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本
論
文
は
、
ド
イ
ツ
・
ミ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ク
の
代
表
的
思
想
家
マ
イ
ス
タ
ー
・

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（Eckhart von H

ochheim
 ca.1260-1328.1.28

）
が
ド
イ
ツ

語
著
作
中
で
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
「
魂
の
内
に
お
け
る
神
〔
の
子
〕
の
誕
生
」

（Gottesgeburt in der Seele

）
の
教
説
を
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
統
の
マ
リ
ア
論

の
観
点
か
ら
再
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

東
方
教
会
由
来
の
熱
烈
な
民
衆
の
マ
リ
ア
崇
敬
（M

aria V
erehrung

）
は
、

マ
リ
ア
に
関
す
る
聖
書
記
述
の
少
な
さ
か
ら
、
文
学
的
創
作
の
性
格
を
強
く
有

す
る
聖
人
伝
説
『
ヤ
コ
ブ
原
福
音
書
）
1
（

』（
二
世
紀
後
半
成
立
）
の
強
い
影
響
の
下
、

説
教
や
図
像
を
通
じ
て
民
衆
の
心
に
深
く
浸
透
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
マ
リ

ア
を
め
ぐ
る
教
義
で
あ
る
「
神
の
母
の
称
号
」（theotokos

）「
聖
母
被
昇
天
」

（A
ssum

ptio M
ariae

）「
無
原
罪
の
宿
り
」（Im

m
aculata Conceptio

）
成

立
の
原
動
力
と
な
っ
た
。

　

十
字
架
の
下
に
福
音
史
家
ヨ
ハ
ネ
と
た
た
ず
む
マ
リ
ア
を
描
い
た
「
悲
し
み

の
聖
母
」
図
像
の
典
拠
は
聖
書
で
は
な
く
、
ヤ
コ
ポ
ー
ネ
・
ダ
・
ト
ー
デ
ィ

（Jacoporne da T
odi 

十
三
世
紀
）
の
書
い
た
と
伝
わ
る
「
ス
タ
ー
バ
ト
・

マ
ー
テ
ル
」（Stabat M

ater

）
と
題
さ
れ
た
詩
で
あ
る
。
後
年
ジ
ョ
ス
カ
ン
・

デ
・
プ
レ
（Josquin des Pres 1445-1521

）
と
パ
レ
ス
ト
リ
ー
ナ
（Giovanni 

P. Palestrina 1524-1591

）
が
曲
を
つ
け
た
の
に
倣
っ
て
Ａ
．
ス
カ
ル
ラ
ッ

テ
ィ
（A

lessandro Scarlatti 1660-1725

）、
ペ
ル
ゴ
レ
ー
ジ
（Giovanni B. 

Pergolesi 1710-36

）、
ハ
イ
ド
ン
（Franz Joseph H

aydn 1732-1809

）

等
が
そ
れ
に
続
い
た
。
ロ
マ
ン
派
時
代
に
は
ロ
ッ
シ
ー
ニ
（Giacchino Ros-

sini 1792-1868

）
や
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
（Giuseppe V

erdi 1813-1901

）
さ
ら
に

ド
ヴ
ォ
ル
ザ
ー
ク
（A

ntonin D
vo

ák 1841-1904

）
な
ど
が
こ
ぞ
っ
て
こ
の

詩
に
曲
を
つ
け
る
な
ど
中
世
以
来
民
衆
に
深
く
浸
透
し
た
詩
で
あ
る
。

　

処
女
マ
リ
ア
の
懐
胎
は
「
受
胎
告
知
」
と
し
て
福
音
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
数
少
な
い
マ
リ
ア
記
述
の
一
つ
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク

市
の
マ
リ
ア
聖
堂
の
北
側
入
り
口
上
方
に
は
、
注
目
す
べ
き
「
受
胎
告
知
」
の

「
私
の
花
は
実
で
あ
る
」

│
│ 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
思
想
の
マ
リ
ア
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│
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浮
き
彫
り
が
あ
る
。
天
上
に
坐
す
父
た
る
神
の
口
か
ら
一
本
の
管
が
「
マ
リ
ア

の
耳
」
ま
で
伸
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
耳
元
で
鳩
の
形
に
変
形
し
た
管

の
上
を
幼
児
イ
エ
ス
が
母
親
を
目
指
し
て
滑
降
し
て
い
る
浮
き
彫
り
で
あ
る
。

神
の
子
の
受
胎
は
マ
リ
ア
の
耳
を
介
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
理
解
は
古
代
末
期

の
シ
リ
ア
の
神
学
者
エ
フ
ラ
イ
ム
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
り
、
旧
約
の

エ
ヴ
ァ
の
耳
か
ら
死
が
世
界
に
入
っ
て
き
た
よ
う
に
、
マ
リ
ア
の
耳
か
ら
は
命

が
世
界
に
入
っ
て
き
た
と
す
る
伝
統
的
解
釈
が
背
景
に
あ
る
）
2
（

。

　
「
神
の
〔
子
の
〕
母
」（
テ
オ
ト
コ
ス
）
と
い
う
母
と
し
て
の
最
高
の
称
号
を

受
け
、
同
時
に
我
が
子
の
死
を
面
前
で
経
験
し
た
「
悲
し
み
の
聖
母
」（
マ
ー

テ
ル　

ド
ロ
ロ
ー
サ
）
で
も
あ
る
マ
リ
ア
は
、
民
衆
の
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
と
願

望
と
を
託
し
た
祈
り
を
受
け
止
め
、
神
に
取
り
次
ぐ
代
願
者
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

マ
リ
ア
崇
敬
は
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
実
質
的
信
仰
内
実
を
形
成
し
て

い
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
夥
し
い
数
の
マ
リ
ア
祭
壇
や

マ
リ
ア
巡
礼
教
会
が
建
立
さ
れ
、
夕
べ
の
祈
り
が
日
毎
マ
リ
ア
に
捧
げ
ら
れ
た
。

　

本
論
は
、
き
わ
め
て
思
弁
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
救
済
論

も
そ
の
根
底
に
マ
リ
ア
論
の
枠
組
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
衆
の
熱
狂
的
な
マ
リ
ア
崇
敬
を
救
済
論
的

観
点
か
ら
人
間
精
神
の
問
題
と
し
て
説
き
直
そ
う
と
し
て
い
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
意
図
を
、
彼
の
論
旨
に
則
し
て
明
確
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
本
論
文

で
試
み
た
い
と
思
う
。

　

と
く
に
「
ド
イ
ツ
語
説
教
二
」
は
、
聖
母
マ
リ
ア
に
つ
い
て
の
直
接
的
言
及

は
な
い
も
の
の
、
聖
母
マ
リ
ア
の
「
処
女
懐
胎
」
の
伝
統
的
理
解
を
下
敷
き
に

し
て
「
魂
の
内
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
「
精
神

の
マ
リ
ア
論
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
典
型
的
な
説
教
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
マ
リ
ア
を
人
間
精
神
す
な
わ
ち
人
間
の
魂
（Seele

）
に

準
え
、「
マ
リ
ア
の
処
女
性
」
を
「
魂
の
離
脱
し
た
在
り
方
」
と
と
ら
え
る
。

マ
リ
ア
の
「
処
女
懐
胎
」
と
は
、
離
脱
し
た
魂
の
内
に
神
の
子
が
誕
生
す
る
救

済
論
的
事
態
と
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
説
く
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
「
精
神
の
マ
リ
ア
論
」
の
前
提
と
な
る
、「
神
の
受
肉
」
に
対
す
る

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
理
解
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一　

テ
オ
ー
シ
ス
（
人
間
神
化
）
に
向
け
た
受
肉
の

　
　

目
的
論
的
理
解

　
「
実
に
、
こ
の
方
（
ロ
ゴ
ス
）
が
人
と
な
ら
れ
た
の
は
、
私
た
ち
を
神
と
す

る
た
め
で
あ
る
）
3
（

」
と
語
る
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
に
代
表
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
教
父
達
の

テ
オ
ー
シ
ス
に
向
け
た
受
肉
の
目
的
論
的
理
解
は
、
お
よ
そ
千
年
後
の
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
に
お
い
て
も
以
下
引
用
文
前
半
の
よ
う
な
言
表
と
し
て
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

神
は
な
ぜ
人
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
〔
受
肉
の
意
味
筆
者
〕。
そ
れ
は
わ
た

し
が
同
じ
神
と
し
て
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
〔
魂
の
内
に
お

け
る
神
の
子
の
誕
生
筆
者
〕。
わ
た
し
が
全
世
界
と
一
切
の
被
造
的
事
物
と
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に
死
に
切
る
た
め
に
〔
魂
の
離
脱
筆
者
〕、
そ
の
た
め
に
神
は
死
ん
だ
の
で

あ
る
〔
十
字
架
上
の
死
の
意
味
筆
者
〕）
4
（

。

「
神
は
な
ぜ
人
と
な
っ
た
の
か
」（Q

ua D
eus hom

o?

）
と
い
う
伝
統
的
な

「
受
肉
の
意
味
へ
の
問
」
が
立
て
ら
れ
、
そ
れ
に
答
え
て
「
そ
れ
は
わ
た
し
が

同
じ
神
と
し
て
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
」
と
そ
の
理
由
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
こ
の
受
肉
の
目
的
論
的
理
解
の
枠
組

み
で
語
ら
れ
た
テ
オ
ー
シ
ス
は
「
魂
の
内
に
お
け
る
神
〔
の
子
〕
の
誕
生
」
の

教
説
と
し
て
ド
イ
ツ
語
説
教
・
論
述
の
内
で
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
引
用
後
半
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
死
の
理
由
が
、
同
じ
目

的
論
的
理
解
の
枠
組
み
で
我
々
各
人
に
お
け
る
精
神
の
死
、
す
な
わ
ち
「
魂
の

離
脱
し
た
在
り
方
を
成
就
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
語
ら
れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
思
惟
連
関
に
お
い
て
は
、
離
脱
し
た
魂
の
内
に
神
の
子
の
誕
生
が
生
起
す
る

と
さ
れ
る
の
で
）
5
（

、「
魂
の
離
脱
し
た
在
り
方
」
が
「
イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
」

を
意
味
す
る
な
ら
ば
、「
魂
の
内
に
お
け
る
神
〔
の
子
〕
の
誕
生
」
は
「
受
肉
」

の
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
「
復
活
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ

ゆ
え
「
復
活
」
と
し
て
の
「
魂
の
内
に
お
け
る
神
〔
の
子
〕
の
誕
生
」
は
「
魂

の
離
脱
」
と
い
う
「
自
己
及
び
世
界
に
対
す
る
死
」
を
介
し
て
「
神
の
子
」
で

あ
る
「
目
覚
め
」
の
生
起
と
し
て
の
精
神
の
「
復
活
」
を
も
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
え
る
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
い
ま
見
て
き
た
よ

う
に
目
的
論
の
枠
組
み
の
内
に
置
か
れ
た
、
範
型
論
的
（
＝
範
例
的
）
ア
ナ
ロ

ギ
ア
思
考
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
思
惟
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
離
脱
」
と
は
ど
う
い
う
魂
の
在
り
方
で
あ
る
の
か
以
下
見
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

二　

離
脱
（abgesheidenheit

）
の
教
説
と

　
　
「
わ
が
も
の
に
す
る
こ
と
」（eigenshaft

）

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
ド
イ
ツ
語
論
述
『
離
脱
に
つ
い
て
』
の
冒
頭
部
分
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
た
し
が
真
剣
に
全
力
を
傾
け
て
捜
し
求
め
た
の
は
、
ど
れ
が
最
高
に
し

て
最
善
の
徳
（tugent

）
で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
、
人
を
神
に
最
も
よ
く
、

最
も
近
く
結
び
つ
け
、
恩
恵
（gnâde

）
に
よ
り
人
を
神
の
本
来
の
姿
と

同
じ
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
徳
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
か
、
神
が
被
造
物
を
創
造
す
る
以
前
、
人
と
神
と
の
間
に
い
か
な
る

区
別
も
な
か
っ
た
と
き
、
神
の
内
に
あ
る
そ
の
自
分
自
身
の
〔
原
〕
像

（bilde

）
と
最
も
近
く
な
る
た
め
に
は
ど
ん
な
徳
に
よ
れ
ば
よ
い
の
か
を

捜
し
求
め
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
知
性
が
な
し
得
る
か
ぎ
り
、
認
識
し

得
る
か
ぎ
り
、
あ
ら
ゆ
る
書
物
を
徹
底
的
に
探
求
し
た
結
果
、
わ
た
し
が

そ
こ
に
見
つ
け
た
の
は
、
純
粋
な
離
脱
（abegescheidenheit

）
は
あ

ら
ゆ
る
徳
を
凌
ぐ
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
）
6
（

。



981（16）

　

恩
恵
に
よ
り
人
を
神
の
本
来
の
姿
と
同
じ
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
徳
こ
そ
が
離
脱
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て

特
徴
的
な
語
り
方
で
あ
る
「
神
が
被
造
物
を
創
造
す
る
以
前
、
人
と
神
と
の
間

に
い
か
な
る
区
別
も
な
か
っ
た
と
き
」
と
い
う
境
位
が
持
ち
出
さ
れ
る
。

　
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
注
解
』
で
は
こ
の
場
は
「
始
原
」（principium

）
と
名
付

け
ら
れ
、
神
が
在
り
（
神
的
知
性
認
識
の
現
実
態
と
し
て
存
在
し
）
7
（

）、
三
位
の

ペ
ル
ソ
ナ
が
発
出
し
、
万
物
が
創
造
さ
れ
る
と
い
う
ト
リ
ア
ー
デ
構
造
を
有
す

る
永
遠
の
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
8
（

。こ
の
「
始
原
」（principium

）
の
場
は
『
創

世
記
注
解
一
』
で
は
「
永
遠
の
第
一
の
単
一
な
る
今
」（prim

um
 nunc sim

-

plex aeternit

）
9
（

atis

）
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
語
る
あ
ら
ゆ
る
徳
を
凌
ぐ
と
ま
で
評
価
さ
れ
た
離

脱
と
は
ど
の
よ
う
な
在
り
方
か
と
い
う
と
意
外
な
ほ
ど
シ
ン
プ
ル
で
道
徳
的
な

在
り
方
と
し
て
つ
ぎ
の
様
に
語
ら
れ
て
い
る
。

説
教
を
す
る
と
き
に
は
、
私
は
い
つ
も
離
脱
（abegesheidenheit
）
に

つ
い
て
語
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
人
間
は
自
分
自
身
と
す
べ
て
の

も
の
と
に
囚
わ
れ
な
い
（ledic

）
よ
う
に
な
る
（w

erden

）
と
い
う
こ

と
で
あ
る
）
10
（

。

　

す
な
わ
ち
、「
離
脱
と
は
人
間
が
自
分
自
身
と
す
べ
て
の
も
の
と
に
囚
わ
れ

な
い
よ
う
に
な
る
（ledic w

erden

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
説
か
れ
、「
囚

わ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
自
己
自
身
、
お
よ
び
す
べ
て
の
事
物

と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
解
消
す
べ

き
自
己
と
い
う
事
態
をeigenschaft

と
い
う
語
を
以
っ
て
語
っ
て
い
る
。

　

ク
ヴ
ィ
ン
ト
は
こ
の
中
高
ド
イ
ツ
語eigenschaft 

をIch-Bindung

（
我

│
繋
縛
、
我
執
）
と
現
代
ド
イ
ツ
語
訳
し
て
い
る
。
ク
ヴ
ィ
ン
ト
は
我
執
か
ら

離
れ
被
造
物
に
と
ら
わ
れ
な
く
な
る
の
が
離
脱
と
い
う
精
神
の
在
り
方
で
あ
る

と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
語
を
こ
こ
で
は
「
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
」
と
訳
す
こ
と
に
し
た
い
。

eigenschaft

と
は
中
世
の
法
律
用
語
と
し
て
自
己
の
所
有
で
あ
る
固
有
財

eigentuom

と
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
11
（

。
離
脱
と
は
自
分
自
身
を
「
我
が

も
の
と
す
る
こ
と
」
と
い
う
自
己
の
在
り
方
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
在
り
方
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
で
あ
る
と
い
う
自
己
認
識
は
こ
の
世
界

で
出
会
う
自
分
な
ら
ざ
る
も
の
他
者
他
物
を
介
し
て
自
他
弁
別
的
な
自
己
同
一

意
識
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
、
自
分
自
身
を
我
が
も
の
と
す
る
と
い
う
在

り
方
は
、
自
己
同
一
的
意
識
の
成
立
に
関
わ
る
事
態
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

　

わ
た
し
が
ひ
と
り
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
他
の
人
間
も

ま
た
同
様
で
あ
り
、
わ
た
し
が
見
た
り
間
い
た
り
、
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る

こ
と
、
こ
れ
も
ま
た
動
物
で
も
な
す
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
わ
た
し
で
あ
る

こ
と
、
こ
の
こ
と
は
わ
た
し
以
外
の
だ
れ
に
も
属
す
こ
と
は
な
い
、
と
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
は
語
る
）
12
（

。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
言
う
よ
う
に
通
常
、「
わ
た
し
で
あ
る
」
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と
い
う
事
は
、
わ
た
し
に
し
か
属
さ
な
い
事
態
で
あ
り
、
わ
た
し
と
は
自
己
の

固
有
的
な
（eigen

）
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
「
わ
た
し
が
あ
る
」、「
わ
た
し
が
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
事
態
に
関
し

て
は
事
情
が
異
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

わ
た
し
も
他
の
人
間
も
動
物
も
共
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
存
在
の
側
面
を
ど
う
考
え
る
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と

言
え
る
。

「
被
造
物
の
無
」
の
教
説

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
は
、「
被
造
物
の
無
」
の
教
説
と
し
て
有
名
な
次
の
言
葉

が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
の
前
半
は
、
一
三
二
九
年
三
月
二
十
七
日
付

け
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
二
世
の
教
書
『
主
の
耕
地
に
て
』（In agro dom

i-

nico

）
に
お
い
て
異
端
的
言
説
（
第
二
十
六
条
）
と
し
て
断
罪
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
す
べ
て
の
被
造
物
が
ひ
と
つ
の
純
然
た
る
無
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
の
創

造
の
業
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
べ
て
の
被
造
物
は
ひ
と
つ
の
純
然
た
る
無
（ein lûter niht

）
で
あ
る
。

そ
れ
が
価
値
の
低
い
も
の
で
あ
る
と
か
、
そ
も
そ
も
何
か
で
あ
る
と
い
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
ひ
と
つ
の
純
然
た
る
無
で
あ
る
。
存
在

を
持
た
ぬ
も
の
、
そ
れ
は
無
で
あ
る
。
す
べ
て
の
被
造
物
は
い
か
な
る
存

在
も
持
た
な
い
、
と
い
う
の
も
そ
れ
ら
の
存
在
は
神
の
現
存
に
か
か
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
神
が
ほ
ん
の
一
瞬
た
り
と
も
す
べ
て
の
被
造
物
に
背

を
向
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
無
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
）
13
（

。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
神
を
知
性
認
識
し
て
い
る
純
粋
現
実
態
と
と
ら
え
、
今

あ
る
一
切
の
存
在
す
る
も
の
は
ま
さ
に
今
、
神
に
よ
っ
て
在
ら
し
め
ら
れ
て
い

る
と
す
る
点
で
は
ス
コ
ラ
学
一
般
の
理
解
と
変
わ
り
は
な
い
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
の
場
合
、
わ
た
し
が
存
在
す
る
そ
の
存
在
は
わ
た
し
に
分
有
さ
れ
た
存
在
と

し
て
、
少
な
く
と
も
生
き
て
い
る
間
は
わ
た
し
の
所
有
に
託
さ
れ
て
い
る
と
す

る
一
般
的
な
理
解
と
は
異
な
り
、
瞬
間
瞬
間
の
こ
の
今
に
神
に
よ
っ
て
無
か
ら

創
造
さ
れ
、
そ
の
つ
ど
神
か
ら
貸
し
渡
さ
れ
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
個
々
の
被
造
物
を
存
在
せ
し
め
て
い
る
そ
の
存
在
は
だ
れ
の
も

の
か
と
い
え
ば
、
借
財
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
借
り
受
け
て
い
る
個
々
の
被

造
物
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
自
己
の
存

在
を
固
有
財
（eigentuom

）
と
し
て
自
分
自
身
が
所
有
し
て
い
な
い
と
い
う

意
味
で
は
、
個
々
の
被
造
物
は
純
然
た
る
無
（ein lûter niht

）
で
あ
る
が
、

し
か
し
神
か
ら
の
使
用
貸
借
（Leihe

）
関
係
に
よ
っ
て
一
切
の
被
造
物
は
現

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
神
が
ほ
ん
の
一
瞬
た
り
と
も
す
べ

て
の
被
造
物
に
背
を
向
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
無
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。

　

一
切
の
被
造
物
が
今
存
在
し
て
い
る
の
は
そ
の
存
在
を
今
神
か
ら
借
り
受
け

て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
一
切
の
被
造
物
の
、
そ
の
被
造
物
固
有
な
所
有
性
と
い

う
観
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
純
然
た
る
無
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
、
異
端
的
言
説
と
断
罪
さ
れ
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
主
張
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
「
わ
た
し
で
あ
る
こ
と
」
の
内
に
「
わ
た
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し
が
存
在
し
て
い
る
」
こ
と
を
回
収
し
て
し
ま
い
、
私
が
私
の
存
在
の
固
有
な

所
有
者
と
し
て
自
己
認
識
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
神
の
所
有
で
あ
る
存
在
を

我
が
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
自
己
の
在
り
方
が

eigenschaft
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
と
呼
ば
れ
た
根
本
事
態
と
理
解
で
き
る

の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
自
己
の
存
在
認
識
の
無
知
か
ら
な
さ
れ
る
私
た
ち
の
行

為
は
、
た
と
え
善
き
業
と
さ
れ
る
徹
夜
の
祈
り
、
断
食
さ
え
もeigenschaft

「
我
が
も
の
と
す
る
」
と
い
う
自
己
の
在
り
方
に
基
づ
く
限
り
否
定
さ
れ
る
。

り
っ
ぱ
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
、
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
で
（m

it 

eigenschaft

）
贖
罪
の
行
や
外
見
だ
け
の
修
練
を
つ
ん
で
い
る
よ
う
な
一

連
の
人
た
ち
が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
神
の
真
理
に
つ
い
て
は
ほ

ん
の
わ
ず
か
し
か
知
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
、
神
よ
憐
れ
み
た
ま
え
。
こ

れ
ら
の
人
た
ち
は
外
見
か
ら
は
聖
な
る
〔
者
〕
と
呼
ば
れ
る
が
、
し
か
し

内
か
ら
見
る
な
ら
ば
〔
愚
か
な
〕
ロ
バ
で
あ
る
）
14
（

。

　

す
な
わ
ち
我
が
も
の
と
す
る
こ
とeigenschaft

に
と
ら
わ
れ
な
く
あ
る
こ

と
、
離
脱
し
た
状
態
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
そ
の
も
の
が
神
か
ら
貸
し
渡
さ

れ
て
い
る
借
財
で
あ
る
と
い
う
根
本
智
、
す
な
わ
ち
真
の
知
恵
を
得
て
い
る
確

固
た
る
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
真
の
離
脱
と
は
、
鉛
で
で
き
た
山
が
少
々
の
風
に
は
び
く
と
も

し
な
い
で
不
動
で
あ
る
よ
う
に
、
襲
い
く
る
あ
ら
ゆ
る
愛
や
悲
し
み
、
名
誉
や
、

恥
辱
や
、
誹
謗
に
対
し
て
、
精
神
が
不
動
で
あ
る
こ
と
）
15
（

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
離
脱
と
い
う
自
己
の
在
り
方
は
精
神
の
動
揺
の
な
い
平
安
な
在
り
方

で
あ
り
、
離
脱
は
知
恵
を
得
た
精
神
の
不
動
性
を
語
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
神
か
ら
貸
渡
さ
れ
て
い
る
わ
た
し
た
ち
の
存
在
に
基
づ
い

て
な
さ
れ
る
い
か
な
る
善
き
業
も
、
個
々
人
の
固
有
の
功
徳
・
功
績
（m

eri-

tum

）
で
は
あ
り
え
ず
、
神
の
恩
恵
に
よ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
善
き
業
と
引
き

換
え
に
神
の
恩
恵
を
求
め
る
者
は
、
相
手
の
も
の
を
相
手
に
売
り
つ
け
よ
う
と

す
る
「
商
人
的
取
引
）
16
（

」
と
し
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三　

精
神
の
マ
リ
ア
論

聖
書
の
典
拠
個
所

　

聖
母
マ
リ
ア
の
処
女
懐
胎
に
関
し
て
は
、「
マ
タ
イ
福
音
書
」
に
、
夫
ヨ
セ

フ
に
対
し
て
主
の
天
使
が
夢
で
語
っ
た
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。「
ダ
ビ
デ
の
子
ヨ
セ
フ
、
恐
れ
ず
妻
マ
リ
ア
を
迎
え
入
れ
な
さ
い
。
マ
リ

ア
の
胎
の
子
は
聖
霊
に
よ
っ
て
宿
っ
た
の
で
あ
る
」（
マ
タ
一
・
十
九
）。
さ
ら

に
、「
こ
の
す
べ
て
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
は
、
主
が
預
言
者
を
通
し
て
言
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」（
マ
タ
一
・
二
十
二
）
と
し
て

次
に
「
イ
ザ
ヤ
書
」（
七
・
十
四
）
の
言
葉
を
引
く
。

「
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
、
男
の
子
を
産
む
。
そ
の
名
は
、
イ
ン

マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ば
れ
る
」。
こ
の
名
は
、「
神
は
我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
」
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と
い
う
意
味
で
あ
る
（
マ
タ
一
・
二
十
三
）。

「
イ
ザ
ヤ
書
」
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
文
で
は
、「
若
い
女
」（‛alm

â

）
が
身
ご
も

る
と
な
っ
て
い
る
が
、
マ
タ
イ
は
こ
の
語
を
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
七
十
人
訳
聖
書
」

に
従
っ
て
、「
処
女
」（parthenos

）
が
身
ご
も
る
と
訳
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
ル
カ
福
音
書
」（
一
・
二
十
六
│
三
十
八
）
で
は
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
に
よ
っ

て
処
女
マ
リ
ア
が
イ
エ
ス
を
身
ご
も
っ
た
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る
有
名
な
「
受
胎

告
知
」
の
場
面
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
処
女
懐
胎
の
典
拠
と
さ
れ
る
聖
書
個
所
で

あ
る
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
マ
リ
ア
理
解

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
先
に
指
摘
し
た
、
目
的
論
の
枠
組
み
の
内
に
置
か
れ
た
範

型
論
的
（
＝
範
例
的
）
ア
ナ
ロ
ギ
ア
思
考
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
思
惟
パ
タ
ー
ン
に

乗
せ
て
、
次
の
よ
う
に
神
〔
の
子
〕
の
誕
生
を
解
釈
す
る
。

マ
リ
ア
が
神
を
ま
ず
初
め
に
霊
的
に
生
ん
だ
の
で
な
け
れ
ば
、
神
は
け
っ

し
て
身
体
を
も
っ
て
マ
リ
ア
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

と
、
わ
た
し
は
言
う
の
で
あ
る
。
…
…
つ
ま
り
、
神
が
マ
リ
ア
か
ら
身
体

を
も
っ
て
生
ま
れ
た
こ
と
よ
り
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
処
女
か
ら
、
す
な

わ
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
善
き
魂
か
ら
神
が
霊
的
に
生
ま
れ
る
こ
と
の
方
が
、

神
に
と
っ
て
は
い
っ
そ
う
価
値
の
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
）
17
（

。

ま
ず
神
〔
の
子
〕
の
霊
的
誕
生
が
神
〔
の
子
〕
の
身
体
的
誕
生
に
優
先
さ
れ
る

こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
優
先
さ
れ
た
、
神
〔
の
子
〕
の
霊
的
誕
生
が

範
型
（Exem

plar

）
と
し
て
、
処
女
で
あ
る
マ
リ
ア
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
で
あ
る

ひ
と
り
ひ
と
り
の
善
き
魂
か
ら
、
神
が
霊
的
に
生
ま
れ
る
こ
と
（Im

ago

）
こ

そ
が
神
〔
の
子
〕
の
霊
的
誕
生
が
真
に
目
的
と
し
た
こ
と
で
あ
る
（
目
的
論
的

枠
組
み
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
処
女
マ
リ
ア
か
ら
の
神
〔
の
子
〕
の
誕
生
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り

の
善
き
魂
か
ら
神
が
霊
的
に
生
ま
れ
る
こ
と
の
た
め
に
出
し
ゅ
っ

来た
い

し
た
と
説
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
モ
チ
ー
フ
を
離
脱
の
教
説
と
し
て
展
開
し
て
い
る
典
型
的
な
も
の
が

「
ル
カ
福
音
書
」
第
十
章
第
三
十
八
節
「
一
行
が
歩
い
て
行
く
う
ち
、
イ
エ
ス

は
あ
る
村
に
お
入
り
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
マ
ル
タ
と
い
う
女
が
、
イ
エ
ス
を

家
に
迎
え
入
れ
た
」
と
い
う
箇
所
を
扱
っ
た
「
ド
イ
ツ
語
説
教
二
」
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
聖
母
マ
リ
ア
は
登
場
せ
ず
、
登
場
す
る
の
は
マ
リ
ア
・
マ
ル
タ
姉
妹

の
マ
ル
タ
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
は
「
魂
の
内
に
お
け

る
神
の
（
子
）
の
誕
生
」
論
で
あ
り
、「
精
神
の
マ
リ
ア
論
」
と
で
も
名
づ
け

る
の
が
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
教
を
手
が
か
り
に
「
離
脱
の
教
説
」

の
解
釈
へ
と
入
っ
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

し
か
し
そ
の
前
に
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
を
一
層
明
確
に
確
認

す
る
た
め
の
視
座
を
得
る
目
的
で
、「
三
日
目
に
ガ
リ
ラ
ヤ
の
カ
ナ
で
婚
礼
が

あ
っ
た
」（
ヨ
ハ
２
・
１
）
と
い
う
箇
所
に
対
す
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
解
釈
を

『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
注
解
』
か
ら
採
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
「
三
種
の
誕
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生
」
が
説
か
れ
て
い
る
。

三
種
の
誕
生

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
誕
生
に
は
三
種
あ
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
三
様
の
婚
姻
が
区
別
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
は
身
体
的
な
婚
姻
で

あ
り
、
こ
れ
は
こ
の
世
に
お
い
て
父
と
母
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

婚
姻
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
字
義
通
り
に
、「
婚
礼
が
行
わ
れ
た
」
と
書
か

れ
て
い
る
。
第
二
に
、
神
と
わ
れ
わ
れ
の
本
性
（natura

）
と
の
間
の
婚

姻
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
婚
姻
は
父
を
天
に
、
母
を
こ
の
世
に
持
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、「
言
葉
は
肉
に
な
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

第
三
に
、神
と
魂
と
の
間
の
婚
姻
が
あ
る
。そ
し
て
そ
れ
ら
に
つ
い
て
「
そ

し
て
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
内
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
」（
ヨ
ハ
一
・
十
四
）

と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
婚
姻
は
父
と
母
と
を
こ
の
世
に
持
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
）
18
（

。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
婚
礼
を
目
的
因
に
即
し
て
誕
生
と
結
び
つ
け
、
三
通
り
の

婚
姻
に
対
応
さ
せ
て
三
通
り
の
誕
生
を
区
別
し
て
い
る
。
第
一
の
誕
生
に
お
け

る
父
母
は
字
義
的
意
味
に
則
っ
て
父
母
と
も
に
こ
の
世
の
も
の
す
な
わ
ち
被
造

物
で
あ
る
と
す
る
。

　

第
二
の
婚
姻
は
神
性
と
人
性
と
の
間
の
婚
姻
で
あ
り
、
父
は
聖
霊
で
あ
り
、

母
は
マ
リ
ア
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
父
を
天
に
、
母
を
こ
の
世
に
持
っ
て
い

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ロ
ゴ
ス
の
受
肉
（
托
身
）
で
あ
り
、
神
人
イ

エ
ス
の
誕
生
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
第
三
の
誕
生
は
神
と
魂
と
の
間
の
婚
姻
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
こ
の
誕
生
を
も
た
ら
す
父
母
は
と
も
に
こ

の
世
に
な
い
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
誕
生
が
「
魂
の
内
に
お
け
る

神
の
〔
子
の
〕
誕
生
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

父
は
こ
の
世
に
な
い
父
な
る
神
で
あ
る
が
、
で
は
い
っ
た
い
こ
の
世
に
な
い

母
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
の
婚
姻
に
値
す
る
も
の
と
な
る

た
め
に
は
、
人
間
は
す
べ
て
の
変
化
し
う
る
も
の
と
被
造
的
な
も
の
を
軽
蔑
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
を
超
え
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
）
19
（

、
と

こ
の
後
で
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
在
り
方
が
先
に
見
た
離
脱
に
相

応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
第
三
の
誕
生
に
お
け
る
こ
の
世
に
な
い
母
と
は
離
脱
と
い
う
魂
の

在
り
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
言
葉
が
人
間
の
本
性
を
取
っ

た
第
二
の
結
婚
は
わ
れ
わ
れ
が
、
神
の
子
と
な
り
う
る
こ
と
を
教
え
る
た
め
で

あ
っ
た
）
20
（

と
、
第
二
の
誕
生
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
の
受
肉
を
、
第

三
の
誕
生
で
あ
る
「
魂
の
内
に
お
け
る
神
の
〔
子
の
〕
誕
生
」
に
対
し
て
の
範

型
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
、
第
二
の
誕
生
の
母
マ
リ
ア
は
、
第
三
の
誕

生
の
母
で
あ
る
離
脱
の
範
型
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
帰
結
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
も
「
精
神
の
マ
リ
ア
論
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
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に
な
る
。

処
女
懐
胎
モ
チ
ー
フ
に
お
け
る
「
処
女
」

　

こ
れ
よ
り
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
第
十
章
第
三
十
八
節
「
イ
エ
ス
が
あ
る

城
（castellum
）
に
入
る
と
マ
ル
タ
と
い
う
女
（m

ulier

）
が
、
イ
エ
ス
を

家
に
迎
え
入
れ
た
）
21
（

」
と
い
う
箇
所
を
扱
っ
た
「
ド
イ
ツ
語
説
教
二
」
を
マ
リ
ア

論
と
し
て
の
離
脱
の
観
点
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
説
教
は
同
じ

聖
書
個
所
を
扱
っ
た
有
名
な
マ
リ
ア
・
マ
ル
タ
を
題
材
と
し
た
「
説
教
八
十
六
」

と
は
別
の
説
教
で
あ
る
。

　

こ
の
説
教
で
ま
ず
気
が
付
く
こ
と
は
、
ラ
テ
ン
語
ウ
ル
ガ
ー
タ
訳
聖
書
に
は

な
い
ド
イ
ツ
語
が
訳
と
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

説
教
冒
頭
で
、
聖
書
に
書
か
れ
て
あ
る
章
句
を
ま
ず
ラ
テ
ン
語
で
読
ん
だ
が
、

ド
イ
ツ
語
で
は
次
の
よ
う
に
な
る
と
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
が
、
あ
る
城
に
入
る
と
、
女
で
あ
る
一
人
の
処
女
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
」

と
訳
し
て
い
る
。「
女
で
あ
る
一
人
の
処
女
に
）
22
（

」
と
い
う
意
図
的
付
加
こ
そ
が

こ
の
説
教
の
眼
目
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
。
処
女
と
は
、
外
か
ら
来
る
す
べ

て
の
像
に
、
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
（ledic

）
人
、
そ
の
人
が
い
ま
だ
存

在
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
の
よ
う
に
と
ら
わ
れ
の
な
い
人
の
こ
と
を
い
う
の
だ
）
23
（

と
し
た
上
で
、
し
か
し
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
、
知
性
的
な
生
活
を
お
く
る
ま

で
に
成
長
し
た
人
が
、
す
べ
て
の
像
に
と
ら
わ
れ
ず
に
あ
り
う
る
の
か
と
み
ず

か
ら
問
う
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
答
え
を
提
示
す
る
。

も
し
す
べ
て
の
人
類
が
い
ま
ま
で
に
受
け
い
れ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
像
が
、

さ
ら
に
は
神
自
身
の
内
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
像
が
、
わ
た
し
の
知
性
の
内
に

存
在
す
る
ほ
ど
わ
た
し
が
知
性
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
わ
た
し
が
、
我

が
も
の
と
す
る
こ
と
な
し
に
（âne eigenschaft

）
あ
れ
ば
、
自
由
で
あ

り
、
行
為
を
選
択
せ
ず
、
時
間
的
前
後
に
も
縛
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ

れ
ら
の
像
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（m

it eigenschaft

）
つ

か
む
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
ま
た
さ
ら
に
、
現
在
の
こ
の
今
に
お
い
て
、
自

由
に
し
て
と
ら
わ
れ
な
く
神
の
意
志
に
従
い
、
不
断
に
そ
の
意
志
を
満
た

す
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
わ
た
し
は
、
生
ま
れ
る
以
前
の
わ
た
し
の
よ
う
に
、

す
べ
て
の
像
に
よ
っ
て
も
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
真
に
処
女

（
お
と
め
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
）
24
（

。

　

す
な
わ
ち
ど
ん
な
高
度
な
所
有
状
況
に
あ
っ
て
も
、
わ
た
し
が
我
が
も
の
と

す
る
こ
と
の
な
い
在
り
方
で
（âne eigenschaft

）
あ
れ
ば
す
べ
て
の
像
か
ら

自
由
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
を
求
め
る
た
め
に
行
為
を
選
択
し

た
り
、
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
そ
れ
ら
の
像
を
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
が
な
け

れ
ば
、
神
自
身
の
内
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
像
が
、
わ
た
し
の
知
性
の
内
に
存
在
し

て
い
て
も
、
生
ま
れ
る
以
前
の
わ
た
し
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
像
に
よ
っ
て
も

さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
真
に
処
女
で
あ
る
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
像
か
ら
の
離
脱
は
像
そ
の
も
の
を
捨
て
去

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
像
を
我
が
も
の
と
す
る
私
の
在
り
方eigenshaft

か

ら
離
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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次
の
段
落
で
は
、
つ
づ
け
て
、
真
に
処
女
の
働
く
そ
れ
ら
の
わ
ざ
す
べ
て
は
、

そ
の
人
を
処
女
の
ま
ま
に
お
き
、
最
高
の
真
理
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
も
な
く
、

そ
の
人
を
自
由
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
25
（

。
つ
ま
り
行
為
そ

の
も
の
が
真
理
の
指
標
と
な
る
の
で
は
な
く
、
行
為
の
主
体
の
在
り
方
が
問
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
贖
罪
の
行
や
修
練
を
積
ん
で
い
て
も
こ
う
し
た
我
が

も
の
と
す
る
自
己eigenschaft

か
ら
業
を
働
く
人
は
、先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、

外
見
か
ら
は
聖
な
る
〔
者
〕
と
呼
ば
れ
る
が
、
し
か
し
内
か
ら
見
る
な
ら
ば
〔
愚

か
な
〕
ロ
バ
で
あ
る
）
26
（

と
ま
で
痛
烈
に
非
難
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

離
脱
に
立
っ
て
な
す
わ
ざ
の
す
べ
て
は
最
高
の
真
理
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
は
な

い
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

処
女
懐
胎
モ
チ
ー
フ
に
お
け
る
「
女
」

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
続
い
て
子
を
出
産
す
る
母
を
意
味
す
る
「
女
」
に
つ
い
て

論
を
展
開
し
て
い
く
。

も
し
人
が
い
つ
ま
で
も
処
女
の
ま
ま
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
か
ら
は
ど

ん
な
実
り
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
人
が
実
り
豊
か
に
な
る
た
め
に
は
、
女

で
あ
る
こ
と
が
ど
う
し
も
必
要
な
の
で
あ
る
。「
女
」
と
は
魂
に
つ
け
る

こ
と
の
で
き
る
最
も
高
貴
な
名
前
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
処
女
」
と
い
う
名

よ
り
は
る
か
に
高
貴
で
あ
る
。
人
が
神
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
迎
え
る
こ

と
は
善
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
受
容
性
に
お
い
て
人
は
処
女
で
あ
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
神
が
そ
の
人
の
う
ち
で
豊
か
に
実
を
結
ぶ
こ
と
は
さ
ら

に
い
っ
そ
う
善
き
こ
と
で
あ
る
。
賜
物
が
豊
か
に
実
を
結
ぶ
こ
と
こ
そ
が

唯
一
、
賜
物
へ
の
感
謝
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
精
神
は
イ
エ
ス

を
父
で
あ
る
神
の
心
の
内
に
生
み
か
え
す
。
感
謝
を
あ
ら
わ
す
こ
の
生
み

か
え
す
と
い
う
行
為
に
お
い
て
精
神
は
女
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
）
27
（

。

　

こ
こ
で
は
処
女
で
あ
る
離
脱
が
神
を
迎
え
る
受
容
性
と
し
て
語
ら
れ
て
る
。

つ
ま
り
実
り
を
も
た
ら
す
準
備
段
階
と
し
て
実
り
に
先
だ
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
離
脱
の
捨
て
去
る
と
い
う
過
程
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
一
般
的
な
離
脱
教

説
の
構
造
契
機
と
し
て
理
解
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
人
が
実
り
豊
か
に
な

る
た
め
に
は
、
聖
母
マ
リ
ア
の
よ
う
に
処
女
で
あ
る
と
同
時
に
女
で
あ
る
こ
と

が
ど
う
し
も
必
要
で
あ
る
と
語
ら
れ
、
賜
物
へ
の
感
謝
は
唯
一
生
み
返
す
と
い

う
行
為
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

子
の
誕
生
に
よ
っ
て
魂
は
子
と
な
り
、
さ
ら
に
子
を
生
む
と
い
う
父
の
場
に

帰
還
す
る
動
性
が
、
マ
リ
ア
論
受
容
の
観
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
子
を
生
む
母
の

観
点
を
導
入
し
た
こ
と
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
マ
リ
ア
論
は
そ

れ
ゆ
え
あ
る
意
味
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
突
破
の
教
説
」
を
そ
の
射
程
に
と
ら

え
る
勢
い
を
見
せ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

女
で
あ
る
こ
れ
ら
の
処
女
た
ち
は
そ
の
永
遠
な
る
言
を
生
む
実
に
そ
れ
と
同

じ
根
底
よ
り
、
彼
女
た
ち
は
実
り
豊
か
に
父
と
共
に
生
む
も
の
と
な
る
の
で
あ

る
）
28
（

と
さ
れ
、
イ
エ
ス
が
彼
女
た
ち
と
合
一
し
、
彼
女
た
ち
が
イ
エ
ス
と
合
一
し

て
、
父
の
心
の
う
ち
で
彼
女
た
ち
は
イ
エ
ス
と
共
に
、
ひ
と
つ
の
唯
一
な
る
一

（ein einic ein
）
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
純
粋
に
透
明
な
光
と
し
て
、
輝
き
を
放
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つ
の
で
あ
る
）
29
（

と
さ
れ
て
い
る
。

魂
の
内
に
あ
る
城

　

こ
う
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
理
解
の
構
造
を
与
え
て
い
る
も
の
が
、
マ
ル
タ

が
イ
エ
ス
を
迎
え
入
れ
た
「
魂
の
内
に
あ
る
城
」（ein bürgelîn in der 

sêle

）
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
「
魂
の
内
に
あ
る
城
」
に
こ
れ
ま
で

与
え
ら
れ
て
き
た
様
々
な
名
称
を
列
記
し
て
い
る
。
あ
る
と
き
は
精
神
の
護
り

（ein huote des geistes

）、
精
神
の
光
（ein lieht des geistes

）、
火
花
（ein 

vünkelin

）
と
言
っ
て
き
た
と
語
り
）
30
（

、
神
が
神
自
身
の
内
で
独
り
子
を
、
そ
し

て
魂
の
内
で
神
の
子
を
生
む
と
き
の
同
じ
力
）
31
（

が
こ
れ
で
あ
る
と
語
る
。

　

こ
う
し
た
力
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
は
神
的
知
性
で
あ
り
、
ま
た

魂
に
お
い
て
は
神
か
ら
直
接
注
が
れ
た
非
被
造
的
力
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
こ
の
城
は
一
に
し
て
単
純
で
あ
り
）
32
（

、
神
が
そ
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
あ
り
方
で

存
在
す
る
か
ぎ
り
、
神
自
身
で
さ
え
も
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ず
）
33
（

、
こ

の
唯
一
な
る
一
な
る
も
の
（einic ein

）
は
、
あ
り
方
も
な
く
、
固
有
性
も
な

い
）
34
（

と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
神
は
あ
ら
ゆ
る
あ
り
方
も
固
有
性
も
な
い
単
一
な
る
一
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
、
神
は
父
で
も
子
で
も
聖
霊
で
も
な
い
）
35
（

、
と
語
ら
れ
る
。
神

が
一
に
し
て
単
純
で
あ
っ
て
こ
そ
、
魂
の
城
と
呼
ぶ
こ
の
一
な
る
も
の
の
内
へ

神
は
入
り
来
た
る
の
で
あ
る
）
36
（

、
と
さ
れ
る
。

　

上
記
の
言
表
か
ら
こ
の
城
と
は
す
な
わ
ち
神
に
関
し
て
は
神
性
で
あ
り
、
神

の
根
底
で
あ
り
、
神
の
一
性
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
は
魂
の
内
に
こ
の
城
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
う
し
た
こ
の
城
に

は
イ
エ
ス
が
迎
え
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
父
の
心
の
う
ち
で
彼
女
た

ち
は
イ
エ
ス
と
共
に
、
ひ
と
つ
の
唯
一
な
る
一
（ein einic ein

）
と
し
て
イ

エ
ス
を
父
と
共
に
生
む
も
の
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
城
は
ま

た
神
の
根
底
と
同
定
さ
れ
た
魂
の
根
底
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。「
神

の
根
底
は
わ
た
し
の
根
底
で
あ
り
、
わ
た
し
の
根
底
は
神
の
根
底
で
あ
る
）
37
（

」。

こ
う
し
た
多
様
な
神
に
関
す
る
言
説
は
、
魂
に
関
し
て
は
神
の
像
（im

ago 

dei

）
と
い
う
観
点
か
ら
語
り
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
38
（

。

沈
黙
と
言
葉
の
到
来

　

旧
約
聖
書
「
知
恵
の
書
」
の
第
十
八
章
第
十
四
節
「
沈
黙
の
静
け
さ
が
す
べ

て
を
包
む
と
き
…
」
と
さ
れ
た
箇
所
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
注
解
を
見
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。
十
四
節
か
ら
十
五
節
に
亘
る
聖
書
箇
所
は
、「
沈
黙
の
静
け
さ

が
す
べ
て
を
包
み
、
夜
が
速
や
か
な
歩
み
で
半
ば
に
達
し
た
と
き
、
あ
な
た
の

全
能
の
言
葉
は
天
の
王
座
か
ら
、
情
け
容
赦
の
な
い
つ
わ
も
の
の
よ
う
に
、
こ

の
滅
び
の
地
に
下
っ
た
」（
十
八
・
十
四
│
十
五
）
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
の

注
解
の
中
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
沈
黙
の
静
け
さ
が
す
べ
て
の
も
の
を
包
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
神
で
あ
る
言
葉
が
、
精
神
の
う
ち
へ
と
恩
恵
に
よ
っ
て

到
来
し
、
子
が
魂
の
う
ち
で
生
ま
れ
る
た
め
で
あ
る
と
説
く
。
こ
の
「
沈
黙
」

の
解
釈
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
魂
の
離
脱
（abegescheidenheit

）
に
関
す
る

教
説
に
結
び
付
け
ら
れ
て
説
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
沈
黙
の
静
け
さ
が

す
べ
て
の
も
の
を
包
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
が
以
下
説
明
さ
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れ
て
い
る
。

　

か
な
り
込
み
入
っ
て
論
旨
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
論
旨
を
ま
と
め
る
と
つ

ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
神
に
お
い
て
は
、
父
か
ら
子
の
誕
生
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
以
来
の
４
つ
の
原
因
で
あ
る
、
目
的
因
、
作
動
因
、
形
相
因
、
質
料

因
の
う
ち
形
相
因
だ
け
が
関
与
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
父
も
子
も
同
じ
神
で
あ

る
か
ぎ
り
、
子
は
父
の
形
相
的
流
出
と
さ
れ
る
。
父
か
ら
の
子
の
誕
生
で
は
、

作
動
因
と
目
的
因
は
、（
も
ち
ろ
ん
質
料
因
も
）
介
在
し
な
い
と
伝
統
的
に
理

解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
神
に
お
け
る
子
の
誕
生
が
作
動
因
や
目
的
因
に
よ
ら
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
魂
の
内
に
お
い
て
も
、
子
の
誕
生
に
あ
た
っ
て
は
作
動
因
と
目
的
因
の

介
在
が
、
す
な
わ
ち
媒
介
（m

edium

）
の
一
切
が
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

　

わ
た
し
た
ち
に
お
け
る
目
的
因
や
作
動
因
の
沈
黙
と
は
、
恩
恵
を
受
け
取
る

目
的
の
た
め
に
何
事
か
を
な
す
と
い
う
わ
た
し
た
ち
の
行
為
、
つ
ま
り
そ
の

「
功
徳
・
功
績
」（m

eritum

）
の
一
切
の
無
効
性
を
語
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

恩
恵
を
受
け
取
る
た
め
に
な
す
わ
た
し
た
ち
の
行
為
の
一
切
が
沈
黙
し
た
と
き
、

す
な
わ
ち
沈
黙
の
静
け
さ
が
魂
を
支
配
し
た
と
き
、
言
い
換
え
れ
ば
魂
が
離
脱

の
場
に
あ
る
と
き
に
は
じ
め
て
、
神
的
本
性
の
一
義
的
流
出
と
し
て
、「
神
の

子
の
誕
生
」
が
恩
恵
に
よ
っ
て
魂
の
内
で
生
起
す
る
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

離
脱
す
べ
き
自
己
の
在
り
方
を
こ
う
し
た
「
功
徳
・
功
績
」
の
観
点
か
ら
再

度
見
直
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
離
脱
す
ベ
き
自
己
の
在
り
方
で

あ
るeigenshaft

、
す
な
わ
ち
我
が
も
の
と
す
る
自
己
、
私
の
存
在
を
自
己
の

所
有
に
帰
し
て
我
が
も
の
と
し
自
己
を
立
て
そ
の
自
己
の
な
す
功
績
を
取
引
材

料
と
し
て
、
神
の
恩
恵
の
た
め
な
ら
、
つ
ま
り
神
の
恩
恵
を
我
が
も
の
と
す
る

た
め
な
ら
善
き
こ
と
（
功
徳
・
功
績
）
は
何
で
も
我
が
も
の
と
す
る
者
は
、
恩

恵
に
は
い
か
な
る
功
徳
・
功
績
も
介
在
し
え
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
者
で
あ
っ

て
、
外
見
か
ら
は
聖
な
る
〔
者
〕
と
呼
ば
れ
る
が
、
し
か
し
内
か
ら
見
る
な
ら

ば
〔
愚
か
な
〕
ロ
バ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
唯
一
の
手
立
て
は
、
こ

う
し
た
被
造
的
手
段
の
一
切
の
放
棄
で
あ
る
。

神
を
あ
る
仕
方
で
さ
が
す
人
は
、
そ
の
仕
方
を
手
に
入
れ
る
だ
け
で
、
そ

の
仕
方
の
う
ち
に
隠
れ
る
神
を
と
ら
え
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
神
を
、

い
か
な
る
仕
方
も
な
し
に
さ
が
す
人
は
、
神
を
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
つ
か

む
の
で
あ
る
）
39
（

。

　

た
だ
し
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
神
的
本
性
の
一
義
的
流
出
が
生
起
す
る
場
、

す
な
わ
ち
目
的
因
や
作
動
因
の
沈
黙
と
し
て
の
精
神
の
離
脱
と
い
う
在
り
方
は
、

行
為
の
「
功
徳
・
功
績
」（m

eritum

）
の
無
効
性
を
語
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
、
行
為
そ
の
も
の
の
否
定
で
は
勿
論
な
く
、「
恩
恵
の
た
め
に
〜
を

な
す
」
と
い
う
行
為
の
在
り
方
が
恩
恵
の
働
き
の
障
碍
と
な
る
と
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

　

離
脱
し
た
精
神
の
働
く
わ
ざ
す
べ
て
は
、
そ
れ
ゆ
え
最
高
の
真
理
を
さ
ま
た

げ
る
こ
と
も
な
い
と
語
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
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の
花
は
実
で
あ
る
」
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れ
ゆ
え
、
子
と
共
に
生
き
る
人
は
命
そ
の
も
の
で
あ
り
、
な
ぜ
と
い
う
こ
と
な

し
に
（âne w

arum
be

）
生
き
る
の
で
あ
る
）
40
（

と
離
脱
に
立
っ
た
行
為
の
有
す

る
無
理
由
性
を
語
る
の
で
あ
る
。

私
の
花
は
実
で
あ
る

　

最
後
に
本
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
聖
母
マ
リ
ア
理
解
の
核
心
と
な
っ
て
い
た

「
ル
カ
福
音
書
」（
十
・
三
十
八
）
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
解
釈
を
再
度
彼
の
独
自

な
思
考
パ
タ
ー
ン
に
則
し
て
取
り
上
げ
た
い
と
考
え
る
。

　

ウ
ル
ガ
ー
タ
訳
聖
書
個
所
は
「
イ
エ
ス
が
あ
る
城
（castellum

）
に
入
る

と
マ
ル
タ
と
い
う
女
（m

ulier

）
が
、
イ
エ
ス
を
家
に
迎
え
入
れ
た
」
と
あ
る

と
こ
ろ
を
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
わ
れ
わ
れ
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
あ

る
城
に
入
る
と
、
女
で
あ
る
一
人
の
処
女
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
」
と
ド
イ
ツ
語

で
訳
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
女
」（m

ulier

）
を
「
女
で
あ
る
一

人
の
処
女
」（ein juncvrouw

e, diu ein w
îp w

as

）
と
言
い
換
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
に
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
。

　
「
女
で
あ
る
一
人
の
処
女
」
の
場
合
の
「
女
」
と
は
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら

す
者
で
あ
る
と
先
の
引
用
で
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
産
出
す
る
母
を
語
る
も

の
で
あ
る
の
で
、
処
女
で
あ
り
母
で
あ
る
と
い
う
マ
リ
ア
の
処
女
懐
胎
と
い
う

理
解
が
こ
の
解
釈
の
根
底
に
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。「
処
女
」
と
は
準

備
と
し
て
の
受
容
性
と
い
う
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
な
ら
ば
、「
女
」
と
は
そ

の
実
り
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

処
女
と
女
（
母
）
と
の
同
一
は
原
因
と
結
果
の
一
致
と
し
て
「
私
の
花
は
実

で
あ
る
」（Et flores m

ei fructus

シ
ラ
書
二
十
四
・
二
十
三
）
41
（

）
と
い
う
旧

約
の
ア
ウ
ク
ト
ゥ
リ
タ
ス
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
と
な
る
。

　

こ
れ
を
精
神
に
お
け
る
マ
リ
ア
論
か
ら
見
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
精

神
に
お
い
て
処
女
で
あ
る
こ
と
と
は
、
い
か
な
る
事
物
に
対
し
て
も
我
が
も
の

と
す
る
と
い
う
関
係
性
か
ら
離
れ
る
こ
と
、
自
分
自
身
と
す
べ
て
の
も
の
と
に

囚
わ
れ
な
い
（ledic

）
よ
う
に
な
る
（w

erden

）
と
い
う
離
脱
の
在
り
方
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
否
定
道
（via negativa

）
と
い

う
働
き
の
側
面
が
処
女
性
と
し
て
の
離
脱
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
先
に
み
た
よ
う
に
離
脱
に
は
、
鉛
で
で
き
た
山
が
少
々
の
風
に
は
び
く
と

も
し
な
い
で
不
動
で
あ
る
よ
う
に
、
襲
い
く
る
あ
ら
ゆ
る
愛
や
悲
し
み
、
名
誉

や
、
恥
辱
や
、
誹
謗
に
対
し
て
、
精
神
が
不
動
で
あ
る
こ
と
と
い
う
「
不
動
性
」

と
い
う
側
面
が
あ
り
、
こ
の
精
神
の
不
動
性
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
こ
と
〔
神
は
一
な
る
も
の
で
あ
り
、
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ

と
〕
は
、
わ
た
し
た
ち
が
自
分
自
身
の
内
で
一
な
る
も
の
と
な
り
、
す
べ

て
の
も
の
か
ら
離
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
わ
た
し
た
ち
は
つ
ね
に
不
動
に
し
て
、
神
と

一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
）
42
（

。

す
べ
て
の
も
の
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
離
脱
と
は
常
に
不
動
に
し
て
神
と
一
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で
あ
る
境
位
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　

神
と
一
で
あ
る
境
位
と
は
先
の
否
定
道
（via negativa

）
と
い
う
働
き
・

生
成
の
側
面
と
は
異
な
る
、
完
成
さ
れ
た
状
態
・
存
在
の
側
面
を
表
す
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
も
の
に
囚
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
を
原
因
と
し
て
、

神
と
一
つ
に
な
る
結
果
が
招
来
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
も

の
に
囚
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
と
は
神
と
一
つ
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
原
因

と
結
果
の
一
致
が
離
脱
と
い
う
概
念
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
私
の

花
は
実
で
あ
る
」
と
い
う
旧
約
の
言
葉
が
指
し
示
し
て
い
る
事
態
で
あ
る
。

　

原
因
と
結
果
の
一
致
と
い
う
思
惟
の
枠
組
み
構
造
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
神
学

の
基
礎
を
提
供
す
る
「
本
質
的
始
原
論
」（D

ie Lehre von principium
 

essential

）
で
説
か
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。

　
「
初
め
に
神
は
天
地
を
創
造
さ
れ
た
」、「
初
め
に
言
葉
が
あ
っ
た
」
こ
の
初

め
は
神
が
知
性
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
在
り
、
ペ
ル
ソ
ナ
の
発
出
が
あ
り
、

万
物
が
創
造
さ
れ
る
同
じ
「
始
原
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
こ
の
始
原
（principium

）
は
同
時
に
終
焉
（finis
）
で

あ
る
と
し
、
先
の
「
私
の
花
は
実
で
あ
る
」（Et flores m

ei fructus
シ
ラ

書
二
十
四
・
二
十
三 

）
と
い
う
旧
約
の
言
葉
を
持
っ
て
語
る
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
紙
幅
も
尽
き
た
の
で
詳
細
を
展
開
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
が
、
始

原
と
終
焉
の
一
致
は
ま
た
原
因
と
結
果
の
一
致
と
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
惟

の
随
所
に
枠
組
み
構
造
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
43
（

。

注

（
1
）　
「
原
福
音
書
（
プ
ロ
ー
ト
エ
ウ
ア
ン
ゲ
リ
オ
ン
）」
と
は
福
音
書
の
原
型
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、「
プ
ロ
ー
ト
ス
」
と
は
こ
こ
で
は
「
以
前
の
、
先
行
す
る
」
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
正
典
福
音
書
が
記
述
し
て
い
る
イ
エ
ス
の
誕
生
に
先
行
す
る
出
来
事
を
記
述

し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
、「
い
と
も
聖
な
る
、
神
の
母
に
し
て

永
遠
の
処
女
な
る
マ
リ
ア
の
誕
生
の
物
語
」
と
い
う
副
題
が
示
す
よ
う
に
、
マ
リ
ア
の

誕
生
、
神
殿
で
の
養
育
、
神
託
に
よ
る
ヨ
セ
フ
と
の
縁
組
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
近
郊
の
洞
窟

で
の
イ
エ
ス
の
出
産
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
初
期
キ
リ
ス
ト
教
文
学
の
代
表
的
作

品
の
一
つ
で
あ
り
、
史
的
マ
リ
ア
の
資
料
に
は
も
ち
ろ
ん
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

キ
リ
ス
ト
教
芸
術
の
テ
ー
マ
源
泉
と
し
て
極
め
て
重
要
な
作
品
と
い
え
る
。
荒
井
献
編
、

講
談
社
文
芸
文
庫
『
新
約
聖
書
外
典
』、
八
木
誠
一
「
ヤ
コ
ブ
原
福
音
書
」
解
説
、
四

七
二
頁
参
照
。

（
2
）　K

laus Schreiner, M
A
R
IA

 Jungfrau, M
utter, H

errsherin, M
ünchen/W

ien, 

1994, S.41f.

内
藤
道
夫
訳
『
マ
リ
ア　

処
女
・
母
親
・
女
主
人
』、
二
〇
〇
〇
年
、
法

政
大
学
出
版
局
、
三
十
六
頁
参
照
。

（
3
）　

ア
タ
ナ
シ
オ
ス
『
言
（
ロ
ゴ
ス
）
の
受
肉
』
五
十
四
（
三
）
小
高
毅
訳
『
中
世
思
想

原
典
集
成
２
盛
期
ギ
リ
シ
ア
教
父
』
平
凡
社
、
一
三
四
頁
。
更
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
語

ら
れ
て
い
る
。「
神
の
子
が
人
と
な
っ
た
の
は
、
ア
ダ
ム
の
子
ら
を
神
の
子
ら
に
せ
し

め
る
た
め
で
あ
っ
た
。（
…
）
実
に
、
神
の
子
は
死
を
も
味
わ
っ
た
。（
…
）
そ
れ
は
人

の
子
ら
が
霊
に
従
っ
て
、
彼
ら
の
父
で
あ
る
神
に
よ
り
、
神
の
生
命
に
あ
ず
か
る
者
と

せ
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
は
本
性
に
よ
っ
て
神
の
子
で
あ
る

が
、
私
た
ち
は
恩
恵
に
よ
っ
て
神
の
子
ら
で
あ
る
」（A

thanasius, D
e incarnatione 

et contra A
rianos 8, PG 26, 996A

-B.

）。

（
4
）　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
はM

eister E
ckhart, D

ie deutschen und latein-

ischen W
erke, hrsg. im

 A
uftrage der D

eutschen Forschungsgem
einschaft, 

Stuttgart, 1936ff.

を
使
用
（D

eutsche W
erke = D

W
, Lateinische W

erke = 

LW

）。
節
番
号
は
こ
れ
に
従
い
、D

W
, LW

の
巻
、
頁
、
行
を
示
し
た
。
な
お
日
本

語
訳
は
ド
イ
ツ
語
説
教
・
論
述
は
田
島
編
訳
岩
波
文
庫
『
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
説
教
集
』
一



「
私
の
花
は
実
で
あ
る
」

（27）970

九
九
〇
年
を
、
ま
た
ラ
テ
ン
語
著
作
は
中
山
善
樹
訳
『
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
ラ
テ
ン
語
著
作

集
』
Ⅰ
│
Ⅴ
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
八
│
二
〇
一
二
年
を
ま
た
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神

学
大
全
』
は
創
文
社
版
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
は
適
宜
変
更
し
て
い
る
。
ま
た
聖
書
引

用
は
日
本
聖
書
協
会
刊
行
の
『
聖
書　

新
共
同
訳
│
旧
約
聖
書
続
編
つ
き
』
の
訳
文
を

原
則
用
い
た
。Pr.29; D

W
II, 84, 1-3: W

ar um
be ist got m

ensche w
orden? 

D
ar um

be, daz ich got geborn w
ürde der selbe. D

ar um
be ist got gestor-

ben, daz ich sterbe aller der w
erlt und allen geschaffenen dingen.

（
5
）　Pr.5b

、D
W

I, 93, 6-94, 1: Ganc dîn selbes alzem
âle ûz durch got, sô gât 

got alzem
âle sîn selbes ûz durch dich. D

â disiu zw
ei ûzgânt, sw

az dâ blî-

bet, daz ist ein einvalttgez ein. In disem
 ein gebirt der vater sînen sun in 

dem
 innersten gequelle.

（
神
の
た
め
に
あ
な
た
自
身
か
ら
完
全
に
離
れ
よ
。
そ
う

す
れ
ば
神
は
あ
な
た
の
た
め
に
自
分
自
身
か
ら
完
全
に
離
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者

が
完
全
に
離
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
ひ
と
つ
の
単
純
な
一
で
あ
る
。
こ
の
一
な

る
も
の
に
お
い
て
、
父
は
そ
の
子
を
最
内
奥
の
泉
に
生
む
）。

（
6
）　V

on abegesch.; D
W

V
, 400, 4-6: w

elhiu diu hœ
hste und diu beste tugent 

sî, dâ m
ite der m

ensche sich ze gote allerm
eist und aller nrehest gevüe-

gen m
üge und m

it der der m
ensche von gnâden w

erden m
üge, daz got 

ist von natûre, und dâ m
ite der m

ensche aller glîchest stände dem
 bilde, 

als er in gote w
as, in dem

 zw
ischen im

 und gote kein underscheit w
as, ê 

daz got die crêatûre geschuof. U
nd sô ich alle die geschrift durchgründe, 

als verre m
în V

ernunft erziugen und bekennen m
ac, sô envinde ich niht 

anders, w
an daz lûteriu abegescheidenheit ob allen dingen sî,

（
7
）　In Ioh. LW

III, n.31, 25

、1-2: V
el apud ipsum

, quia sem
per actu intelligit, 

et intelligendo gignit rationem
;

（
ロ
ゴ
ス
は
神
と
と
も
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

ロ
ゴ
ス
は
絶
え
ず
そ
の
現
実
態
に
お
い
て
知
性
認
識
し
、
そ
の
よ
う
に
知
性
認
識
す
る

こ
と
で
理
念
を
生
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
）。

（
8
）　

田
島
「
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
本
質
的
始
原
論
」、『
中
世
に
お
け
る
信
仰

と
知
』
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編　

知
泉
書
館
二
〇
一
三
年
、
三
四
五
│
三
七
一

頁
参
照
の
こ
と
。

（
9
）　In G

en. I, n.7. LW
I, 2, 65, 8-12: Rursus tertio principium

, in quo deus 

creavit caelum
 et terram

, est prim
um

 nunc sim
plex aeternitatis, ipsum

, 

inquam
, idem

 nunc penitus, in quo deus est ab aeterno, in quo etiam
 est, 

fuit et erit aeternaliter personarum
 em

anatio. A
it ergo M

oyses deum
 

caelum
 et terram

 creasse in principio absolute prim
o, in quo deus ipse 

est, sine quolibet m
edio et intervallo.

田
島
「
永
遠
の
第
一
の
単
一
な
る
今
（pri-

m
um

 nunc sim
plex aeternitatis

）
│
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
永
遠
理
解

│
」『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
第
九
十
八
号
、
早
稲
田
大
学
哲
学
会
二
〇
一
一
年
、
一
│

二
一
頁
参
照
の
こ
と
。

（
10
）　Pr.53; D

W
II, 528, 5-6: Sw

enne ich predige, sô pflige ich ze sprechenne 

von abegescheidenheit und daz der m
ensche ledic w

erde sin selbes und 

aller dinge.

（
11
）　Lexer

の
辞
書
に
よ
れ
ば
、eigenschaft

は
現
代
ド
イ
ツ
語
で
は
、Eigenntum

, 

Besitz (gegens. zu lêhen), Eigentüm
lichkeit, Eigensinn,

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

（
12
）　V

gl. Pr.28; D
W

, 63, 3-6

（
13
）　Pr.4; D

W
I, 69, 8-70, 4: A

lle crêatûren sint ein lûter niht. Ich spriche 

niht, daz sie kleine sîn oder iht sîn: sie sint ein lûter niht. Sw
az niht 

w
esens enhât, daz enist niht. A

lle crêatûren hânt kein w
esen, w

an ir 

w
esen sw

ebet an der gegenw
erticheit gotes. K

êrte sich got ab allen 

crêatûren einen ougenblik, sô w
ürden sie ze nihte.

（
14
）　V

gl. Pr.52; D
W

II, 489, 3-6: (D
isen sin enverstânt etlîche liute niht w

ol;) 

daz sint die liute, die sich behaltent m
it eigenschaft in penitencie und 

ûzw
endiger üebunge, daz die liute vür grôz ahtent. D

es erbarm
e got, daz 

die liute alsô kleine bekennent der götlîchen w
ârheit! D

ise m
enschen hei-

zent heilic von den ûzw
endigen bilden; aber von innen sint sie esel, ( …

).

（
15
）　V

on abegesch. D
W

V
, 411, 12-412, 3

（
16
）　
「 

ド
イ
ツ
語
説
教
一
」
参
照
の
こ
と
。
邦
訳
は
田
島
編
訳
岩
波
文
庫
『
エ
ッ
ク
ハ
ル



969（28）

ト
説
教
集
』
十
一
│
二
十
二
頁
参
照
の
こ
と
。

（
17
）　Pr.22; D

W
I, 375, 10-376, 5: Ich spriche: und h (te M

ariâ niht von (rste 

got geistlîche geborn, er enw
 (re nie lîplîche von ir geborn w

orden. ( …
)  

D
az ist gote w

erder, daz er geistlîche geborn w
erde von einer ieglîchen 

juncvrouw
en oder von einer ieglîchen guoten sêle, dan daz er von M

ariâ 

lîplîche geborn w
art.

（
18
）　In Ioh. n.286; LW

III, 239, 8-15: Sciendum
 ergo quod nuptiae distinguun-

tur triplices: prim
o corporales, et istae habent patrem

 et m
atrem

 in hoc 

m
undo. D

e istis hie ad litteram
 scribitur: nuptiae factae sunt. Secundo 

sunt nuptiae inter deum
 et nostram

 naturam
, et istae habent patrem

 in 

caelo, sed m
atrem

 in hoc m
undo. D

e quibus scribitur: ‘verbum
 caro fac-

tum
 est ’. T

ertio sunt nuptiae inter deum
 et anim

am
, de quibus scribitur: 

‘et habitavit in nobis ’. Istae nuptiae non habent patrem
 nee m

atrem
 in 

hoc m
undo, secundum

 illud infra loh. 14: ‘princeps m
undi huius in m

e non 

habet quidquam
’,

（
19
）　Cf. ibid. n.292, 13-14

（
20
）　Cf. ibid. n.288, 12-13

（
21
）　Intravit Iesus in quoddam
 castellum

 et m
ulier quaedam

, M
artha 

nom
ine, excepit illum

 in dom
um

 suam
.

（
22
）　Pr.2; D

W
I,24,5-6 : von einer juncvrouw

en, diu ein w
îp w

as

（
23
）　V

gl. Ibid. 24, 8-25, 2

（
24
）　Ibid. 25, 6-26, 3: W

æ
re ich alsô vernünftic, daz alliu bilde vernünfticli-

che in m
ir stüenden, diu alle m

enschen ie enpfiengen und diu in gote 

selber sint, w
æ
re ich der âne eigenschaft, daz ich enkeinez m

it eigen-

schaft hæ
te begriffen in tuonne noch in lâzenne, m

it vor noch m
it nâch, 

m
êr: daz ich in disem

 gegenw
ertigen nû vrî und ledicstüende nâch dem

 

liebesten w
illen gotes und den ze tuonne âne underlâz, in der w

ârheit sô 

w
æ
re ich juncvrouw

e âne hindernisse aller bilde als gew
æ
rlîche, als ich 

w
as,dô ich niht enw

as.

（
25
）　Ibid. 26, 5-6

（
26
）　V

gl. Pr.52; D
W

II, 489, 3-6

（
27
）　Pr.2; D

W
I, 27, 1-9: D

az nû der m
ensche iem

er m
ê juncvrouw

e w
sere, 

sô enkæ
m
e keine vruht von im

. Sol er vruhtbeere w
erden, sô m

uoz daz 

von nôt sîn, daz er ein w
îp sî. W

îp ist daz edelste w
ort, daz m

an der sêle 

zuo gesprechen m
ac, und ist vil edeler dan juncvrouw

e. D
az der m

ensche 

is got enpfaehet in im
, daz ist guot, und in der enpfenclicheit ist er 

m
aget. D

az aber got vruhtbeerlich in im
 w

erde, daz ist bezzer; w
an 

vruhtbaerkeit der gâbe daz ist aleine dankbæ
rkeit der gâbe, und dâ ist 

der geist ein w
îp in der w

iderbernden dankbæ
rkeit, dâ er gote w

iderge-

birt Jêsum
 in daz veterlîche herze.

（
28
）　V

gl. ibid; D
W

I, 31, 1-4

（
29
）　V

gl. ibid; D
W

I, 31, 6-8

（
30
）　V

gl. ibid; D
W

I, 39, 1-4

（
31
）　V

gl. ibid; D
W

I, 41, 1-2

（
32
）　V

gl. ibid; D
W

I, 43, 1

（
33
）　V

gl. ibid; D
W

I, 43, 3-4

（
34
）　V

gl. ibid; D
W

I, 43, 6

（
35
）　V

gl. ibid; D
W

I, 44, 1

（
36
）　V

gl. ibid; D
W

I, 44, 3

（
37
）　Pr.5b; D

W
1, 90, 8: H

ie ist gotes grunt m
în grunt und m

în grunt gotes 

grunt.
（
38
）　

田
島
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
人
間
本
姓
理
解
│
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
い
う
観
点
か
ら
│
」

『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
第
一
〇
三
号
、
一
│
二
十
二
頁
、
二
〇
一
六
年
参
照
の
こ
と
。

（
39
）　Pr.5b; D

W
I, 91, 7-9: W

an sw
er got suochet in w

îse, der nim
et die w

îse 

und lât got, der in der w
îse verborgen ist. A

ber sw
er got suochet âne 

w
îse, der nim

et in, als er in im
 selber ist;
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る
」

（29）968

（
40
）　V

gl. Pr.5b; D
W

I, 91, 9-92,3

こ
の
「
な
ぜ
と
い
う
こ
と
な
し
に
生
き
る
」
と
い

う
言
説
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
始
原
は
同
時
に
終
焉
で
あ
る
」
と
い
う
「
始
原
論
」
に

神
学
的
基
礎
を
持
っ
て
い
る
。
田
島
照
久
「
ド
イ
ツ
神
秘
思
想
に
お
け
る
時
間
把
握
│

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
瞬
間
論
」
甚
野
・
益
田
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
時

間
意
識
』
二
〇
一
二
年
、
知
泉
書
館
、
一
六
七
│
一
九
二
頁
参
照
の
こ
と
。

（
41
）　Biblia vulgata, Ecclesiasticus 24

・23

（
42
）　Pr.21; D

W
I, 358, 1-2: D

az m
einet, daz w

ir ein suln sîn in uns selben 

und gesundert von allem
, und stæ

te unbew
eget suln w

ir m
it gote ein sîn.

（
43
）　

田
島
「
永
遠
の
第
一
の
単
一
な
る
今
（prim

um
 nunc sim

plex aeternitatis

）

│
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
永
遠
理
解
│
」、『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
第
九
十
八

号
、
早
稲
田
大
学
哲
学
会
、
一
│
二
十
一
頁
、
二
〇
一
一
年
参
照
の
こ
と
。


