
京
都
大
学
文
学
部
に
提
出
さ
れ
た

修
士
論
文
で
あ
る
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
か
ら
ベ
ー
メ
へ
と
至
る
先
生
の
ド
イ
ツ
神
秘

主
義
研
究
の
出
発
点
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た

が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
関
す
る
研
究
を
先
生
自
身
が
公
に
さ
れ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
。
こ
の
た
び
追
悼
号
を
企
画
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ご
遺
族
の
承
諾
の
も
と
、

こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。


