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エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
認
識
と
自
己
認
識
を
巡
る
問
題加

藤
希
理
子

は
じ
め
に

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（
一
二
六
〇
i
；
三
八
）
は
、
知
性
を
霊
魂
の
最
高
の
能
力
と
み
な
し
、
至
福
が
知
性
の
働
き
に
お
い
て
成
立
す
る
と

し
て
い
る
。
そ
の
著
作
の
様
々
な
箇
所
に
お
い
て
、
彼
は
、
至
福
が
知
性
の
内
に
在
り
、
し
た
が
っ
て
、
知
性
は
神
へ
到
達
し
、
神
を
「
媒

介
な
し
に
」
認
識
す
る
ま
で
満
足
す
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
至
福
は
永
遠
の
生
命
で
あ
る
か
ら
、
本
来
的
に
は
知
性
の
内
に
、
な
い
し
は
神
の
本
質
的
認
識
の
内
に
存
す
る
。

　
こ
う
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
知
性
と
至
福
を
め
ぐ
る
思
惟
の
背
景
に
は
、
彼
が
属
し
た
ド
ミ
ニ
コ
会
の
主
知
主
義
の
伝
統
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
ド
ミ
ニ
コ
会
は
、
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
の
一
節
「
永
遠
の
命
と
は
…
…
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
知
る
こ
と
で
あ
る
」
や
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
観
想
と
は
信
仰
の
報
酬
で
あ
る
」
と
い
う
雷
葉
を
根
拠
に
、
人
問
は
知
性
に
よ
っ
て
至
福
に
至
る
と
し
て
主
知
主
義

の
立
場
を
擁
護
し
た
。
し
か
し
、
一
欝
に
主
知
主
義
と
護
っ
て
も
、
ド
ミ
ニ
コ
会
に
お
け
る
知
性
を
巡
る
思
惟
は
、
決
し
て
一
様
で
は
な
く
、

と
り
わ
け
ト
マ
ス
学
派
と
デ
ィ
！
ト
リ
ッ
ヒ
を
初
め
と
す
る
ド
イ
ツ
人
ド
ミ
ニ
コ
会
士
の
間
に
は
少
な
か
ら
ぬ
不
一
致
が
見
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
両
派
の
対
立
は
、
ド
ミ
ニ
コ
会
の
思
想
的
動
向
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
き
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
と
な
る
。



　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
晩
年
の
異
端
審
問
に
際
し
て
の
弁
明
書
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
を
知
ら
な
い
者
が
自
分
を
異
端
視
し
て
い
る
と
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
ト
マ
ス
の
「
弟
子
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
終
生
変
わ
ら
ず
持
っ
て
お
り
、
実
際
に
そ
の
著
書
に

お
い
て
ト
マ
ス
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
必
ず
し
も
ト
マ
ス
に
忠
実
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

ト
マ
ス
と
の
不
～
致
や
対
脈
的
側
面
も
有
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

側
面
に
は
、
ド
イ
ツ
・
ド
ミ
ニ
コ
会
と
の
親
近
性
を
示
す
も
の
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
、
ト
マ
ス
に
依
拠
し
つ
つ
、
ド

イ
ツ
・
ド
ミ
ニ
コ
会
に
お
け
る
反
ト
マ
ス
的
な
側
面
を
受
容
し
、
独
自
の
道
を
探
求
し
よ
う
と
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
複
雑
な
歴
史
的
連
関

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
内
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
を
取
り
巻
く
当
時
の
思
想
的
環
境
を
把
握
し
、
彼
が
い
か
な
る
思
想
的
基
盤
に
依

拠
し
て
い
た
か
を
判
明
に
す
る
こ
と
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
思
想
の
研
究
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
私
見
で
は
、
ト
マ
ス
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
聞
に
は
知
性
認
識
を
巡
る
思
惟
に
お
い
て
不
　
致
が
存
在
し
、
こ
の
両
者
の
不
一
致
は
、

両
者
の
抽
象
に
よ
る
対
象
認
識
に
対
す
る
態
度
の
内
に
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
ト
マ
ス
が
抽
象
に
よ
る
対
象
認
識
を
重
視
す
る
の
に
対
し
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
そ
れ
を
高
次
の
認
識
と
し
て
捉
え
て
お
ら
ず
、
人
間
に
と
っ
て
よ
り
根
源
的
な
認
識
様
態
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
態
度
は
、
ド
イ
ツ
・
ド
ミ
ニ
コ
会
の
先
人
で
あ
る
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
接
近
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿

の
目
的
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
人
聞
の
到
達
す
べ
き
真
理
認
識
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
、
思
想
的
に
対
立
的
関
係
に
あ

っ
た
と
さ
れ
る
ト
マ
ス
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
知
性
認
識
論
を
参
照
し
つ
つ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
一
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
知
性
認
識
論
の
思
想
史
的
背
景
ー
ト
マ
ス
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
知
性
認
識
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
人
間
の
認
識
は
感
覚
的
表
象
か
ら
出
発
す
る
と
さ
れ
る
。
衷
象
は
、
質
料
の
内
に
在
る
た
め
、
質
料
か
ら
抽
象
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
態
に
お
け
る
可
知
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ぽ
、
知
性
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
。
そ
の
役
割
を
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
す
も
の
と
し
て
能
動
知
性
が
措
定
さ
れ
る
。
知
性
に
は
能
動
と
受
動
と
い
う
二
種
類
の
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
感
覚
的
表
象

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
認
識
と
自
己
認
識
を
巡
る
問
題

二
三
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か
ら
可
知
的
形
相
を
抽
象
す
る
能
動
知
性
と
可
知
的
な
も
の
を
受
容
す
る
可
能
知
性
で
あ
る
。
受
動
知
性
は
、
能
動
知
性
に
よ
っ
て
抽
象
さ

れ
た
可
知
的
な
も
の
に
対
し
て
賢
妻
は
可
能
態
に
あ
り
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
は
、
何
も
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

何
も
の
で
も
な
く
、
認
識
内
容
を
持
た
な
い
、
言
お
ば
白
紙
の
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
と
移
行
せ
し
む
る
形
相

が
必
要
と
な
る
。
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
認
識
も
一
種
の
運
動
で
あ
り
、
形
相
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
形
相
が
可
知
的
形
象
で
あ
る
。
能
動

知
性
が
、
対
象
と
な
る
事
物
に
働
き
か
け
、
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
胃
知
的
形
象
を
抽
象
し
、
受
動
知
性
は
、
形
象
を
受
容
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
形
相
づ
け
ら
れ
」
、
可
知
的
な
も
の
と
な
る
、
つ
ま
り
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
と
引
き
出
さ
れ
、
こ
こ
に
至
っ
て
認
識
が
成
立
す

る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
知
性
が
そ
の
認
識
対
象
と
な
る
事
物
の
本
性
に
到
達
し
、
そ
れ
を
自
己
の
内
に
取
り
入
れ
、
自
己
に
同
化
さ
せ

る
認
識
で
あ
る
と
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
知
性
と
事
物
の
一
致
、
す
な
わ
ち
知
性
と
知
性
認
識
さ
れ
る
も
の
の
同
等
性
に
よ
っ

て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
形
象
は
「
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
、
つ
ま
り
讐
事
物
」
で
は
な
く
、
「
そ
れ
に
よ

っ
て
認
識
が
為
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
偏
で
あ
り
、
事
物
の
「
類
似
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
類
似
と
は
、
「
事
物
と
岡
　
の

形
相
を
持
つ
」
と
い
う
「
形
相
三
一
致
」
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
形
象
を
介
し
知
性
と
知
性
認
識
さ
れ
る
も
の
が
～
致
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
対
象
事
物
に
関
す
る
認
識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
能
動
知
性
の
役
割
を
作
用
者
と
し
て
の
機
能
に
限
定
し
、
対
象
的
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

識
の
可
能
根
拠
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
認
識
・
献
体
と
な
る
の
は
、
可
能
知
性
で
あ
る
と
す
る
。
能
動
知
性
は
、
そ
の
固
有
の
認
識
内
容
を
持
つ

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
抽
象
に
よ
る
認
識
は
、
神
認
識
に
際
し
て
は
無
効
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
入
間
の
知
性
は
有
限
で
あ
る
が
、
神
は
無
限
だ
か
ら

で
あ
る
。
有
限
な
知
性
に
神
を
取
り
込
み
、
同
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
無
限
を
有
限
へ
と
変
質
さ
せ
、
本
質
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

人
間
が
自
然
美
性
的
に
神
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
感
覚
的
表
象
が
神
の
結
尾
と
し
て
あ
る
程
度
神
を
顕
示
し
得
る
と
い
う
根
拠
に

基
づ
き
、
結
果
か
ら
出
発
し
て
、
原
囲
で
あ
る
神
へ
と
推
論
に
よ
り
辿
っ
て
い
く
他
は
な
い
。
し
か
し
、
ト
マ
ス
は
人
間
の
自
然
本
性
に
よ

る
神
認
識
は
不
完
全
な
も
の
に
留
ま
る
と
し
、
完
全
な
仕
方
で
神
を
認
識
す
る
に
は
、
神
の
恩
寵
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
人
間
知
性
の
上



に
神
が
働
き
か
け
、
人
間
知
性
が
神
の
内
に
取
り
込
ま
れ
て
、
神
を
認
識
す
る
の
に
相
応
し
い
在
り
方
へ
と
変
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
識
は
類
同
性
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
入
間
が
神
を
認
識
す
る
に
は
、
恩
寵
の
働
き
に
よ
っ
て
、
神
に
似
た
者
た
ら
し
め
ら
れ

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
人
間
が
自
然
本
性
的
に
「
神
的
な
在
り
思
し
へ
と
参
与
し
う
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
す
る
。

　
一
方
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
人
間
の
知
性
認
識
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
「
能
動
知
性
が
何
も
認
識
し
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
う
の
は
、
あ
る
者
が
そ
の
説
の
愚
か
さ
ゆ
え
に
こ
れ
に
反
論
し
て
懸
命
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
り
も
更
に
驚
く
べ
き
事
と
思
わ
れ
る
」

と
述
べ
て
、
能
動
知
性
に
作
用
者
と
し
て
の
役
割
の
み
な
ら
ず
、
自
己
認
識
の
遂
行
者
と
し
て
の
よ
り
本
質
的
な
役
割
を
帰
す
る
。
つ
ま
り
、

能
動
知
性
は
、
可
能
知
性
と
関
係
し
て
対
象
的
認
識
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
、
自
己
認
識
の
遂
行
老
と
し
て
、
認
識
内
容
を

有
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
能
動
知
性
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
「
精
神
の
秘
所
」
を
同
一
視
し
、
可
能
知
性
を
「
精
神
の
秘
所
」

と
相
関
関
係
に
あ
る
「
外
的
認
識
」
と
同
一
視
す
る
。
能
動
知
性
は
、
そ
の
本
質
に
よ
っ
て
知
性
で
あ
る
ゆ
え
に
、
つ
ね
に
現
実
態
に
あ
り
、

つ
ね
に
認
識
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
受
動
知
性
は
、
外
的
な
事
物
を
認
識
対
象
と
し
、
本
質
的
に
可
能
態
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

能
動
知
性
が
可
能
知
性
を
凌
駕
す
る
の
は
、
単
に
能
動
者
は
受
動
者
よ
り
高
貴
で
あ
る
こ
と
に
拠
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
本
質
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
て
優
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
人
間
の
自
己
認
識
の
可
能
性
を
巡
っ
て
、
ト
マ
ス
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
間
に
は
、
根
本
的
な
差
異
が
存
在
す
る
。
ト
マ
ス
は
、
自
己
の

本
質
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
知
性
が
純
粋
現
実
態
で
あ
る
神
、
天
使
に
は
可
能
で
あ
る
が
、
人
間
の
精
神
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
ト

マ
ス
も
、
人
間
知
性
が
神
的
知
性
に
参
与
す
る
仕
方
で
自
己
を
認
識
す
る
可
能
性
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
（
純
粋
な
）
人
間
知
性
に
よ

る
自
己
認
識
は
極
め
て
不
完
全
で
あ
り
、
直
接
自
己
の
本
質
に
よ
っ
て
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
事
物
の
対
象
的
認
識
の
働
き
を
通
じ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

可
知
的
な
も
の
と
な
っ
た
知
性
が
認
識
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
可
知
的
と
な
っ
た
知
性
が
、
自
身

が
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
、
と
い
う
仕
方
で
の
自
己
認
識
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
事
物
の
対
象
的
認
識
を
人
間
に
と
っ
て
第
「
義

的
な
も
の
と
解
し
て
い
た
と
い
え
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
認
識
と
自
己
認
識
を
巡
る
問
題

二
五

’
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こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
知
性
に
よ
る
自
己
認
識
を
第
一
義
的
な
認
識
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
る

と
、
能
動
知
性
は
、
自
己
の
始
原
で
あ
る
神
と
自
己
の
本
質
お
よ
び
存
在
者
の
全
体
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
こ
の
三
つ
を
異

な
っ
た
様
態
に
お
い
て
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
同
一
の
、
つ
ま
り
唯
一
の
認
識
活
動
に
お
い
て
認
識
す
る
と
い
う
。

　
　
本
質
に
よ
っ
て
知
性
で
あ
り
、
常
に
現
実
態
に
あ
る
知
性
は
能
動
知
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
自
己
自
身
の
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
自
己
の
本
質
に
よ
っ
て
、
自
己
を
認
識
す
る
の
と
同
じ
様
態
で
、
単
一
の
様
態
で
認
識
す
る
。

　
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
能
動
知
性
に
お
い
て
は
、
そ
の
原
困
で
あ
る
始
原
を
認
識
す
る
こ
と
が
最
も
根
本
的
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
、

能
動
知
性
は
、
始
原
を
始
原
自
身
の
認
識
様
態
に
基
づ
い
て
認
識
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
始
原
そ
れ
自
身
が
自
己
自
身
を
認
識
す
る

こ
と
で
、
自
己
の
様
態
に
基
づ
い
て
他
者
を
認
識
す
る
よ
う
に
、
能
動
知
性
は
、
始
原
を
認
識
す
る
作
用
に
お
い
て
、
自
己
の
塞
質
と
他
者

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
認
識
す
る
と
さ
れ
る
。
能
動
知
性
は
、
自
己
認
識
に
お
い
て
、
始
原
お
よ
び
自
己
と
あ
ら
ゆ
る
他
の
事
物
の
本
質
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
認
識
論
の
根
拠
に
は
、
能
動
知
性
が
存
在
者
の
原
因
と
し
て
の
始
原
で
あ
り
、
「
存
在
者
全
体
の
範
型
」
で
あ
る
と
す
る
理
論
、

能
動
知
性
の
包
括
性
の
・
王
張
が
存
在
す
る
。

　
　
能
動
知
性
は
、
本
質
に
よ
っ
て
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
金
体
の
範
型
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
知
性
的
に
す
べ
て
の
存
在
者
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
る
か
ら
、
本
質
的
に
同
一
の
認
識
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
認
識
す
る
よ
う
に
金
存
在
者
を
認
識
す
る
。

　
能
動
知
性
は
、
受
動
知
性
の
よ
う
に
外
的
な
事
物
に
従
う
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
事
物
を
根
源
か
ら
成
立
せ
し
む
る
と
い
う
仕
方
で
事

物
と
関
係
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
自
己
認
識
を
通
じ
て
能
動
知
性
は
、
す
べ
て
の
事
物
を
自
己
自
身
に
お
い
て
認
識
す
る
神
に
類
似
す
る
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

す
な
わ
ち
「
能
動
知
性
は
本
質
的
に
そ
の
知
性
認
識
に
よ
っ
て
神
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
。
能
動
知
性
は
自
己
認
識
に
よ
っ

て
神
を
受
容
な
い
し
神
に
「
類
似
」
し
、
神
的
認
識
に
参
与
し
、
神
性
に
与
る
。
そ
し
て
、
そ
の
類
似
の
根
拠
は
、
そ
れ
が
神
を
分
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
能
動
知
性
は
、
神
を
分
有
す
る
た
め
に
、
神
か
ら
自
己
へ
と
下
降
し
、
神
へ
と
還
帰
す
る
の
で
あ
る
。



　
こ
う
し
た
能
動
知
性
に
よ
る
自
己
認
識
は
、
外
的
な
事
物
に
関
わ
る
可
能
知
性
に
は
、
隠
さ
れ
て
い
る
。
通
常
、
能
動
知
性
は
可
能
知
性

に
対
し
て
は
、
対
象
的
認
識
に
お
け
る
作
用
者
、
す
な
わ
ち
作
用
因
と
し
て
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
よ
り
本
質
的
な
自
己

認
識
は
、
可
能
知
性
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
可
能
知
性
は
、
能
動
知
性
が
そ
の
認
識
遂
行
の
形
相
と
な
る
こ
と
で
初
め
て
至
福
に
達
す
る
。
換

言
す
れ
ば
、
可
能
知
性
が
能
動
知
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
両
者
が
合
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
神
へ
と
形
相
的
一
致
へ

と
進
み
、
「
至
福
直
観
」
に
到
達
す
る
。
人
間
は
、
能
動
知
性
と
い
う
神
の
似
像
を
媒
介
に
し
て
神
と
同
形
性
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ト
マ
ス
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
認
識
論
の
問
の
差
異
が
明
白
と
な
っ
た
。
ト
マ
ス
は
、
人
間
知
性
と
表
象
と

の
結
び
つ
き
を
強
調
し
、
人
間
に
対
し
て
は
自
然
本
性
的
な
神
認
識
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
な
く
、
高
次
の
認
識
様
態
と
し
て
は
、
抽
象

に
よ
る
対
象
的
認
識
と
推
論
を
認
め
る
に
留
ま
っ
た
。
一
方
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
神
的
な
も
の
に
い
か
に
参
与
し
う
る
か
と
い
う
問
い

を
前
面
に
出
し
、
人
聞
が
能
動
知
性
の
自
己
認
識
を
媒
介
に
、
神
性
に
参
与
す
る
可
能
性
を
主
張
し
た
。
後
者
は
前
者
に
比
し
て
、
自
然
本

性
的
、
な
い
し
被
造
的
知
性
の
能
動
性
を
強
調
し
、
そ
れ
に
よ
り
重
要
な
役
割
を
認
め
て
い
た
と
言
え
る
。

　
そ
れ
で
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
う
し
た
先
人
達
の
認
識
論
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
、
発
展
さ
せ
て
い
る
の
か
。
以
下
に
お
い
て
、
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
の
知
性
認
識
論
を
考
察
し
、
そ
こ
に
お
い
て
神
の
知
性
と
人
間
の
知
性
が
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
事
物

（
他
者
）
認
識
と
自
己
認
識
、
神
認
識
が
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
読
み
取
り
、
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
探
索
し
た
い
。

ニ
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
認
識

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
入
間
の
知
性
認
識
に
つ
い
て
、
「
感
覚
的
能
力
漏
と
「
感
覚
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
表
象
像
」
を
必
要
と
す
る
と
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

べ
、
知
性
認
識
が
感
覚
か
ら
出
発
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
知
性
認
識
」
は
形
象
を
必
要
と
し
、
「
あ
ら
か
じ
め
自
分
自
身
の
内
に
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

象
、
な
い
し
似
像
が
形
成
さ
れ
て
い
な
く
て
は
、
あ
る
人
が
語
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
ド
イ
ツ
語
説
教
に
お
い
て
、
認
識
の
種
類
を
感
覚
的
認
識
、
知
性
認
識
、
神
認
識
と
い
う
三
種
類
に
分
類
し
、
次
の

　
　
　
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
認
識
と
自
己
認
識
を
巡
る
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
第
一
の
認
識
は
、
感
覚
的
な
も
の
で
あ
る
。
目
は
そ
の
外
側
の
事
物
を
は
る
か
遠
く
に
見
る
。
第
二
の
認
識
は
、
知
性
的
な
も
の
で
あ

　
　
り
、
よ
り
高
貴
な
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
も
の
は
、
魂
の
あ
る
高
貴
な
力
を
意
味
し
、
こ
れ
は
、
非
常
に
偉
大
で
高
貴
で
あ
る
ゆ
え
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
神
を
そ
の
露
わ
な
、
圃
有
の
存
在
に
お
い
て
捉
え
る
。
こ
の
力
は
何
も
の
と
も
共
通
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
感
覚
的
認
識
と
知
性
認
識
は
、
「
像
を
介
し
た
認
識
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
雷
わ
れ
る
「
像
」
と
は
、
ト
マ
ス
に
お
け
る
可
感

的
及
び
可
知
的
形
象
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
人
間
に
よ
る
知
性
認
識
の
成
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
我
々
は
か
つ
て
可
能
知
性
と
能
動
知
性
に
つ
い
て
話
し
た
。
能
動
知
性
は
、
外
的
事
物
の
像
を
解
き
放
し
、
そ
れ
を
質
料
と
附
帯
的
存

　
　
在
か
ら
剥
ぎ
取
り
、
そ
れ
を
可
能
知
性
の
内
に
置
く
。
そ
し
て
、
こ
の
受
動
知
性
が
能
動
知
性
に
よ
っ
て
孕
ま
さ
れ
る
と
、
能
動
知
性

　
　
の
助
け
で
事
物
を
保
持
し
、
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
受
動
知
性
は
能
動
知
性
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
の
内
に
事
物
を
保
持
し
得
な
い
。

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
ト
マ
ス
に
倣
っ
て
、
感
覚
か
ら
出
発
し
、
能
動
知
性
が
可
感
的
表
象
か
ら
、
普
遍
的
な
可
知
的
形
象
を
抽
象
し
、
受

勤
知
性
が
そ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
性
認
識
が
成
立
す
る
と
す
る
。
し
か
し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
真
理
の
認
識
が
認
識
す
る
も
の

と
認
識
さ
れ
る
も
の
の
同
一
性
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
の
精
一
性
と
い
う
事
態
は
神

認
識
に
お
い
て
の
み
晃
出
さ
れ
る
と
し
、
現
状
に
お
け
る
入
間
の
知
性
の
在
り
方
、
形
象
の
在
り
方
は
、
真
理
の
認
識
に
は
再
応
し
く
な
い

と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
（
1
）
形
象
論

　
ま
ず
形
象
に
つ
い
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
概
観
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

は
、
事
物
と
形
象
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
独
自
の
論
証
を
展
開
し
て
い
る
。

『
パ
リ
討
論
集
撫
に
お
い
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト



　
　
も
し
魂
の
内
に
在
る
形
象
が
、
存
在
者
の
本
質
規
定
を
有
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
形
象
に
よ
っ
て
、
形
象
が
形
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の

　
　
事
物
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
し
形
象
が
、
存
在
者
の
本
質
規
定
を
有
し
て
い
る
な
ら
ぽ
、
形
象
は
、
そ
の
よ

　
　
う
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
の
認
識
へ
と
導
く
の
で
あ
り
、
そ
の
形
象
が
形
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
事
物
の
認
識
か
ら
離
反
さ
せ
る
か

　
　
ら
で
あ
る
。

　
も
し
魂
の
内
の
形
象
が
存
在
者
の
本
質
規
定
を
有
し
て
い
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
は
、
形
象
そ
れ
自
体
の
理
解
で
あ
っ

て
、
形
象
が
形
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
事
物
そ
の
も
の
の
認
識
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
形
象
が
存
在
者
の
規
定
を
有
す
る
な
ら
ぽ
、
対
象
と
な

る
事
物
の
認
識
は
成
立
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
形
象
に
つ
い
て
、
「
魂
の
内
に
お
け
る
存
在
者
は
、
そ

れ
が
魂
の
内
に
在
る
限
り
、
存
在
者
の
本
質
規
定
を
有
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
そ
の
も
の
の
反
対
に
接
近
し
て
い

る
」
と
形
象
の
存
在
性
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
魂
の
内
の
「
存
在
者
」
と
し
て
の
形
象
と
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
魂
の
内
の
存
在
」
と
し
て
の
形
象
と
い
う
概
念
は
、
ト
マ
ス
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ト
マ
ス
の
見
解
と
の
比
較
に
お
い
て
、
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
の
形
象
概
念
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
ト
マ
ス
は
、
『
命
題
論
註
解
』
に
お
い
て
、
知
性
の
働
き
に
は
二
種
類
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
の
働
き
は
、
事
物
の
本
質
の
把
握
、

す
な
わ
ち
可
知
的
形
象
の
抽
象
で
あ
る
。
第
二
の
働
き
は
、
抽
象
し
た
本
質
が
存
在
す
る
か
存
在
し
な
い
か
、
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
で

あ
る
。
知
性
が
そ
の
第
「
の
働
き
に
お
い
て
、
本
質
を
抽
出
し
た
だ
け
で
は
、
そ
の
本
質
が
そ
の
事
物
に
真
に
帰
属
す
る
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い
。
事
物
か
ら
形
象
を
抽
象
す
る
だ
け
で
は
、
判
断
は
成
立
し
な
い
。
判
断
が
成
立
す
る
の
は
、
事
物
か
ら
抽
象
し
た
本
性
が
真
に
そ
の

事
物
に
帰
属
す
る
か
、
認
識
が
真
で
あ
る
か
否
か
が
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
抽
象
し
た
本
性
と
事
物
を
結
合
し
、
知
性
が
抽

象
し
た
も
の
が
真
に
存
在
す
る
と
判
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
魂
の
内
に
存
在
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
判
定
さ
れ
た
事
物
、
す
な
わ
ち
形

象
が
魂
の
内
に
存
在
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
魂
の
内
に
存
在
を
生
じ
せ
し
む
る
と
は
、
魂
の
中
に
当
該
の
対
象
に
関
す
る
認
識
内
容
を
生
み

出
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
知
性
に
お
け
る
存
在
」
は
、
「
志
向
的
存
在
」
と
呼
ば
れ
、
事
物
的
存
在
と
区
別
さ
れ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
認
識
と
自
己
認
識
を
巡
る
問
題

二
九
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そ
れ
で
は
形
象
の
「
存
在
性
偏
、
「
魂
に
お
け
る
存
在
」
を
否
定
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
も

し
形
象
が
存
在
者
の
本
質
規
定
を
有
す
る
な
ら
ば
、
事
物
自
体
で
は
な
く
、
形
象
を
認
識
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
対
象
を
あ
る

が
ま
ま
に
認
識
す
る
に
は
、
形
象
が
「
存
在
性
」
な
い
し
「
存
在
」
か
ら
自
由
と
な
り
、
い
わ
ば
「
無
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
と
は
、

一
切
の
規
定
を
含
ま
な
い
無
規
定
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
す
な
わ
ち
形
象
は
、
「
何
も
の
で
も
な
い
扁
状
態
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
知
性
の
本
質
を
「
何
も
の
で
も
な
い
」
無
規
定
性
、
脱
自
性
の
内
に
見
出
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と

は
、
彼
の
認
識
論
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。

　
（
2
）
　
「
像
」
を
介
し
た
認
識
の
否
定

　
さ
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
通
常
の
抽
象
に
よ
る
知
性
認
識
に
お
い
て
、
形
象
を
真
の
認
識
を
成
立
さ
せ
る
原
理
、
形
相

因
と
み
な
し
て
い
る
の
か
疑
わ
し
く
思
わ
れ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
彼
は
、
ド
イ
ツ
語
著
作
・
説
教
に
お
い
て
、
形
象

を
「
像
」
と
呼
び
、
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
知
性
に
お
け
る
形
象
は
、
「
粗
雑
な
も
の
」
と
み
な
さ
れ
、
形
象
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
知
性
認
識
は
、
「
像
を
介
し
た
認
識
」
と
呼
ば
れ
、
超
克
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
我
々
の
師
た
ち
は
、
外
的
な
事
物
に
つ
い
て
何
か
を
認
識
し
よ
う
と
思
う
者
の
内
に
は
、
何
か
が
、
少
な
く
と
も
あ
る
印
象
が
入
り
込

　
　
む
に
違
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
私
が
あ
る
事
物
、
例
え
ば
　
つ
の
石
の
像
を
得
よ
う
と
思
う
な
ら
ぽ
、
私
は
最
も
粗
雑
な
も
の
を
私

　
　
の
内
に
引
き
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
私
は
そ
れ
を
石
か
ら
外
へ
と
切
り
離
し
て
抽
象
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
私

　
　
の
魂
の
根
底
に
在
る
よ
う
に
在
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
最
も
高
く
、
最
も
高
貴
な
も
の
の
内
に
在
り
、
精
神
的
な
像
以
外
の
何
物
で
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
い
こ
と
に
な
る
。
私
の
魂
が
外
か
ら
認
識
す
る
一
切
の
も
の
の
場
合
、
何
か
異
質
な
も
の
が
魂
の
内
へ
入
り
込
む
。

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
「
形
象
」
な
い
し
「
了
し
が
「
粗
雑
な
も
の
」
で
あ
り
、
魂
に
と
っ
て
「
異
質
な
も
の
篇
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。
ま
た
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
被
造
的
な
も
の
を
「
像
を
介
し
て
」
認
識
す
る
様
態
に
つ
い
て
「
外
」
的
で
あ
る
と
表
現
す
る
。



　
　
魂
の
外
的
な
眼
は
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
的
な
も
の
に
向
か
い
、
像
の
様
態
で
、
力
の
働
き
方
で
知
覚
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
己
自

　
　
身
の
内
へ
と
向
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
神
を
そ
の
固
有
の
味
と
そ
の
固
有
の
根
底
に
お
い
て
認
識
す
る
入
は
、
被
造
的
な
事
物
か
ら
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
由
と
な
り
、
真
理
の
鍵
を
か
け
て
自
己
自
身
の
内
に
し
っ
か
り
と
閉
じ
籠
る
の
で
あ
る
。

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
人
聞
の
知
は
外
界
の
事
物
に
原
因
さ
れ
て
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
知
に
対
し
て
事
物

が
原
因
を
成
す
と
い
う
関
係
は
、
神
の
知
に
お
い
て
は
全
く
当
て
は
ま
ら
な
い
と
さ
れ
、
人
間
の
知
は
神
の
知
と
融
解
的
に
捉
え
ら
れ
る
。

神
の
知
と
は
、
事
物
に
原
因
さ
れ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
事
物
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
。

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
神
に
お
け
る
知
性
に
つ
い
て
「
知
性
は
神
に
お
い
て
最
高
度
に
、
そ
し
て
恐
ら
く
は
万
物
の
第
一
の
始
原
と
し
て
の

神
ぞ
の
も
の
に
お
い
て
、
そ
の
全
体
か
ら
、
本
質
に
よ
っ
て
知
性
で
あ
り
、
そ
の
全
体
か
ら
純
粋
な
知
性
認
識
で
あ
る
。
確
か
に
神
の
内
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

は
、
事
物
と
知
性
は
同
一
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
神
に
お
け
る
知
性
は
、
本
性
に
よ
っ
て
知
性
認
識
そ
の
も
の
、
純
粋
な
知
性
認
識
で

あ
る
。
神
に
お
い
て
は
、
つ
ね
に
知
性
認
識
と
存
在
、
知
性
と
認
識
さ
れ
た
も
の
が
一
致
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
神
が
認
識
す
る
も
の
は
つ

ね
に
存
在
し
、
神
の
認
識
は
つ
ね
に
真
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
の
知
性
に
お
け
る
真
と
は
イ
デ
ア
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
真
は
、
事
物
の

原
因
、
範
型
と
し
て
、
事
物
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
「
先
な
る
理
念
」
で
あ
り
、
事
物
の
本
質
、
「
事
物
に
お
け
る
真
」
で
あ
る
。
神
の
知

は
、
「
イ
デ
ア
」
と
し
て
す
べ
て
の
認
識
対
象
を
自
己
の
内
に
有
し
て
お
り
、
一
切
を
自
己
自
身
を
認
識
す
る
の
と
同
　
の
様
態
に
お
い
て

認
識
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
人
問
知
性
は
、
事
物
の
「
何
性
（
ρ
鼠
住
9
冨
ω
）
」
を
抽
象
す
る
。
こ
れ
は
、
事
物
か
ら
抽
象
し
た
概
念
、
す
な
わ
ち
事

物
に
よ
っ
て
原
因
さ
れ
た
「
愚
な
る
理
念
」
で
あ
っ
て
、
事
物
の
原
因
と
し
て
の
事
物
の
イ
デ
ア
、
つ
ま
り
始
原
と
し
て
の
イ
デ
ア
、
事
物

の
本
質
と
は
異
な
る
。
始
原
と
し
て
の
イ
デ
ア
と
「
後
な
る
理
念
」
は
、
各
々
「
神
の
内
に
と
ど
ま
る
言
葉
」
と
「
述
べ
ら
れ
た
一
つ
の
言

葉
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が
何
か
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
言
葉
」
と
表
現
さ
れ
る
。
人
間
の
知
性
は
、
可
能
態
に
あ
り
、
そ
の

内
に
認
識
対
象
と
な
る
事
物
を
有
し
て
い
な
い
ゆ
え
に
、
「
外
へ
と
出
て
行
き
」
、
事
物
か
ら
形
象
を
受
け
取
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
が
成

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
認
識
と
自
己
認
識
を
巡
る
問
題

＝
二
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黙
す
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
の
知
性
が
「
外
に
出
て
行
き
」
、
事
物
か
ら
形
象
を
抽
象
す
る
こ
と
を
、
「
外
な
る
在
り
方
」
と
呼
び
、
被

造
的
な
在
り
方
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
人
聞
は
、
神
の
よ
う
に
自
己
を
認
識
す
る
の
と
同
一
の
様
態
で
全
て
を
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
自

己
と
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
自
己
を
認
識
す
る
の
と
は
、
異
な
っ
た
認
識
様
態
に
お
い
て
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
知
性
が

認
識
対
象
を
内
に
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
い
わ
ば
「
多
」
で
あ
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
を
神
と
区
別
し
、
被
造
物
た
ら
し
め
る

要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
「
あ
な
た
の
神
は
一
な
る
神
で
あ
る
」
、
そ
し
て
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
意
味
で
言
わ
れ
る
。
他
の
い
か
な
る
も
の
も
、
真
に
　
な
る
も
の

　
　
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
何
ら
か
の
被
造
的
な
も
の
は
、
純
粋
な
存
在
で
は
な
く
、
全
き
自
己
自
身
に
お
い
て
知
性
で
は
な
い
か
ら

　
　
　
（
2
4
）

　
　
で
あ
る
。

　
自
己
自
身
に
お
い
て
知
性
で
あ
り
、
知
性
認
識
以
外
の
い
か
な
る
存
在
も
な
く
、
「
単
一
の
一
」
で
あ
る
神
に
対
し
て
、
被
造
物
に
お
い

て
は
、
知
性
認
識
と
存
在
は
同
一
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
「
同
等
性
は
、
神
に
圃
有
の
一
性
か
ら
生
じ
る
」
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
知
性
そ
れ

自
体
で
な
く
、
他
者
と
の
警
護
性
を
有
し
て
お
り
、
「
一
な
る
も
の
で
な
い
篇
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
は
、
陶
塑
性
は
生
じ
な
い
。

　
ま
た
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
ド
イ
ツ
語
説
教
に
お
い
て
、
他
者
で
は
な
い
と
い
う
「
無
（
無
い
こ
と
）
」
の
内
に
被
造
性
、
不
完
全
性
、

わ
れ
わ
れ
の
著
し
み
の
原
因
を
見
出
し
、
「
あ
な
た
に
こ
の
『
無
睡
が
付
着
し
て
い
る
限
り
、
あ
な
た
は
不
完
金
で
あ
る
。
完
全
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

と
す
る
な
ら
ぽ
、
あ
な
た
た
ち
は
無
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
自
己
の
内
に
認
識
対
象
を
備
え
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
自
己
の
外
へ
と
向
か
い
、
認
識
の
た
め
に
、

形
象
を
自
ら
の
内
に
取
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
入
間
の
認
識
の
有
限
性
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
神
的
知
性

と
被
造
的
知
性
の
差
異
が
存
す
る
と
さ
れ
る
。
神
に
お
い
て
は
、
知
性
、
認
識
対
象
、
形
象
は
同
　
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
知
性
と
知
性
認

識
さ
れ
る
も
の
は
一
で
あ
り
、
神
は
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
て
を
直
接
認
識
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
間
の
知
性
は
、
自
ら

の
内
に
認
識
対
象
、
形
象
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
形
象
、
像
を
外
か
ら
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
認
識
が
成
立
す
る
。



　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
被
造
物
と
し
て
の
人
間
の
認
識
に
つ
い
て
、
「
真
で
あ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
、
何
ら
か
の
被
造
物
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
＞

と
っ
て
も
固
有
の
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
虚
偽
と
は
、
「
自
分
の
も
の
に
よ
っ
て
認
識
す
る
扁
あ
る
い
は
「
自
分
自
身
か
ら
捏
造
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

こ
と
で
あ
る
と
雷
い
表
し
て
い
る
。

　
　
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
哲
学
者
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
に
よ
れ
ぽ
、
事
物
が
存
在
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
（
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
言

　
　
が
真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
決
ま
る
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
語
っ
て
い
る
者
が
、
…
…
そ
の
書
葉
を
事
物
に
一
致
さ
せ
て
い
る
と
き
に
は
、

　
　
彼
は
真
な
る
こ
と
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
も
し
そ
の
言
葉
が
事
物
に
一
致
せ
ず
、
述
べ
る
者
が
自
己
自
身
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
っ
て
、
自
己
自
身
か
ら
梶
造
す
る
な
ら
ぽ
、
彼
は
虚
偽
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
括
弧
内
筆
者
）

　
知
性
と
事
物
が
一
致
し
て
い
る
時
に
は
、
真
理
が
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
「
自
分
の
も
の
に
よ
っ
て
認
識
す
る
」
な
ら
ば
、
知
性
と
事
物

と
の
一
致
は
な
く
、
そ
の
際
、
成
立
し
た
認
識
は
偽
で
あ
る
。
他
者
（
事
物
）
か
ら
乖
離
し
た
「
自
分
の
も
の
」
で
あ
る
像
、
形
象
に
基
づ

い
て
認
識
す
る
限
り
、
真
の
認
識
は
得
ら
れ
な
い
。
像
、
形
象
は
、
知
性
と
知
性
認
識
さ
れ
る
も
の
を
一
致
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
の
一
致
を
妨
げ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
状
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
認
識
対
象
を
直
接
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
者
（
事

物
）
と
区
劉
さ
れ
た
自
己
に
基
づ
い
て
認
識
し
、
自
己
の
内
に
取
り
入
れ
た
形
象
を
通
し
て
他
者
（
事
物
）
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
人
間
は
現
状
で
は
、
真
の
認
識
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
被
造
的
な
人
間
知
性
に
対
す
る
不
信
が
存
在

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
外
か
ら
取
り
入
れ
、
「
自
分
の
も
の
」
と
し
た
形
象
を
通
し
た
認
識
の
内
に
人
間

の
（
主
）
我
性
に
よ
る
他
者
（
事
物
）
の
我
有
化
を
兇
出
す
。
し
か
し
、
人
間
と
し
て
日
常
生
活
を
営
む
以
上
、
他
者
と
区
劉
さ
れ
た
自
己

に
基
づ
い
て
、
対
象
化
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
多
数
性
、
あ
る
い
は
差
異

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
曇
ら
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
我
々
の
無
知
と
い
う
の
は
、
あ
る
種
宿
命
的
と
も
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
に
、
ト
マ
ス
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
形
象
を
巡
る
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ト
マ
ス
は

「
事
物
に
お
け
る
真
理
」
と
「
知
性
に
お
け
る
真
理
」
を
完
全
な
仕
方
で
同
一
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
形
相
的
に
は
同
一
で
あ
る
と
し

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
認
識
と
自
己
認
識
を
巡
る
問
題

三
三
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て
、
形
象
に
認
識
を
成
立
せ
し
む
る
形
相
因
を
見
出
し
、
そ
う
し
た
認
識
と
神
の
認
識
と
の
類
似
を
強
調
す
る
。
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
認

識
は
同
等
性
に
よ
っ
て
成
立
し
、
一
致
か
ら
真
が
生
ま
れ
る
と
さ
れ
、
人
間
知
性
に
も
ぞ
う
し
た
事
物
と
の
一
致
へ
と
至
る
能
力
が
認
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
形
象
に
つ
い
て
、
認
識
の
原
理
と
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
を
自
巴
の
内
に
取
り
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
一
致
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
真
の
認
識
を
妨
げ
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
に
被
造
性
な
い
し
有
限
性
を
見
出
し
、
超
克
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

き
も
の
と
み
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
対
象
事
物
の
本
性
を
知
性
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
事
物
と
知
性
の
｝
致
、
人
間
知
性
に
お
け
る
真
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
、
真
が
魂
の
内
に
在
る
と
い
う
可
能
性
は
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

は
、
真
は
被
造
物
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
は
虚
偽
な
る
者
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
人
閥
は
神
か
ら
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
真
な
る
も
の
も
語
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
彼
は
も
は
や
単
な
る
人
間
で
は
な
く
、

　
　
彼
や
そ
れ
に
類
似
す
る
人
に
は
『
詩
篇
輪
に
お
け
る
他
の
箇
所
に
あ
る
次
の
言
葉
が
適
合
す
る
。
『
私
は
雷
つ
た
、
あ
な
た
達
は
神
々

　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
で
あ
る
と
輪
。

　
こ
こ
で
は
、
人
問
が
神
か
ら
真
を
受
け
取
る
可
能
性
、
さ
ら
に
は
、
人
間
神
化
の
権
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
神
か
ら
真
を
受
け
取
る

と
い
う
こ
と
は
、
別
の
燭
所
で
は
、
「
も
の
の
全
て
の
認
識
は
、
そ
の
始
原
を
通
し
て
、
そ
の
始
原
の
内
で
起
こ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
始
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の
内
に
還
元
さ
れ
る
ま
で
は
、
常
に
不
明
瞭
で
、
暗
く
、
陰
の
あ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
も
の
の
始
原
・
原
因
で
あ
る
神
の
知
へ

と
還
帰
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
い
か
な
る
認
識
も
成
立
し
な
い
と
さ
れ
る
。
人
間
は
、
自
己
と
す
べ
て
の
も
の
の
原
因
と
し
て
の
神
の
知

性
に
還
帰
す
る
、
神
の
内
で
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
を
獲
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
神
認
識
と
白
己
認
識

そ
れ
で
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、

い
か
に
し
て
人
間
が
被
造
的
知
性
か
ら
導
出
し
、
神
の
知
性
へ
と
参
与
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考



え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
神
認
識
や
神
化
の
条
件
と
し
て
、
器
性
の
放
棄
や
個
別
性
の
無
化
の
必
要
性
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
言
及
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
魂
が
神
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
自
己
自
身
を
忘
れ
、
自
己
自
身
を
失
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
神
は
誰
に
も
等
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
本
性
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
、
神
と
同
一
の
存
在
へ
と
移
さ
れ
る
た
め
に
は
、
我
々
が
無
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
あ
る
状
態
へ
と
至
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
な
ぜ
神
の
知
性
へ
と
参
入
す
る
た
め
に
、
個
別
性
を
離
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
言
葉
の
根
拠
と
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
神

の
知
性
認
識
な
い
し
知
性
を
一
性
と
結
び
付
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
始
原
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
超
範
量
的
概
念
（
け
附
P
欝
ω
O
Φ
昌
住
Φ
コ
ω
）
を
用
い
て
い
る
。
超
範
陰
野
概
念
は
、
通
常
、
類

を
超
え
て
適
用
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
応
用
的
に
、
神
に
適
用
可
能
な
概
念
と
さ
れ
る
。
彼
は
具

体
的
に
「
存
在
」
、
コ
」
、
「
真
」
、
「
善
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
さ
し
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、
「
一
」
と
「
真
」
で
あ
る
。

「
一
」
と
は
「
否
定
の
否
定
」
で
あ
り
、
コ
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
「
多
」
と
峻
別
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
同
時
に
全
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

事
物
の
原
因
で
あ
る
ゆ
え
に
、
全
て
の
事
物
を
包
括
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
根
源
的
に
は
同
一
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
始
原
に
お
い
て
は
、

一
切
は
「
始
原
の
仕
方
で
」
無
区
別
的
に
在
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
始
原
は
、
そ
の
無
区
獣
性
に
よ
っ
て
、
区
別
性
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

対
し
て
、
被
造
物
に
固
有
の
こ
と
と
は
、
区
別
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
被
獣
性
か
ら
脱
却
し
、
始
原
へ
と
参
入
す
る
と
は
、

区
別
的
な
在
り
方
を
脱
却
し
、
区
別
の
擾
無
さ
れ
た
「
一
」
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
何
か
で
あ
る
こ
と
と
は
、
他
の
何
か
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
他
の
も
の
の
否
定
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
も
の
で
あ
る
と
は
、
「
何
も
の
で
も
な
い
偏
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
否
定
の
否
定
」
と
し
て
の
コ
」
と
は
、
「
他
の
否
定
と
し
て
の
固
有
性
な
い
し
個
別
性
の
否
定
扁
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
＝
の

内
へ
参
入
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
否
定
を
介
し
た
自
己
（
我
性
）
お
よ
び
自
己
が
所
有
す
る
「
自
分
の
も
の
」
か
ら
の
脱
却
が
求
め

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
脱
却
が
「
離
脱
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
多
」
と
し
て
の
自
己
に
基
づ
い
た
認
識
か
ら
「
離
脱
」
し
、
自
己
の
内

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
認
識
と
自
己
認
識
を
巡
る
問
題

瓢
孟
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三
六

に
取
り
込
ん
だ
佃
劉
的
な
像
、
形
象
か
ら
「
離
脱
」
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
像
、
形
象
か
ら
の
離
脱
に
つ
い
て
、
「
知
性
が
す
べ
て
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
も
の
か
ら
脱
し
て
い

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
そ
の
際
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
霊
魂
論
』
か
ら
次
の
よ
う
な
雷
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
視
覚
は
全
て
の
色
を
視
る
た
め
に
は
、
色
が
取
り
除
か
れ
て
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
知
性
は
全
て
の
も
の
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
本
性
的
な
形
相
に
属
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
知
性
認
識
に
関
す
る
言
述
を
受
け
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
知
性
の
「
脱
自
」
を
説
き
、
知
性
の
内
に
あ
る
像
、

形
象
を
知
性
か
ら
除
去
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
魂
が
神
の
内
へ
と
移
さ
れ
る
と
す
る
。
「
霊
魂
が
神
の
内
で
休
ら
う
た
め
に

は
偏
、
神
と
精
神
（
霊
魂
）
の
問
に
存
在
す
る
「
中
間
の
も
の
は
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
、
「
中
閥
の
も
の
そ
の
も
の
の
概
念
を
捨
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

休
止
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
偏
。
「
も
し
私
が
、
私
の
内
に
い
か
な
る
像
も
想
像
し
な
い
で
、
私
の
内
に
在
る
全
て
の
も
の
（
像
）
を
外
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

と
持
ち
出
し
、
外
へ
と
投
げ
だ
す
と
こ
ろ
に
ま
で
達
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
時
私
は
神
の
露
わ
な
存
在
の
内
へ
と
移
さ
れ
る
」
。

　
そ
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
神
の
内
へ
と
移
さ
れ
る
こ
と
を
、
神
に
よ
っ
て
「
神
の
子
」
と
し
て
の
「
神
の
像
」
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ

る
、
魂
の
内
に
「
神
の
子
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

　
　
入
間
が
神
の
像
で
あ
る
限
り
、
神
と
自
己
自
身
以
外
の
何
も
知
ら
な
い
。
…
…
魂
は
、
神
の
子
で
あ
る
像
の
内
へ
変
容
さ
れ
、
押
し
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
れ
ら
れ
、
刻
印
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
…
…
子
は
像
を
越
え
た
神
の
像
で
あ
る
。

　
　
人
間
は
神
の
永
遠
性
に
よ
っ
て
、
被
造
的
な
像
か
ら
超
脱
し
、
造
り
変
え
ら
れ
、
可
変
約
で
時
間
的
な
生
を
鎚
金
に
忘
却
す
る
に
至
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
神
的
な
像
の
内
へ
と
引
き
入
れ
ら
れ
、
変
容
さ
せ
ら
れ
て
、
神
の
子
と
な
っ
た
。

　
こ
こ
で
雷
わ
れ
る
「
神
の
子
」
と
は
、
三
位
一
体
に
お
け
る
神
性
第
二
位
格
、
「
子
」
の
べ
ル
ソ
ナ
を
指
す
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
「
子
偏

な
る
神
に
重
弁
麟
的
概
念
の
う
ち
の
「
真
」
を
帰
属
さ
ぜ
、
神
に
お
い
て
は
、
事
物
と
知
性
の
一
致
に
よ
っ
て
、
「
真
」
と
し
て
の
子
が
生

ま
れ
る
と
す
る
。
「
真
は
、
そ
の
闘
有
性
か
ら
し
て
、
事
物
と
知
性
と
の
あ
る
種
の
一
致
で
あ
り
、
認
識
さ
れ
た
も
の
と
認
識
す
る
も
の
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

間
に
生
ま
れ
た
子
孫
で
あ
る
か
ら
、
生
ま
れ
た
子
に
属
し
て
い
る
」
。
神
に
あ
っ
て
は
、
認
識
す
る
知
性
と
認
識
さ
れ
る
も
の
は
全
く
同
　

で
あ
り
、
神
に
お
い
て
は
、
対
象
と
形
象
の
間
に
は
い
か
な
る
齪
酷
も
な
い
か
ら
、
神
の
知
性
の
内
の
形
象
は
常
に
真
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
真
で
あ
る
形
象
も
ま
た
、
認
識
さ
れ
る
も
の
と
認
識
す
る
も
の
の
間
に
生
ま
れ
る
「
子
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
子
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
神
の
認
識
が
「
真
」
で
あ
る
と
い
う
証
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
の
認
識
を
成
立
さ
せ
る
原
理
な
の
で
あ
る
。

　
神
の
認
識
に
お
い
て
は
、
認
識
す
る
知
性
と
認
識
さ
れ
る
も
の
は
つ
ね
に
同
一
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
神
の
認
識
と
は
、
つ
ね
に
自
己

に
関
わ
る
認
識
、
自
己
認
識
で
あ
る
。
ま
た
、
神
が
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
形
象
は
神
の
知
性
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
神
に
お
い

て
は
「
多
」
は
存
在
せ
ず
、
神
は
自
己
認
識
と
い
う
唯
一
の
認
識
様
態
に
基
づ
い
て
す
べ
て
を
認
識
す
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
魂
が
子
へ
と

変
容
さ
れ
る
と
は
、
人
間
が
こ
う
し
た
神
の
自
己
認
識
の
内
へ
と
参
入
す
る
こ
と
を
意
識
す
る
。
す
な
わ
ち
入
間
の
知
性
と
認
識
さ
れ
る
神

と
の
間
に
同
一
性
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
で
、
「
子
」
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
認
識
さ
れ
る
も
の
は
、
自
己
自
身
を
、
な
い
し
は
そ
の
形
象
を
、
認
識
す
る
能
力
の
内
に
生
み
出
し
、
生
ま
れ
た
形
象
は
、
上
に
ア
ウ

　
　
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
三
位
一
体
論
』
よ
り
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
認
識
さ
れ
る
対
象
と
認
識
す
る
能
力
に
共
通
す
る
一
な
る
子
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
そ
し
て
、
既
述
の
よ
う
に
、
認
識
す
る
能
力
は
認
識
さ
れ
る
も
の
か
ら
存
在
を
、
認
識
さ
れ
る
存
在
そ
の
も
の
を
受
け
取
る
。

　
尋
問
の
知
性
は
、
神
を
、
岡
時
に
神
に
お
い
て
一
切
の
も
の
を
自
己
自
身
と
し
て
認
識
す
る
、
す
な
わ
ち
一
な
る
自
己
認
識
に
お
い
て
認

識
す
る
と
き
、
「
子
」
、
つ
ま
り
神
的
存
在
を
受
け
取
る
の
で
あ
り
、
「
子
偏
を
受
け
取
る
と
は
、
認
識
が
「
真
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
知

性
と
神
が
い
わ
ぽ
自
己
性
に
お
い
て
一
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
人
間
は
、
「
多
」
と
し
て
の
自
己
か
ら

コ
」
な
る
自
己
の
内
へ
と
転
換
す
る
こ
と
と
な
る
。

お
わ
り
に

以
上
述
べ
た
よ
う
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
真
理
の
認
識
を
魂
が
「
像
」
、
形
象
を
介
し
た
対
象
的
認
識
を
突
破
し
、
神
の
自
己
認
識
の
内

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
認
識
と
自
己
認
識
を
巡
る
聞
題

三
七
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に
参
入
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
も
の
と
し
、
そ
こ
に
お
い
て
魂
は
子
な
る
神
へ
と
変
容
せ
し
め
ら
れ
る
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の
知
性
認
識
論
は
、
抽
象
に
よ
る
外
的
事
物
の
対
象
的
認
識
を
重
視
す
る
ト
マ
ス
よ
り
も
、
自
己
認
識
を
人
間
に
と
っ
て
根
源
的
な

認
識
と
み
な
し
、
自
己
認
識
を
通
じ
て
入
間
は
神
に
接
近
す
る
と
考
え
る
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
と
親
近
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　
最
後
に
一
点
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。
上
で
述
べ
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
自
己
認
識
に
関
す
る
主
張
は
、
入
間
の
自
己
認
識
と

神
の
自
己
認
識
の
完
全
な
同
　
性
、
さ
ら
に
は
人
間
が
神
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
の
可
能
性
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
か
ら

逸
脱
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
ィ
！
ト
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
、
自
己
認
識
を
遂
行
す
る
能
動
知
性
は
、
神
が
「
神
の
似
像
」
と
し
て
人
間

に
植
え
付
け
た
最
高
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
神
か
ら
下
降
し
た
、
神
と
の
類
似
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
被
造
的
で
有
限
な
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
能
動
知
性
に
よ
る
神
の
直
視
、
神
性
へ
の
参
与
は
、
神
性
と
人
性
の
結
合
、
秘
跡
、
恩
寵
、
徳
を

通
じ
た
神
と
の
一
致
と
は
添
星
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
「
魂
に
お
け
る
神
の
誕
生
」
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
デ
ィ
ー
ト

リ
ッ
ヒ
と
は
別
の
仕
方
で
自
己
認
識
を
展
開
し
た
。
こ
の
独
自
の
展
開
は
、
ま
た
薪
し
い
視
点
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
神
化
と
恩
寵
を
巡

る
問
題
へ
の
視
点
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
「
魂
に
お
け
る
神
の
誕
生
」
と
は
、
神
化
で
あ
り
、
零
時
に
恩
寵
に
属
す
る
事
柄
で

あ
る
と
さ
れ
、
両
者
が
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
思
想
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
ま

た
こ
の
問
題
に
お
い
て
は
、
神
認
識
に
際
し
て
恩
寵
の
必
要
性
を
説
く
ト
マ
ス
と
の
関
係
も
浮
き
ぼ
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
の
論
究
は
劉
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

　
テ
ク
ス
ト
と
略
称

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

］
≦
臨
馨
興
国
。
紅
6
さ
b
畑
馬
§
～
雲
海
§
ミ
ミ
ミ
ミ
紬
多
望
§き
二
型
鳶
謹
：
帖
ミ
誤
』
ミ
辱
§
、
b
ミ
ぎ
、
～
§
き
誘
“
、
ミ
や
畑
窯
扇
ミ
§
逡
、
N
ミ
斜
ω
ε
菖
磯
9
嵩



一
り
Q
Q
①
凍
．
（
ト
ミ
ー
－
b
謄
ミ
、
ミ
蕊
蹄
偽
譜
鳴
嵩
壽
蕃
鳴
U
δ
匹
①
質
け
ω
0
ぼ
Φ
昌
芝
Φ
ユ
（
①
聡
U
芝
）

　
ラ
テ
ン
駈
叩
著
作
略
【
称

　
ぎ
ト
黙
謡
恥
ミ
、
き
、
轟
§
鷺
謡
恥
ミ
三
佐
蕊
愚
蕊
味
愚
亀
ミ
ミ
§
（
ト
ミ
押
ω
．
置
。
。
山
①
㎝
γ
ぎ
○
①
降
」
　
§
象
ミ
。
ト
ミ
蔑
O
心
房
8
傍
（
ト
ミ
押
ω
』
○
。
㎝
ム
濠
γ

ぎ
○
Φ
路
」
H
”
＝
げ
卑
℃
鋤
鑓
ぴ
。
一
覧
鴨
ニ
ヨ
○
①
部
Φ
ω
δ
（
ト
ミ
戸
ω
．
群
ミ
為
O
N
）
讐
ぎ
穿
。
織
．
”
ミ
。
鴇
職
o
N
き
幽
艶
。
ミ
（
ト
ミ
H
円
讐
G
o
」
l
b
っ
ト
。
刈
）
”
冒
ζ
．
H
書
8
畿
帖
。

ト
ミ
蕊
智
暗
ミ
ミ
恥
（
ト
ミ
H
H
”
ω
。
ω
O
Q
o
一
①
Q
Q
心
γ
H
ロ
♂
討
．
…
§
O
防
南
面
O
肋
魯
蕊
ら
W
帖
砂
壁
犠
鑓
Q
N
篭
胴
切
ら
ミ
謡
§
ミ
い
智
瀞
黛
二
戸
鳴
ミ
周
　
（
ト
ミ
H
囲
押
ω
。
ω
t
①
卜
Q
戯
）
讐
ω
Φ
巽
の
ミ
§
o
蕊
跨

（
ト
ミ
目
く
－
ω
・
Q
。
1
駆
①
o
o
γ
留
3
囲
．
”
G
り
驚
憶
§
O
蹴
暗
壁
卜
蒜
ミ
的
職
謡
凡
隷
薗
的
ミ
。
り
壽
賢
ミ
嚇
謎
（
ト
ヨ
＜
℃
ω
「
○
◎
㎝
…
㊤
Φ
）

　
ド
イ
ツ
語
著
作
略
称

　
㌔
メ
ぎ
日
置
討
謡
甲
濾
（
b
ミ
b
d
伍
．
押
ω
．
ω
藁
卜
。
Q
。
γ
等
■
b
o
α
1
㎝
㊤
（
b
ミ
ゆ
9
圏
押
G
o
．
ω
よ
ω
①
）
讐
ミ
．
①
O
I
Q
。
①
（
b
ミ
じ
ご
郵
目
押
ω
■
ω
1
㎝
O
ω
）
℃
癖
↓
曾
”
b
寒
腎
袋
。
ら
討

蹴
ミ
晦
ミ
ミ
ら
壽
鳴
§
篤
き
塁
ミ
薦
恥
（
b
ミ
じ
d
9
＜
”
ψ
目
1
一
〇
㎝
γ
　
ぎ
§
輿
魯
薦
鳴
始
q
評
■
…
ぎ
養
蟄
ぴ
ミ
の
ら
評
甲
山
鴨
§
四
竃
妹
　
（
b
コ
N
b
ぴ
創
く
噸
G
o
．
ω
刈
刈
一
蒔
①
O
Q
）

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
以
外

　
U
δ
嘗
8
げ
く
。
コ
局
吋
Φ
ぴ
興
ひ
q
”
◎
腎
鴨
ミ
O
ミ
壽
罫
”
↓
O
ヨ
．
押
口
蝉
ヨ
ぴ
煽
吋
ひ
q
お
刈
刈
．

　
↓
寵
。
ヨ
鋤
ω
》
ρ
賃
貯
鋤
ρ
い
笥
ミ
§
亀
§
馬
ミ
禽
膏
魯
。
鑑
憎
①
象
の
欝
島
O
℃
Φ
窪
h
O
動
N
山
ヨ
①
自
9
H
≦
日
誌
①
叶
9
一
〇
①
曽

　
8
『
o
ヨ
器
〉
ρ
急
p
鋤
ρ
壽
試
き
§
§
魁
蕊
ミ
湧
ミ
P
①
9
即
ω
且
9
。
N
鉾
↓
o
ユ
昌
o
l
菊
9
β
P
］
≦
費
δ
二
一
”
H
Φ
罐
．
（
H
昌
　
℃
Φ
『
一
ゲ
・
）

　
↓
『
o
ヨ
Q
ω
〉
ρ
巳
p
器
－
O
ミ
ミ
の
職
。
老
恥
的
b
執
魯
袋
ミ
欝
内
在
面
識
ミ
黄
0
9
ぴ
Φ
o
コ
冨
b
Q
b
。
”
幻
。
旨
P
お
刈
O
∴
O
課
．
（
H
）
①
〈
Φ
「
一
け
四
け
①
曾
）

注

（
－
）
　
目
コ
O
Q
養
囲
同
．
P
Q
Q
Q
◎
．

（
2
）
　
中
山
善
樹
　
『
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
序
説
』
（
創
文
社
、
一
九
九
三
年
）
。

（
3
）
　
人
間
の
事
物
認
識
に
つ
い
て
は
、
↓
び
。
ヨ
p
ω
〉
ρ
⊆
営
四
ρ
⑦
ミ
§
§
黛
§
驚
ミ
醤
ミ
食
押
ρ
’
。
。
心
に
お
い
て
、
神
認
識
に
つ
い
て
は
押
ρ
旨
に
お
い
て
論

　
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
能
動
知
性
と
可
能
知
性
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
霊
魂
論
（
b
僑
》
ミ
§
貸
）
』
の
論
述
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
知
性

を
「
現
実
態
」
と
「
可
能
態
」
理
論
に
基
づ
い
て
、
「
全
て
の
も
の
を
な
す
」
能
動
知
性
と
「
全
て
の
も
の
に
な
る
」
可
能
知
性
に
二
分
し
た
。

（
5
）
　
U
Φ
＜
霞
旧
邸
貫
ρ
事
後
の
ト
マ
ス
主
義
者
達
は
、
ト
マ
ス
が
能
動
知
性
よ
り
も
可
能
知
性
を
高
貴
で
あ
る
と
み
な
し
た
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
ト

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
認
識
と
自
己
認
識
を
巡
る
問
題

三
九
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（
2
8
）
　
ぎ
智
、
N
■
戸
心
。
。
O
．

（
2
9
）
　
宮
本
久
雄
氏
は
、
可
知
的
形
象
が
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
事
物
の
似
像
と
し
て
の
権
利
を
主
張
す
る
の
に
対
し
、
エ
ッ
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Uber　die　Erken漁is　der　Wahrheit　und

　　　die　Selbsterkenmtnis　bei　Eckhart

　　Kiril〈o　KATOH

Lehrbeauftragte　an　der

　　Universittit　Nara

　　NTach　der　dominikanischen　Tradition　versteht　Eckhart　die　Seligkeit　als　Erkennt－

nis　der　g6ttlichen　Natur．　ln　Dominikanerorden　hat　es　die　Differenz　zwischen

Thomas　von　Aquino　und　deu’tscheR　Dominikanern　wie　Dietrich　von　Freiberg

gegeben．　Eckhart　folgte　Thomas　einerseits．　Aber　er　wich　von　ihm　anderseits　ab

und　nAherte　sich　auch　Dietrich．　Eckhart　webegt　sich　in　‘einern　kompliziertes

Gefiecht　von　geschichtlichen　Beziehung’．　Thomas　lehrte　Uber　die　aus　den　sinnli－

chen　Vorstellungen　abstrahierten　Bilder　（Species）．　Es　gang　ihm　um　die　objektive

Erkenntnis　durch　die　Abstraktion．　Hingegen　hielt　Dietrich　die　Selbsterl〈enntnis　fur

die　prinzipielle．　Nach　ihm　erkennt　der　tatige　lntellekt　auf　die　Weise　seines　Prin－

zips，　auf　die　Weise　Gottes，　um　in　dieser　erkenntnis　sich　selbst　und　die　Gesamtheit

der　Seienden　zu　erkennen．

　　Ecl〈hart　verlieB　die　Erl〈enntnis　durch　die　Bilder　（Species）．　Er　sagte：　‘Der

Mensch　muB　das　Pers6nliche　verlassen，　um　Gott　zu　erkennen’．　Dabei　zitiert

Ecl〈hart　die　aristotelische　Theorie　des　lntellekts：　‘mit　nichts　etwas　gemein　haben’

und　verbindet　er　ihn　mit　der　Geburt　des　Sohnes．　Gott　ist　EiRheit，　so　gleicht　Gott

nichts，　duldet　keine　Vermengung　mit　einem　ihm　Fremden，　ntimlich　der　Vielheit．

　　Gott　erkennt　sich　selbst　durch　sich　selbst　und　alles　in　sich．　Da　gebiert　er　seinen

Sohn　als　Wahrheit　sowie　Bild．　d．h．　sich　selbst．　Gott　und　Sohn　sind　identische．　Die
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

Geburt　des　Gottessohnes　in　der　See｝e　zeigt　ihre　ldentittit　mit　dem　Gott．　Wenn　die

Seele　sich　von　allen　Bildern　aus　befreit，　regeneriert　sie　sich　in　einen　Gottessohn，

Bild　Gottes　（Urbiid）．　Nach　Dietrich　hielt　Ecl〈hart　die　Selbsterkenntnis　ftir　die

prinzipielle．
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