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超
越
を
認
識
す
る
た
め
の
人
間
学
的
な
前
提

-
|
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
に
お
け
る
超
越
の
認
識

;宋

井

朗

智

問
題
設
定

世
俗
化
し
、
無
神
論
的
な
世
界
観
に
直
面
し
て
人
間
は
な
お
神
に
つ
い
て
語
り
得
る
の
か
。
ま
た
人
間
は
い
か
に
し
て
神
を
認
識
し
得
る

の
か
。
そ
れ
が
二

O
世
紀
の
神
学
史
に
お
け
る
神
認
識
の
問
題
の
前
提
に
あ
っ
た
根
本
問
題
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

二
O
世
紀
の
神
学
史
の
動
向
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
統
一
視
点
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
も
、
共
通
の
傾
向
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
も

為、、
A

。

中
心
】

}
V二

O
世
紀
の
神
学
史
に
お
け
る
神
認
識
の
問
題
を
類
型
化
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
な
三
通
り
の
類
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
行
。
す
な
わ
ち
第
一
の
類
型
は
こ
の
間
題
に
対
し
て
「
神
学
を
徹
底
的
に
人
間
学
に
解
消
す
る
」
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
認
識

の
人
間
学
的
な
基
盤
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
第
二
の
類
型
は
「
神
学
を
徹
底
的
に
人
間
学
か
ら
自
律
さ
せ
る
」
方
法
で
あ

、

h
Hノ

一
九
世
紀
に
完
成
し
た
人
間
学
的
な
、
あ
る
い
は
心
理
学
的
な
無
神
論
か
ら
の
批
判
、
他
方
で
形
而
上
学
批
判
に
対
応
す
る
た
め
に
生

み
出
さ
れ
た
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
啓
示
神
学
の
形
態
で
あ
る
。
第
三
の
類
型
は
両
者
の
「
調
停
の
道
」
と
し
て
の
「
人
間
学
を
基
礎
学
と
す
る

超越を認識するための人間学的な前提461 



神
学
の
再
構
築
」
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
。

第
一
の
類
型
は
、
二

O
世
紀
神
学
に
と
っ
て
の
一
九
世
紀
神
学
の
見
方
で
あ
り
、

一
九
世
紀
の
神
学
が
完
全
な
意
味
で
そ
の
よ
う
な
も
の
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で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
第
一
の
類
型
は
そ
の
意
味
で
は
二

O
世
紀
神
学
が
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

(2) 

え
た
仮
想
の
批
判
対
象
の
総
称
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
の
類
型
は
カ

1
ル
・
バ
ル
ト
の
立
場
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
バ
ル
ト
自
身
や
バ
ル
ト
主
義
者
が
考
え
た
程
に
は
成
功

し
て
は
い
な
い
こ
と
、

そ
し
て
バ
ル
ト
の
試
み
は
、
結
局
は
第
三
の
類
型
に
限
り
な
く
接
近
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
バ
ル
ト
以
後
の
神
学
史
に
お
い
て
、

バ
ル
ト
の
問
題
点
を
意
識
し
な
が
ら
、
第
二
の
類
型
を
よ
り
徹
底
的
に
追
求
し
よ
う
と
し

た
神
学
が
な
か
っ
た
な
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
エ
パ
ハ
ル
ト
・
ユ
ン
ゲ
ル
の
立
場
が
そ
れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

ユ
ン
ゲ
ル
が
一
九
七

七
年
の
『
世
界
の
秘
儀
と
し
て
の
神

l
l
有
神
論
と
無
神
論
と
の
間
で
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
者
の
神
学
の
基
礎
付
け
に
つ
い
て
』
の
中
で

試
み
た
こ
と
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
二

O
世
紀
を
回
顧
す
る
な
ら
ば
、

「
無
神
論
の
上
に
も
、
最
近
の
神
学
の
上
に
も
、
同

じ
よ
う
に
神
を
思
惟
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
暗
い
影
が
お
お
っ
て
い
る
。
信
仰
も
不
信
仰
も
い
ず
れ
も
こ
の
影
を
運
命
と
見
な

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
形
而
上
学
の
歴
史
の
果
て
に
、
神
は
思
惟
不
可
能
に
な
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
本
書
が
提
示
し
よ
う
と
し

ま
さ
に
こ
の
仮
象
と
対
決
す
る
こ
と
な
の
で
あ
れ
)
」
。
こ
の
対
決
の
道
を
ユ
ン
ゲ
ル
は

て
い
る
こ
と
は
、

「
神
学
を
人
間
学
か
ら
徹
底
的
に

自
律
さ
せ
る
」
と
い
う
バ
ル
ト
の
方
法
を
さ
ら
に
徹
底
化
す
る
こ
と
で
試
み
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
こ
の
問
題
状
況
に
対
し
て
人
間

学
の
再
構
築
で
は
な
く
、
神
学
の
再
構
築
か
ら
始
め
た
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
神
の
人
間
性
の
経
験
か
ら
神
に
つ

(4) 

い
て
語
る
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
て
、
神
に
つ
い
て
の
明
白
な
言
述
に
基
づ
い
て
こ
の
神
を
再
び
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
と
取
り
組
む
」
。

(5) 

そ
れ
は
バ
ル
ト
の
啓
示
神
学
を
こ
の
間
題
状
況
の
中
に
翻
訳
し
、
再
構
築
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
の
立
場
に
つ
い
て
は
、

ま
さ
に
多
様
な
形
態
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば

E
・
ブ
ル
ン
ナ
!
の

「
結
合
点
」
、

い
わ
ゆ
る

自
然
神
学
論
争
後
の
密
か
な
修
正
を
試
み
た

K
・
バ
ル
ト
、

p
・パ

l
ガ
l
の

「
日
常
に
お
け
る
超
越
の
シ
グ
ナ
ル
の
発
見
」
、

W
・
パ
ネ



ン
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
の

「
歴
史
と
し
て
の
啓
示
」

さ
ら
に
は

J
・
モ

と
い
う
構
造
や
「
神
学
の
基
礎
学
と
し
て
の
人
間
学
」

と
い
う
構
想
、

ル
ト
マ
ン
の

「
先
取
り
概
念
」
も
自
然
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
再
構
築
、

そ
し
て

P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
シ
ン
ボ
ル
論
も
こ
の
類
型
に
属
す
る

議
論
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

世
俗
化
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
神
認
識
と
い
う
課
題
は
、
具
体
的
な
状
況
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
こ
の
類
型
に

共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
ブ
ル
ン
ナ

l
が

「
神
学
の
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
」
あ
る
い
は

「
神
学
の
問
題
と

し
て
の
『
結
合
点
』
へ
の
問
い
」
に
お
い
て
取
り
組
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
自
己
を
啓
示
す
る
神
の
主
体
性
を
前
提
と
し
た
上
で
、
人

聞
の
問
い
か
ら
出
発
す
る
神
学
、
認
識
能
力
の
問
題
、
正
確
に
は
神
認
識
の
前
提
を
人
間
は
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
人
聞
は
神
を
認
識
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
伝
統
的
な
聞
い
で
あ
る
と
同
時
に
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
に
よ
れ
ば
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
実

践
的
な
課
題
と
し
て
緊
急
の
問
題
」

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
世
俗
化
と
無
神
論
と
が
世
界
の
舞
台
か
ら
神
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
奪
い

取
っ
た
後
で
、
人
間
が
い
か
に
し
て
神
に
つ
い
て
考
え
、
認
識
し
得
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
大
き
な
、
緊
急
を
要
す
る
具
体
的
な
課
題
で

(6) 

あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ブ
ル
ン
ナ

i
は
そ
の
よ
う
な
課
題
を
総
し
て
「
神
学
に
お
け
る
論
争
術
的
な
課
題
」
と
呼
ん
だ
。

の

「
論
述
的
な
課
題
」

そ
れ
故
に
、

の
舞
台
は
人
間
の
問
題
と
の
取
り
組
み
で
あ
り
、
具
体
的
に
は

「
人
間
学
」
に
あ
る
と
考
え
た
。

こ
の
「
人
間
学
こ
そ
、
人
間
の
自
己
自
身
の
理
解
の
場
で
あ
り
、

そ
れ
は
信
仰
と
非
信
仰
と
の
共
通
の
基
盤
で
あ
る
」
と
プ
ル
ン
ナ

i
は
言

う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
人
間
学
と
い
う
舞
台
で
、
「
人
間
が
自
己
自
身
を
正
し
く
理
解
し
得
る
の
は
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
こ
と
、

人
間
は
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
が
ひ
そ
か
に
憧
れ
、
求
め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
論
争
術
的
神
学
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ブ
ル
ン
ナ

l
は
こ
の
課
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、

そ
れ
を
「
結
合
点
」
を
め
ぐ
る
問
題
と
呼
ん
だ
。
論
争
術
的
神
学
は
こ

の

「
結
合
点
」

「
結
合
点
」

の
問
題
を
人
間
学
と
い
う
い
わ
ば
人
間
の
問
題
を
扱
い
得
る
共
通
の
舞
台
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

の
問
題
こ
そ
、

「
自
然
神
学
論
争
」

へ
と
至
る
こ
と
に
な
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
と
の
い
わ
ゆ
る

超越を認識するための人間学的な前提463 



「
結
合
点
」

そ
れ
は
よ
り
一
般
化
し
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

と
は
神
認
識
の
可
能
性
の
地
平
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ン
ナ

l
は

「
人
間
は
い
か
に
し
て
神
を
認
識
し
得
る
の
か
」

と
い
う
問
題
で
も
あ

る
通
り
で
あ
る
。

る
。
あ
る
い
は

464 

こ
の
よ
う
な
人
間
の
神
認
識
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
を
総
称
し
て

う
な
プ
ル
ン
ナ

1
の
用
語
法
を
踏
襲
し
、
神
学
に
お
い
て
、
人
間
の
神
認
識
能
力
や
人
間
の
潜
在
的
な
能
力
を
か
ら
出
発
し
て
神
認
識
へ
と

「
人
間
学
」

と
呼
ん
で
い
る
。

そ
れ
故
に
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
よ

至
ろ
う
と
す
る
努
力
を
、
神
学
に
お
け
る
人
間
学
的
な
課
題
、
あ
る
い
は
人
間
学
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
二

O
世
紀
に
お
け
る
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
神
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
ル

1
ド
ル
フ
・
プ
ル
ト
マ
ン
は

こ
の
類
型
で
言
う
な
ら
ば
、

ど
こ
に
位
置
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、
彼
の
試
み
は
第
三
の
類
型
に
含
ま
れ
る

と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
プ
ル
ン
ナ
!
と
同
時
代
に
あ
っ
て
、
ブ
ル
ン
ナ
!
と
は
違
っ
た
第
三
の
類
型
を
展
開
し
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
彼
の
神
学
的
認
識
論
は
、

ど
の
よ
う
な

意
味
で
第
三
の
類
型
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

ブ
ル
ト
マ
ン
が
二

O
世
紀
神
学
史
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
整
理
し
、
位
置
付
け
る
こ
と
は
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
自
身

し
ば
し
ば
そ
う
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
彼
の
神
学
的
な
立
場
は
一
九
世
紀
、
ド
イ
ツ
神
学
の
遺
産
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
歴
史
主
義
的
な
神
学
か
ら

は
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

一
般
的
に
は
そ
う
見
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
わ
ゆ
る
弁
証
法
神
学
者
た
ち
の
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
立
場
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
弁
証
法
神
学
」

と
は
私
見
に
よ
れ
ば
特
定
の
時
期
の
バ
ル
ト
と
ゴ

l
ガ
ル
テ
ン
の
奇

跡
的
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
神
学
的
一
致
の
こ
と
で
あ
り
、
神
の
言
葉
の
神
学
と
は
こ
れ
も
ま
た
あ
る
特
定
の
時
期
の
プ
ル
ン
ナ
!
と
バ

ル
ト
、
あ
る
い
は
プ
ル
ト
マ
ン
と
バ
ル
ト
の
共
同
戦
線
を
さ
し
て
は
い
る
が
、
永
続
的
に
は
バ
ル
ト
と
ト
ゥ
ル
ナ
イ
ゼ
ン
と
の
神
学
的
な
傾

向
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
プ
ル
ト
マ
ン
は
い
わ
ゆ
る
一
九
世
紀
の
神
学
的
な
遺
産
に
批
判
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
神

学
者
の
ひ
と
り
に
数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
神
学
的
な
立
場
を
二

O
世
紀
の
神
学
史
の
中
に
位
置
付
け
る
場
合
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
彼
は
二

O
世
紀
の
神
学
者
か
ら
見
れ
ば
、

一
九
世
紀
の
神
学
の
遺
産
の
継
承
者
な
の
で
あ
り
、

一
九
世
紀
の
神
学
者
か
ら
見
れ



lま

一
九
世
紀
の
遺
産
の
解
体
者
な
の
で
あ
託
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
プ
ル
ト
マ
ン
が
聖
書
学
の
研
究
を
超
え
て
神
学
研
究
全
体
に
与
え
た

影
響
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
お
い
て
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
が
、

そ
の
仕
事
の
性
格
に
つ
い
て
の
暫
定
的
な
位
置
付
け

を
試
み
る
こ
と
が
本
論
の
課
題
で
あ
る
。

ブ
ル
ト
マ
ン
は
既
に
既
に
通
り
、
聖
書
学
者
で
あ
り
、
文
献
学
的
な
研
究
に
お
い
て
二

O
世
紀
の
四

0
年
代
、
五

0
年
代
の
ド
イ
ツ
語
神

学
界
に
お
い
て
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
他
方
で
彼
の
解
釈
学
や
方
法
論
は
聖
書
学
の
分
野
を
超
え
て
広
い
影
響
力
を
持
っ
て

い
た
。
「
脱
神
話
化
」
と
い
う
衝
撃
的
な
名
前
の
故
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
議
論
を
捲
き
起
こ
し
た
言
葉
も
、
そ
れ
が
聖
書
解
釈
学
の
方

法
で
あ
り
、
「
実
存
論
的
解
釈
」
と
置
き
換
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
「
人
間
論
的
還
元
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な

(8) 

通
り
、
そ
れ
は
聖
書
の
解
釈
学
で
あ
る
と
同
時
に
、
広
義
の
解
釈
学
的
な
課
題
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
プ
ル
ト
マ
ン
の
聖

書
学
を
超
え
る
神
学
的
な
影
響
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
神
学
的
な
傾
向
を
「
解
釈
学
的
な
神
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
の
見
方
は
正
し

い
。
ひ
と
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
聖
書
学
を
超
え
た
、
広
義
の
神
学
史
全
般
へ
の
影
響
力
を
、
「
非
合
理
的
な
神
話
の
時
代
に
お
け
る
合
理
的
な

解
釈
学
の
提
供
」
と
い
う
点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
彼
は
近
代
世
界
に
お
け
る
超
越
の
次
元
の
認
識
の
可
能
性
と

取
り
組
ん
だ
神
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
、

そ
の
方
法
論
は
超
越
の
認
識
、
あ
る
い
は
神
認
識
に
お
け
る
人
間
学
的
な
基
礎
の
確
立
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
彼
の
「
脱
神
話
化
」

H

「
実
存
論
的
解
釈
」
の
根
本
的
な
課
題
と
な
っ
た
。

そ
れ
故
に
彼
の
神
学
的
認
識
論
は

既
に
述
べ
た
類
型
で
い
う
な
ら
ば
、
三
番
目
の
類
型
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
論
で
は
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
は
必
ず
し
も
体
系
的

に
は
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
て
く
れ
て
い
な
い
彼
の
神
学
的
認
識
論
の
再
構
成
し
、

そ
の
射
程
と
問
題
点
と
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

超越を認識するための人間学的な前提465 



466 

ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
、

あ
る
い
は
「
脱
神
話
化
」
の
政
治
的
な
次
元

1
)
弁
証
法
神
学
と
自
由
主
義
神
学
と
の
間
に
あ
る
ブ
ル
ト
マ
ン

ブ
ル
ト
マ
ン
の
二

O
世
紀
神
学
史
に
お
け
る
位
置
を
「
確
定
す
る
」
こ
と
は
こ
の
論
文
の
課
題
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ブ
ル
ト

マ
ン
が
弁
証
法
神
学
者
の
ひ
と
り
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
事
実
『
時
の
間
』
に
寄
稿
す
る
程
こ
の
運
動
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。

そ
の
視
点
か
ら
、
ま
た
神
認
識
の
問
題
に
限
定
し
て
プ
ル
ト
マ
ン
の
仕
事
を
検
討
し
て
み
た
い
。

プ
ル
ト
マ
ン
の
弁
証
法
神
学
者
と
し
て
の
立
場
を
カ

1
ル
・
バ
ル
ト
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ト
マ
ン

は
バ
ル
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ
た
し
は
|
|
そ
れ
ら
は
と
り
わ
け
平
行
関
係
を
も
っ
た
推
移
で
あ
っ
た

の
だ
が
、
|
|
現
代
の
神
学
及
び
哲
学
に
お
け
る
重
要
な
推
移
を
、
身
を
も
っ
て
生
き
て
き
た
。

一
九
一
九
年
に
カ

1
ル
・
バ
ル
ト
の
『
ロ

ー
マ
書
註
解
』
が
あ
ら
わ
れ
、

一
九
二

0
年
代
は
じ
め
か
ら
バ
ル
ト
の
影
響
が
神
学
的
な
著
作
の
上
に
着
々
と
増
大
し
て
き
た
。

一
九
二

O

年
に
は
ゴ

l
ガ
ル
テ
ン
が
『
キ
リ
ス
ト
教
世
界
』
の
読
者
大
会
で
『
わ
れ
わ
れ
の
文
化
の
危
機
』
と
題
し
て
講
演
を
し
、

一
九
二
三
年
か
ら

は
間
も
な
く
『
弁
証
法
神
学
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
新
し
い
神
学
運
動
の
機
関
誌
と
し
て
バ
ル
ト
、
ゴ

1
ガ
ル
テ
ン
、
ト
ゥ
ル
ナ
イ
ゼ
ン
な
ど

(9) 

に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
雑
誌
『
時
の
間
』
が
刊
行
さ
れ
た
」
。
私
は
ま
ず
「
『
自
由
主
義
神
学
と
最
近
の
神
学
運
動
』
、
続
い
て
『
新
約
学
に

(
叩
)

対
す
る
『
弁
証
法
神
学
』
の
意
義
』
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
、
こ
の
神
学
運
動
と
の
議
論
に
参
加
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
。

(
日
)

際
に
『
時
の
間
』
に
も
寄
稿
し
た
」
。
こ
の
よ
う
に
ブ
ル
ト
マ
ン
は
確
か
に
バ
ル
ト
が
は
じ
め
た

(ロ)

学
運
動
に
賛
同
し
た
神
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。

「
ま
た
実

「
ワ
イ
マ

1
ル
の
フ
ロ
ン
ト
世
代
」

の
神



そ
れ
で
は
プ
ル
ト
マ
ン
は
こ
の
神
学
運
動
の
ど
の
よ
う
な
点
に
共
鳴
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
プ
ル
ト
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
新
し
い
神
学
運
動
で
は
、
わ
た
し
自
身
も
そ
こ
か
ら
出
た
も
の
な
の
だ
が
、
『
自
由
主
義
』
神
学
に
対
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
宗

教
史
的
な
現
象
で
も
、
『
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
』
に
基
づ
く
も
の
で
も
な
く
、

し
た
が
っ
て
神
学
は
そ
れ
を
宗
教
史
的
・
文
化
史
的
な
現
象

と
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
私
に
は
思
え
た
」
。
ま
た
こ
れ
ら

の
自
由
主
義
神
学
に
対
し
て
「
こ
の
新
し
い
神
学
は
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
人
間
と
出
会
う
、
超
越
的
な
神
の
言
に
対
す
る
応
答
で
あ
り
、

(
日
)

と
い
う
点
を
正
し
く
見
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
」
。
以

神
学
は
こ
の
神
の
言
と
、

そ
れ
と
出
会
わ
さ
れ
た
人
間
と
を
取
り
扱
う
べ
き
だ
、

上
の
点
で
は
ブ
ル
ト
マ
ン
は
弁
証
法
神
学
者
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
違
和
感
を
感
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
こ
の

神
学
運
動
、

そ
し
て
自
分
の
神
学
的
な
立
場
の
特
質
に
つ
い
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
既
述
の
点
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
神
認
識
に
お
け
る
新
し
い
立
場
と
彼
自
身
考
え
て
い
た
も
の
で
も
あ
る
。

し
か
し
ブ
ル
ト
マ
ン
の
場
合
は
、
こ
こ
に
留
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
ル
ト
マ
ン
に
は
こ
の
新
し
い
神
学
運
動
に
全
面
的
に

賛
成
で
き
な
い
理
由
が
あ
っ
た
。

そ
れ
が
、
彼
が
自
由
主
義
神
学
の
伝
統
、

と
り
わ
け
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
を
通
し
て
身
に
付
け
て

い
た
神
学
的
な
伝
統
か
ら
来
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
の
言
葉
を
さ
ら
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
し
か
し
こ
の
弁
証
法
神
学
の
判
断
は
、
単

純
に
『
自
由
主
義
』
神
学
を
批
判
す
る
よ
う
に
は
わ
た
し
を
導
か
な
か
っ
た
。

そ
れ
と
は
反
対
に
、

わ
た
し
は
自
分
の
全
著
作
を
通
し
て
、

『
自
由
主
義
』
神
学
に
よ
っ
て
つ
ち
か
わ
れ
て
き
た
史
的
・
批
判
的
な
研
究
の
伝
統
を
さ
ら
に
お
し
す
す
め
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
今
日
の

(M) 

新
し
い
神
学
的
な
認
識
を
実
り
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
の
で
あ
る
」
。
ま
た
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
自

身
は
あ
の

「
脱
神
話
化
」

は
ヘ
ル
マ
ン
の
立
場
の
継
承
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
脱
神
話
化
論
は
、
『
キ
リ
ス
ト
を
知
る
こ

と
は
、

か
れ
の
恩
恵
を
知
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
本
質
と
そ
の
受
肉
の
形
式

(
E
。ι5)
を
観
察
す
る
こ
と
で
は
な
い
』

念
品
々
C
1
V
/
¥

、

と
い
う
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
言
葉
や
、
『
わ
れ
わ
れ
は
神
に
つ
い
て
、

そ
れ
自
体
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
神
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
何
を
な
し
た
も
う
か
、

と
い
う
こ
と
を
語
り
得
る
の
み
な
の
で
あ
る
』
と
い
う
ヴ
イ

超越を認識するための人間学的な前提467 



ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
の
言
葉
に
従
っ
て
行
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

存
論
的
解
釈
な
の
で
あ
泌
」
。

わ
た
し
た
ち
の
実
存
に
差
し
向
け
ら
れ
た
解
釈
が
、
実

468 

す
な
わ
ち
プ
ル
ト
マ
ン
は
、

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
神
学
的
な
運
動
に
賛
同
し
つ
つ
も
、

そ
こ
に
完
全
に
一
致
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

面
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
認
識
論
の
次
元
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
論
で
は
比
較
的
詳
細
に
検
討
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

(
2
)
脱
神
話
化
の
政
治
的
次
元
、
あ
る
い
は
世
俗
化
と
合
理
化

プ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
的
な
立
場
が
自
由
主
義
神
学
の
継
承
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
以
上
、
彼
は
学
と
し
て
の
神
学
、
あ
る
い
は
神
学

あ
る
。
彼
は
一
九
三
三
年
に
書
か
れ
た

の
学
問
性
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
持
ち
、
ま
た
大
学
で
営
ま
れ
る
神
学
へ
の
自
己
限
定
と
い
う
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

「
現
代
の
状
況
に
お
け
る
神
学
の
課
齢
」
と
い
う
論
文
の
中
で

「
皆
さ
ん
!

わ
た
し
は
自
分
の
講

義
の
中
で
は
、
現
在
の
政
治
的
な
問
題
に
つ
い
て
決
し
て
語
ら
な
い
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
し
、
将
来
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な

い
で
し
ょ
タ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
大
学
の
中
で
仕
事
を
す
る
神
学
者
と
し
て
の
自
己
限
定
の
表
現
で
あ
る
。

し
か
し
プ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
が
そ
の
よ
う
な
意
味
で
ま
っ
た
く
の
大
学
の
中
で
の
み
営
ま
れ
る
神
学
だ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、

そ
う
で
は

な
い
。
彼
は
既
に
述
べ
た
一
九
三
三
年
の
論
文
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(
臼
)

導
入
部
分
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
。
そ
れ
は
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
が
帝
国
宰
相
に
就
任
し
た
直
後
の
講
義
で
あ
り
、
翌
年
に
は

「
こ
れ
は
一
九
三
三
年
五
月
二
日
の
私
の
講
義
へ
の

彼
は
告
白
教
会
の
神
学
者
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
一
九
三
三
年
に
は
自
己
に
与
え
て
い
た
大
学
の
神
学
者
と

し
て
の
限
定
を
あ
え
て
外
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。

「
し
か
し
、

み
な
さ
ん
。
も
し
今
日
わ
た
し
が
そ
の
よ
う
な
態
度
(
現
在

の
政
治
的
な
問
題
に
つ
い
て
決
し
て
語
ら
な
い
と
い
う
態
度
)
の
中
で
、
こ
の
新
学
期
を
迎
え
る
際
に
直
面
し
て
い
る
政
治
的
な
状
況
を
無



視
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
は
私
に
は
不
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
政
治
的
な
出
来
事
が
、
わ
た
し
た
ち
の
全
存
在
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
が
神
学
的
な
作
業
を
す
る
の
は
ど
う
い
う
意

味
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
、
ど
う
し
て
も
反
省
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
な
仕
方
で
、

(
川
口
)

に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
」
。

わ
た
し
た
ち
に
自
覚
さ
れ
る
よ
う

そ
れ
故
に
彼
の
神
学
が
社
会
史
的
な
状
況
を
無
視
し
た
神
学
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。

む
し
ろ
彼
は
現
代
に
お
け
る
宗
教
の

可
能
性
、
あ
る
い
は
世
俗
化
さ
れ
、
合
理
化
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
神
認
識
と
い
う
問
題
と
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
神
学
者
の
ひ
と
り
で
あ

っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
が

「
脱
神
話
化
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

「
脱
神
話
化
」
論
の
社
会
史
的
文
脈
は
明
ら
か
に
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
世
俗
化
に
よ
る
「
神
話
」

の
作
用
や
概
念
の
政
治
的
悪
用
へ

の
神
学
的
修
正
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ト
マ
ン
が
一
九
四
一
年
に
「
新
約
聖
書
と
神
話
」

と
い
う
論
文
に
お
い
て
「
脱
神

話
化
」
を
提
唱
し
た
際
に
、
彼
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ロ

l
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
『
二

O
世
紀
の
神
話
』

で
あ
ろ
う
。

ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
著
作
へ
の
明
確
な
反
論
の
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
著
作
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は

E
・
カ
ッ
シ

1
ラ
l
の
『
国
家
の
神
話
』

を
思
い
出
す
が
、
プ
ル
ト
マ
ン
の
「
脱
神
話
化
」
も
、
表
現
に
お
い
て
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

(
初
)

分
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
深
層
に
政
治
的
な
意
図
を
十

「
現
代
の
神
話
」

と
は
、
現
代
世
界
の
世
俗
化
に
よ
っ
て
、
人
々
が
神
話
を
無
意
味
だ
と
感
じ
、
神
話
の
現
実
性
を
喪
失
し
、

さ
h

り
に
は

神
話
を
軽
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
利
用
し
た
神
話
の
政
治
的
な
悪
用
で
あ
る
と
プ
ル
ト
マ
ン
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る

世
俗
化
や
合
理
化
が
、
自
然
科
学
の
台
頭
に
よ
っ
て
人
々
の
意
識
よ
り
先
行
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
生
活
世
界
の
合
理
化
に

つ
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
大
多
数
の
大
衆
の
不
満
が
、
ま
た
第
一
次
大
戦
の
敗
戦
に
よ
っ
て
天
文
学
的
な
数
字
と
な
っ
た
イ
ン

フ
レ
率
の
中
で
生
き
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
人
々
の
現
実
が
、
神
話
的
な
世
界
へ
の
無
条
件
の
、

そ
し
て
非
理
論
的
な

回
帰
を
即
し
た
の
で
あ
る
。

「
現
代
の
神
話
」

は
そ
の
よ
う
な
大
衆
心
理
を
悪
用
し
た
政
治
的
な
宗
教
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
意
図
は
、 ロ

超越を認識するための人間学的な前提469 



F
・
W
・
グ
ラ

1
フ
や

W
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
言
う
よ
う
に
、

そ
の
よ
う
な
神
話
作
用
の
政
治
的
な
利
用
に
対
し
て
、

理
的
な
動
き
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
切
り
離
し
、
信
仰
の
合
理
化
を
目
指
す
と
い
沌
」
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
そ
の
時
代
の
非
合

そ
れ
に
も
か
か
わ

470 

ら
ず
、
こ
の
議
論
は
後
者
の
部
分
だ
け
が
切
り
離
さ
れ
、
大
学
の
中
で
営
ま
れ
る
神
学
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
ブ

ル
ト
マ
ン
の

「
脱
神
話
化
」

の
議
論
は

「
脱
政
治
化
」

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
は
神
話
作
用
が
持
つ
政
治
的
な
力
を
知
っ
て
い
た
し
、

そ
れ
が
大
衆
の
心
理
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
不
合
理

で
、
非
正
統
的
な
政
治
的
な
政
策
や
モ
テ
ィ
!
フ
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
の
手
段
に
な
る
こ
と
も
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
社
会

そ
れ
は

(
辺
)

仰
の
脱
神
話
化
が
必
要
で
あ
り
、
信
仰
の
合
理
化
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
必
要
な
こ
と
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

的
な
形
態
を
と
る
と
き
に
、

「
政
治
的
宗
教
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
ブ
ル
ト
マ
ン
は
知
っ
て
い
た
。

そ
れ
故
に
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
信

3
)
ヴ
ァ
イ
マ

I
ル
の
フ
ロ
ン
ト
世
代
と
ヴ
ァ
イ
マ

I
ル
の
た
め
の
神
学
者

プ
ル
ト
マ
ン
の
み
な
ら
ず
、

K
・
バ
ル
ト
、

P
・
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
、

E
・
ヒ
ル
ッ
シ
ュ
、
あ
る
い
は

P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
な
ど
の
神
学
者
は
、

F
・
W
・
グ
ラ

l
フ
が
そ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
よ
う
に

「
ヴ
ァ
イ
マ

1
ル
共
和
国
の
フ
ロ
ン
ト
世
代
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼

ら
は
レ
オ
・
レ

l
ヴ
エ
ン
タ
ー
ル
や
ヴ
ア
ル
タ

1
・
べ
ン
ヤ
ミ
ン
、

エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ル

l
カ
チ
、

エ
l
ミ
ル
・
ク

ラ
ッ
カ
ウ
ワ
ー
な
ど
の

「
ゲ
オ
ル
ク
の
若
者
た
ち
」
や
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ

l
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
な
ど
と
と
も
に
ヴ
ァ
イ
マ

1

ル
体
制
を
何
と
か
保
持
し
よ
う
と
し
た
前
世
代
へ
の
批
判
的
な
立
場
を
明
確
に
し
た
人
々
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ブ
ル
ト
マ
ン
も
そ
の

(
お
)

中
の
ひ
と
り
で
彼
自
身
明
確
に
宗
教
社
会
主
義
的
な
立
場
を
表
明
し
て
い
た
。

彼
ら
は
、

と
り
わ
け
神
学
者
た
ち
は
、

た
と
え
ば
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
な
ど
の
ヴ
ァ
イ
マ

1
ル
の
神
学
者
が
、
困
難
な
政
治
的
舵
取

り
を
迫
ら
れ
る
ヴ
ァ
イ
マ

1
ル
の
国
政
を
支
持
し
、
現
実
に
政
治
的
な
貢
献
を
果
た
し
、
政
治
的
な
妥
協
を
神
学
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
の



中
に
、

そ
の
神
学
の
保
守
性
と
、
体
制
教
会
的
な
神
学
の
姿
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ト
レ
ル
チ
や
ハ
ル
ナ
ッ
ク
な
ど
の
ヴ
ァ
イ

マ
l
ル
の
神
学
者
た
ち
は
、
こ
の
フ
ロ
ン
ト
世
代
の
神
学
が
あ
ま
り
に
も
過
激
で
、
破
壊
的
だ
と
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

フ
ロ
ン
ト
世
代

は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
教
会
批
判
的
で
あ
り
、
既
存
の
教
会
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
破
壊
的
な
発
言
を
繰
り
返
し
た
。

そ
れ
故
に
当
時
の
教
会

と
神
学
の
構
図
か
ら
言
え
ば
、

「
教
会
の
神
学
者
」
な
の
で
あ
り
、
弁
証
法
神
学
な

ど
の
フ
ロ
ン
ト
世
代
は
ヴ
ア
イ
マ

l
ル
体
制
に
批
判
的
な
、
し
か
も
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
神
学
者
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
認
。

ト
レ
ル
チ
や
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
教
会
を
守
ろ
う
と
し
た
、

そ
れ
に
も
か
か
か
わ
ら
ず
、

フ
ロ
ン
ト
世
代
は
単
純
に
既
存
の
教
会
や
神
学
の
破
壊
者
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
破
壊
は
彼
ら
の

そ
れ
ぞ
れ
の
神
学
的
な
主
張
と
、
ヴ
ァ
イ
マ

1
ル
の
神
学
者
た
ち
の
神
学
的
な
傾
向
に
対
す
る
批
判
と
を
も
っ
て
い
た
。

フ
ロ
ン
ト
世
代
が

あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
楽
観
的
な
人
間
論
」
、
あ
る
い
は
「
神
学
の
人
間
学
化
」

「
発
展
的
な
歴
史
論
」
、
あ
る
い
は

(
お
)

で
あ
っ
た
。
こ
の
モ
テ
ィ

1
フ
は
た
と
え
ば
初
期
カ

1

持
っ
て
い
た
ヴ
ァ
イ
マ

1
ル
の
神
学
者
た
ち
へ
の
批
判
に
共
通
す
る
モ
テ
ィ

1
フ
は
、

「
歴
史
主
義
」

ル
・
バ
ル
ト
の
諸
著
作
の
中
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
も
明
瞭
な
仕
方
で
示
さ
れ
て

い
る
。発

展
的
な
歴
史
観
と
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
が
文
明
の
頂
点
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
証
明

で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
は
そ
の
道
徳
性
と
文
明
へ
の
寄
与
の
高
さ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

プ
ル
ト
マ
ン
は
こ
の
よ
う
な
発
展
的
な
歴
史
観
に
対
し
て
脱
神
話
化
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
思
考
態
度
に
よ
っ
て
対
決
し
た
の
で
あ
る
。
ま

た
こ
の
発
展
史
観
に
基
づ
い
た

こ
の
楽
観
的
な
人
間
論

「
楽
観
的
人
間
論
」
が
フ
ロ
ン
ト
世
代
の
批
判
の
も
う
ひ
と
つ
の
中
心
で
あ
っ
た
。

が
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
神
学
者
た
ち
の
神
学
的
認
識
論
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
人
間
の

神
認
識
能
力
か
ら
出
発
す
る
神
学
が
、
近
代
の
人
間
に
関
す
る
諸
学
と
の
関
連
の
中
で
生
じ
た
の
だ
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン

は
こ
の
人
間
論
を
批
判
す
る
。
本
論
に
お
け
る
プ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
的
認
識
論
の
検
討
は
、
社
会
史
的
H
政
治
史
的
な
視
点
と
文
脈
か
ら
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
っ
た
議
論
な
の
で
あ
る
。

で
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472 

ブ
ル
ト
マ
ン
の
人
間
学
と
神
学
的
認
識
論
の
再
構
築

(
1
)
神
認
識
に
お
け
る
人
間
学
的
な
基
盤

プ
ル
ト
マ
ン
は
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
神
学
者
で
は
な
く
、
聖
書
学
者
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
は
教
義
学
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
著
作
を
残
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
神
学
的
人
間
学
や
、
神
学
的
認
識
論
に
つ
い
て
同
時
代
の
神
学
者
た
ち
と
の
対
話
の
中
で
、
自
ら
の
立
場
を
構

築
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

そ
れ
故
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
的
認
識
論
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
諸
著
作
に
見
出
さ
れ
る

関
連
箇
所
を
用
い
て
、
彼
の
見
解
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
彼
が
神
認
識
に
お
け
る
人
間
学
的
な
可
能
性
や
基
礎
付
け
に
つ

い
て
比
較
的
明
瞭
な
仕
方
で
述
べ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
、
そ
の
作
業
を
試
み
て
み
た
い
。

既
に
述
べ
た
通
り
フ
ロ
ン
ト
世
代
の
神
学
者
と
し
て
の
プ
ル
ト
マ
ン
は
ヴ
ァ
イ
マ

l
ル
の
神
学
者
た
ち
の
楽
観
的
な
人
間
論
に
批
判
的
で

あ
っ
た
。

と
り
わ
け
弁
証
法
神
学
へ
の
ブ
ル
ト
マ
ン
の
共
鳴
は
そ
の
点
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
、

プ
ル
ト
マ
ン
は
弁
証
法
神
学
が

「
『
自
由
主
義
』
神
学
に
対
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
宗
教
史
的
な
現
象
で
も
、
『
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
』

に
基
づ
く
も
の
で
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
神
学
は
そ
れ
を
宗
教
史
的
・
文
化
史
的
な
現
象
と
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
た
」

と
い
う
点
で
そ
れ
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
神
学
が
自
由
主
義
神
学
に
対
し
て

「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
人
間
と
出
会
う
、
超
越
的
な
神
の
言
に
対
す
る
応
答
で
あ
り
、
神
学
は
こ
の
神
の
言
と
、

間
と
を
取
り
扱
う
べ
き
だ
、
と
い
う
点
を
正
し
く
見
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
に
共
鳴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
出
会
わ
さ
れ
た
人

そ
の
点
で
プ
ル
ト
マ
ン
の
人
間
論
と
神
学
的
な
認
識
論
に
つ
い
て
の
議
論
は
結
び
つ
い
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
の
神
学
的
認
識
論
と
は
、



自
由
主
義
神
学
者
た
ち
の
よ
う
に
、
神
認
識
の
問
題
を
人
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
能
力
に
解
消
し
て
し
ま
う
の
も
な
く
、
宗
教
現
象
一
般
か
ら

説
明
す
る
の
で
も
な
く
、
超
越
の
次
元
か
ら
、
神
の
語
り
か
け
か
ら
出
発
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
か
、

う
問
題
で
あ
っ
た
。

他
方
で
彼
は
脱
神
話
化
の
議
論
の
際
に
見
た
と
お
り
、
こ
の
問
題
が
近
代
世
界
に
お
け
る
世
俗
化
や
合
理
化
と
い
う
問
題
と
も
深
く
関
係

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
プ
ル
ト
マ
ン
は
既
に
一
九
二

0
年
代
に
「
無
神
論
に
直
面
し
て
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と

(

幻

)

(

お

)

の
可
能
性
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
し
、
「
神
は
い
か
に
し
て
聖
書
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
に
語
る
の
か
」
と
い
う
論

一
九
三

0
年
代
に
は

文
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
世
俗
化
し
た
世
界
に
お
け
る
神
認
識
の
可
能
性
を
追
及
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
と

し
て
プ
ル
ト
マ
ン
が
提
示
し
た
の
は
神
認
識
に
お
け
る
人
間
学
的
な
基
盤
と
構
造
と
を
明
確
に
提
示
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

(2)
神
認
識
に
お
け
る
聞
い
と
答
え
、
あ
る
い
は
ブ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
の
「
結
合
点
」
問
題

神
学
が
無
神
論
的
世
界
観
に
直
面
し
て
、
神
認
識
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
が
ブ
ル
ト
マ
ン
の
み
な
ら

ず
、
弁
証
法
神
学
者
た
ち
の
共
通
の
課
題
で
あ
っ
た
。
プ
ル
ト
マ
ン
は
そ
の
際
と
り
わ
け
こ
の
可
能
性
の
人
間
学
的
な
基
盤
を
追
及
し
た
。

そ
の
際
さ
ら
に
彼
は
ワ
イ
マ

1
ル
の
神
学
者
た
ち
の
よ
う
な
楽
観
的
人
間
論
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
仕
方
で
の
可
能
性
を
探
求
し
た
の
で
あ

る
。
プ
ル
ト
マ
ン
を
含
む
弁
証
法
神
学
者
、
あ
る
い
は
ヴ
ァ
イ
マ

i
ル
の
フ
ロ
ン
ト
世
代
の
神
学
者
た
ち
の
こ
の
問
題
と
の
取
り
組
み
に
共

通
す
る
視
点
は
以
下
の
点
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
キ
リ
ス
ト
教
の
語
る
真
理
が
、
人
間
の
神
的
現
実
と
の
出
会
い
に
由
来

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
が
単
な
る
断
言
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
真
理
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
能
力
を
も
持
っ
て
い
る
こ

(
m
m
)
 

と
を
証
明
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
ら
は
こ
の
基
盤
を
ど
の
よ
う
に
提
示
す
る
か
と
い
う
課
題
と
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
際
プ
ル
ト
マ
ン
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
純
に
人
聞
は
神
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の

「
前
理

と
し3

超越を認識するための人間学的な前提473 



解
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
神
の
啓
示
に
先
立
っ
て
与
え
ら
れ
て

「
神
の
啓
示
が
自
己
の
真
理
を
あ
る
も
の
に
即
し
て
証
示
す
る
が
、
そ
の
あ
る
も
の

(
鈎
)

を
人
問
、
あ
る
い
は
人
間
世
界
に
対
し
て
開
示
す
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
神
の
啓
示
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
い
た
。

い
る
何
か
を
証
明
し
よ
う
と
言
う
こ
と
は
で
は
な
く
、

474 

ブ
ル
ト
マ
ン
は
人
間
の
何
ら
か
の
意
味
で
の
神
認
識
能
力
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
認
識
が
成
り
立
つ
の
は
、
神
が
人
間

に
認
識
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
、

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
仕
方
で
ブ
ル
ト
マ
ン
は
自
由
主
義
神
学
と
彼
が
呼
ん
だ
立
場
の

神
学
者
た
ち
が
考
え
た
よ
う
な
神
の
自
己
啓
示
に
先
立
つ
前
提
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
設
定
す
る
こ
と
を

避
け
つ
つ
、

し
か
し
人
間
の
神
認
識
能
力
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
自
由
主
義
神
学
で
も
な
く
、

弁
証
法
神
学
で
も
な
い
第
三
の
道
を
模
索
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、

そ
こ
に
こ
そ
ま
さ
に
「
弁
証
法
的
な
」

神
学
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
も
し
ひ
と
が
啓
示
の
み
を
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
俗
化
と
合
理
化
の
時
代
の
中
で
、
啓
示
は
単
な
る
キ
リ
ス
ト
教
宗
教

内
部
で
の
暗
号
や
確
信
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
も
し
人
間
の
神
認
識
能
力
に
つ
い
て
単
純
に
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

た
と
え
ば

L
・

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
両
者
の
批
判
を
避
け
、
神
認
識
の
問
題
に
つ

い
て
新
し
い
光
の
も
と
で
そ
の
可
能
性
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
が
プ
ル
ト
マ
ン
の
試
み
な
の
で
あ
る
。

そ
の
際
プ
ル
ト
マ
ン
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
人
間
の

「白羽、
A

-

H
H
B
U
Y
-

と
し
て
の
性
格
、
あ
る
い
は

「
問
う
者
と
し
て
の
存
在
」

で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
彼
の
言
葉
で
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
人
間
の
問
い
と
神
の
答
え
の

「
関
係
」

で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
同

じ
弁
証
法
神
学
者
で
あ
る
カ

1
ル
・
バ
ル
ト
の
初
期
の
思
想
の
中
に
も
明
瞭
な
仕
方
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
答
え
と

し
て
の
神
の
啓
示
と
人
間
の
問
い
と
の
対
応
、
す
な
わ
ち
神
の
啓
示
と
答
え
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
問
い
と
し
て
発
見
さ
れ
る
人
間
の
間
い

と
の
対
応
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
弁
証
法
神
学
者
が
程
度
は
別
と
し
て
も
み
な
持
っ
て
い
た
神
学
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。

ブ
ル
ト
マ
ン
は
、

バ
ル
ト
の
『
ロ

1
マ
書
註
解
』
の
改
定
第
二
版
が
出
版
さ
れ
て
間
も
な
く
の
一
九
二
四
年
に
書
い
た
論
文
の
中
で
、
人



間
の
聞
い
と
神
の
答
え
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
で
こ
の
課
題
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ブ
ル
ト
マ
ン
は

「
人
間
は
自
己
自
身

に
つ
い
て
間
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
人
聞
は
、
人
間
の
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
聞
い
の
答
え
で
あ
る
神
に
よ
っ
て
、
問
い
の
中
に
置

か
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

(
幻
)

て
聞
い
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
」
。

「
人
間
は
人
間
と
し
て
、
全
体
と
し
て
神
に
よ
っ

「
こ
の
出
来
事
を
知
る
こ
と
は
し
か
し
ま
た
、

そ
れ
を
恵
み
と
し
て
知
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
人
間
が
自
己
自
身
か
ら
自
由
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
救
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
間
は
、
こ
の
間
い
は
ま
さ
に
答
え
で
あ
る
こ

と
を
知
る
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
よ
う
に
人
間
に
問
い
得
る
の
は
、

た
だ
神
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
、
こ
の
答
え
が
根
源
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
そ
の
問
い
は
、
人
聞
か
ら
も
世
界
か
ら
も
立

て
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
神
に
よ
っ
て
関
わ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、

(
M
M
)
 

り
か
け
か
ら
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
間
は
神
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

そ
の
聞
い
は
、
人
間
に
対
す
る
神
の
語

ブ
ル
ト
マ
ン
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
時
、
彼
は
人
聞
が
人
間
自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
あ
の
問
い
は
、

た
だ
神
か
ら
、
す
な
わ
ち
自
己
の
本

来
性
に
つ
い
て
の
人
間
の
聞
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
神
か
ら
し
て
は
じ
め
て
正
し
く
理
解
さ
得
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
な

考
え
に
従
う
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
な
場
合
、
人
間
の
問
い
に
関
す
る
神
の
答
え
と
の
対
応
関
係
を
に
つ
い
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
ブ
ル

ト
マ
ン
は
そ
れ
で
は
人
間
の
神
認
識
を
め
ぐ
っ
て
の
ア
ポ
リ
ア
に
対
し
て
何
ら
の
答
え
に
も
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

し
人
間
の
聞
い
に
神
が
答
え
る
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、

そ
の
時
神
の
啓
示
の
絶
対
他
者
性
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
神
は
人
間
の
精
神
の
自
己
投
影
で
あ
る
と
い
う
無
神
論
の
批
判
に
対
し
て
は
何
ら
の
答
え
に
も
な
っ
て
い
な
い
と
彼
は

考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
プ
ル
ト
マ
ン
は

「
た
と
え
不
信
仰
な
現
存
在
が
、
自
分
を
自
分
自
身
に
基
礎
づ

「
聞
い
は
答
え
で
は
な
く
」
、

け
る
た
め
に
自
分
の
不
確
か
さ
を
自
分
の
自
由
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
聞
い
を
答
え
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
誘
惑
に
常
に
負
け
る

(
お
)

と
し
て
も
、
聞
い
は
答
え
で
は
な
い
」
と
言
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

(
M
A
)
 

「
人
間
は
人
間
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
に
つ
い
て
既
に
知
っ
て
い
る
」

フ
ロ
イ

の
で
あ
る
。

」
の
こ
と
は
、
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ト
や
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
証
明
し
て
見
せ
た
よ
う
に
、
人
聞
が
神
思
想
を
作
り
出
す
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
プ

ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
も
し
そ
れ
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
「
人
聞
は
た
だ
神
に
つ
い
て
の
聞
い
」
を
持
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

」
の
よ

476 

う
な
精
神
構
造
は
実
は
一
方
で
ア
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
説
明
し
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
自
由
主
義
神
学
は
意
図
せ
ざ
る
仕
方
で
証
明
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
人
聞
が
神
に
つ
い
て
の
聞
い
を
も
っ
て
い
る
こ
と
と
、
神
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
な
の

で
あ
る
。
プ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
人
間
が
神
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
の
は
、
人
聞
が
疑
わ
し
い
(
司
円
高

-wrgS
存
在
で
あ
り
、
ま
た
限
界

性
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ル
ト
マ
ン
は
そ
の
よ
う
な
考
え
を
既
に
一
九
三
四
年
に
は
し
ば
し

ば
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

「
人
間
は
自
分
が
自
分
に
と
っ
て
疑
わ
し
い
存
在
で
あ
る
が
故
に
既
に
自
然
的
な
人
間
は
そ
の
実
存
の
中

で
神
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
)
」
。

も
し
こ
の
間
い
の
延
長
線
上
で
神
に
つ
い
て
の
認
識
を
議
論
す
る
な
ら
ば
、

ひ
と
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
フ
ロ
イ
ド
の
批
判
に
答
え
る

こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
自
己
に
つ
い
て
の
自
己
に
よ
る
考
察
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の

神
の
存
在
に
つ
い
て
の
問
い
は
人
間
の
人
間
性
を
説
明
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
、

そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

そ
こ
で
ブ
ル
ト

マ
ン
は
こ
の
神
に
つ
い
て
の
聞
い
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
な
く
、

し
か
し
神
の
超
越
性
を
も
否
定
し
な
い
道
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
聞
い
に
対
す
る
答
え
は
対
応
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
超
越
か
ら
の
答
え
が
問
い
を
も
完
成
す
る
と
い
う
「
対
立
と
結
合
」
、

あ
る
い
は

「
不
連
続
の
連
続
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
も
し
人
間
と
神
と
の
間
に
、
あ
る
い
は
人
間
の
神
認
識
の
力
と
し
て

の

「
結
合
点
」

に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
啓
示
す
る
側
か
ら
人
間
に
「
出
会
っ
て
く
る
聞
い
、
す
な
わ
ち
人
間
の
本
来
性

に
つ
い
て
の
問
い
」

の
こ
と
だ
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
結
合
点
は
キ
リ
ス
ト
者
が
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
プ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
そ
れ
は

「
神
が
罪
人
に
対
し

て
対
峠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
故
に
ブ
ル
ト
マ
ン
は
神
に
つ
い
て
の
人
間
の
側
の
聞
い

の
認
識
に
対
し
て
神
の
答
え
の
方
が
優
位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
続
け
た
の
で
あ
弱
。

は
じ
め
て
発
見
さ
れ
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。

」
の
点
で
彼
は
明
ら
か
に
自
由
主
義
神
学



の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
解
放
さ
れ
て
弁
証
法
神
学
的
な
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
彼
は
啓
示
す
る
神
の
主
語
性
と
認
識
す

る
人
間
の
述
語
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
神
の
答
え
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
問
い
は

「
結
合
点
」

と
し
て
発
見
さ
れ
る
の
で

示
即

7
Q

。
も
し
ブ
ル
ト
マ
ン
が
他
の
弁
証
法
神
学
者
た
ち
、
と
り
わ
け
バ
ル
ト
と
も
プ
ル
ン
ナ
!
と
も
異
な
る
点
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
し
て

そ
の
点
で
彼
が
新
し
い
道
を
切
り
開
い
た
と
す
れ
ば
、

「
人
間
は
す
で
に
そ
れ
自
身
と
し
て
自
己
の
現
存
在
の
不
確
か
さ
に
つ
い
て

(
幻
)

知
っ
て
お
り
、
人
間
自
身
の
問
い
、
あ
る
い
は
哲
学
に
よ
っ
て
も
こ
の
知
識
を
仕
上
げ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
ブ

そ
れ
は

ル
ト
マ
ン
は
神
は
神
の
自
己
啓
示
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
超
越
の
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
認
識
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
バ
ル
ト
や
プ
ル
ン

ナ
!
と
方
向
性
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
る
が
、
哲
学
が
、
あ
る
い
は
自
然
的
な
人
間
の
認
識
が
人
間
の
不
確
か
さ
を
知
っ
て
い
る
こ
と
と
、

こ
の
不
確
か
さ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
信
仰
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
完
全
に
発
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
の
聞
の
連
続
性
を
認
め
る
と
い
う
点

で
、
バ
ル
ト
の
み
な
ら
ず
、
ブ
ル
ン
ナ
!
と
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
然
神
学
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
神
認
識
の
問
題

ブ
ル
ト
マ
ン
は
こ
の
よ
う
な
彼
の
神
認
識
に
つ
い
て
の
議
論
を
少
な
く
と
も
、
三
度
に
わ
た
っ
て
「
自
然
神
学
」

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
は
彼
の

「
自
然
啓
示
の
問
題
」
と
い
う
論
文
を
中
心
に
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
論
文
は

一
九
四
一
年
に
出
版
さ
れ
た
彼
の
『
啓
示
と
救
済
の
出
来
事
』
と
い
う
書
物
に
含
ま
れ
た
二
つ
の
論
文
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
、
も
う
ひ
と
つ

「
新
約
聖
書
と
脱
神
話
化
1

1

新
約
聖
書
的
な
宣
教
の
脱
神
話
化
の
問
題
」
と
い
う
、
脱
神
話
化
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
論
文
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
こ
の
論
文
は
プ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
重
要
な
論
文
で
あ
っ
た
と
言
つ
て
よ
(
山

)
O

lま

超越を認識するための人間学的な前提477 



ブ
ル
ト
マ
ン
は

「
自
然
神
学
」

の
問
題
を
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
と
並
ぶ
、
他
の
諸
啓
一
部
の
問
題
、
あ
る
い
は

「
全
て
の

人
々
が
神
に
つ
い
て
語
り
、
ま
た
神
を
問
う
場
合
に
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
成
就
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

(
ぬ
)

と
い
う
問
い
」
と
し
て
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ

478 

れ
と
も
自
然
や
歴
史
の
う
ち
で
成
就
さ
れ
て
い
る
の
か
、

「
人
間
は
神
に
つ
い
て
の
共

通
の
聞
い
や
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
神
に
つ
い
て
の
前
提
と
な
る
知
識
な
し
に
、
神
を
問
う
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
神
を
問

(ω) 

い
得
る
た
め
に
は
、
問
い
が
神
に
つ
い
て
保
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
知
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
ま
で
拡
大

し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
プ
ル
ト
マ
ン
は
三
段
階
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
第
一
段
階
と
し
て
は
、
神
概
念
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
一
般
的
な
神
概
念

と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
人
が
神
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
は
、

一
般
に
は
何
を
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

:
:
ま
ず
第
一
に
神
概
念
に
は
次
の
こ
と
が
属
す
る
。
神
は
人
間
自
分
の
心
を
そ
こ
に
置
く
よ
う
な
力
で
あ
り
、
信
頼
さ
れ
る
力
で
あ
り
、

(
H
U
)
 

す
べ
て
の
善
が
そ
れ
か
ら
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
力
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
に
お
い
て
ま
さ
に
避
け
所
と
な
る
よ
う
な
力
で
あ
る
」
。
さ
ら

は

「
世
界
中
で
こ
の
よ
う
な
力
が
神
と
い
う
特
殊
な
名
前
で
呼
ば
れ
る
場
合
に
は
、

そ
れ
は
各
人
に
と
っ
て
神
と
は
世
界
内
に
お
け
る
他

の
も
ろ
も
ろ
と
並
ぶ
よ
う
な
単
一
の
力
、
な
い
し
は
支
配
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
個
々
の
世
界
内
在
的
な
も
の
を
支
配
す
る
よ
う
な
力
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
碍
」
。

ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
に
と
っ
て
神
と
は

『円三

こ
と
」
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
「
世
界
に
内
在
す
る
神
に
つ
い
て
語
る
も
の
が
い
る
と
し
て
も
、

(
H
H
)
 

る
な
ら
ば
、
神
は
世
界
的
諸
現
象
の
純
粋
な
現
存
在
と
は
単
純
に
は
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

「
世
界
に
対
し
て
距
離
を
保
持
し
続
け
て
い
る
存
在
で
あ
る

そ
の
場
合
で
も
神
の
永
遠
性
を
語

つ
ま
り
神
は
超
越
の
次
元
の
存
在

「
現
世
的
な
諸
現
象
の
彼
岸
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
し
か
も
身
体
的
な
眼
に
よ
っ
て
で
は
な
く
し
て
、
精
神
的
な
眼
に
よ
っ
て
見

(
必
)

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
プ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
人
間
の
「
神
概
念
に
は
、
全
能
や
支
配
と
い
う
思
想
と

(
必
)

並
ん
で
永
遠
性
と
彼
岸
性
の
思
想
が
属
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
間
が
知
っ
て
い
る
神
概
念
で
あ
る
。
果
た
し
て
こ
れ
が
人
間
に
と
っ

と
し
て
、



て
の
一
般
的
な
神
概
念
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
プ
ル
ト
マ
ン
の
構
想
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
人
間

は
神
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
段
階
は
こ
の
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
内
容
と
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
プ
ル
ト
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
問
う
て
い
る
。

(
幻
)

が
神
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
言
う
時
、
人
間
は
神
に
つ
い
て
何
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
。
プ
ル
ト
マ
ン
は
こ
の
間
い
に
自
ら
答

「
人
間

え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
人
聞
が
神
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
は
神
の
概
念
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
べ

き
な
の
か
。
断
じ
て
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
聞
が
神
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
は
た
だ
神
へ
の
問
い
を
持
っ
て
い
る
に

(
必
)

過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
神
に
つ
い
て
の
知
識
と
い
う
の
は

「
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
人
間
の
知
」
、
す
な
わ
ち
人
間
は
神
に
つ

い
て
完
全
に
で
は
な
く
、
聞
い
と
し
て
、
暫
定
的
に
知
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
「
自
己
認
識
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」

の
で
あ

「
人
間
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
の
で
も
な
い
が
、
し
か
し
人
間
が
持
ち
た
い
と
憧
れ
、
ま
た
そ
れ
で
あ
り
た
い
と
思
う

(ω) 

よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
の
知
」
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
の
限
界
と
無
価
値
に
つ
い
て
の
知
」
を
持
っ
て
い
る
の
で

る

つ
ま
り
人
間
は

あ
る
。」

こ
に
ひ
と
は
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

の
伝
統
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
こ
と
が

「
否
定
神
学
」

明
確
に
意
識
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
プ
ル
ト
マ
ン
が
現
存
在
と
し
て
の
人
聞
が
持
っ
て
い
る
神
に
つ
い
て
の
知
識
が
、
人
間
は
神
を
認
識
し

得
な
い
と
い
う
認
識
、
す
な
わ
ち
常
に
神
を
向
い
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
、
あ
る
い
は
神
に
つ
い
て
の
認
識
を
「
人
間
は
持
っ
て

い
る
が
、
持
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
考
え
方
は
、
否
定
神
学
、
あ
る
い
は

「
無
知
の
知
」
と
い
う
認
識
方
法
の
伝
統
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
構

想
で
あ
る
。

ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

(
日
)

み
な
自
分
が
無
力
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
。
人
間
は
自

「
神
の
全
能
性
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
者
は
、

ら
が
人
間
の
不
確
か
さ
や
限
界
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
神
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
人
聞
が
、
自
分
が
今
あ

(
日
)

る
べ
き
よ
う
に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
故
に
、
神
を
知
る
」
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
今
あ
る
べ
き
で

超越を認識するための人間学的な前提479 



な
い
姿
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
人
間
が
逆
に
あ
る
べ
き
姿
を
追
い
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
べ
き
姿
を
要
求
す

る
、
人
間
を
超
え
た
、
彼
岸
に
あ
る
神
的
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ル
ト
マ
ン
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い

480 

る
。
「
こ
の
よ
う
な
主
張
に
含
ま
れ
て
い
る
知
識
は
、
人
間
の
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
、
自
己
の
要
求
さ
れ
て
い
る
・
存
在
で
あ
る
こ
と
に

(
回
)

つ
い
て
の
、
自
己
の
途
上
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、
絶
え
ず
自
分
の
前
に
存
在
し
て
い
る
自
分
の
本
来
性
に
つ
い
て
の
知
識
」
な

の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
人
間
は
こ
の
よ
う
な
神
思
想
を
持
つ
時
に
、
「
人
間
の
暫
定
性
を
知
っ
て
い
る
」

「
世
界
に
あ
る
ど
ん
な
も
の
も
彼

(
お
)

ど
ん
な
行
為
も
完
全
な
行
為
で
は
な
い
と
い
う
世
界
と
彼
自
身
に
つ
い
て
の
限
界
」
の
認
識
を
持

の
で
あ
り
、

に
と
っ
て
は
決
定
的
な
も
の
で
も
な
く
、

つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
人
聞
が
持
つ
神
認
識
に
つ
い
て
の

「
前
理
解
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
自
然
神
学
の
問
題
と
し

て
認
識
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
こ
の
種
の
人
間
学
的
な
前
提
を
、
あ
る
い
は
プ
ル
ト
マ
ン
の
言
葉
で
言
う

な
ら
ば
「
前
理
解
」
を
想
定
す
る
と
い
う
点
で
は
彼
は
自
由
主
義
神
学
の
遺
産
を
受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
先
に
第
三
段
階
が
来
る
。
す
な
わ
ち
ブ
ル
ト
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
神
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
人
間
の
自
分

自
身
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
り
、
人
間
の
限
界
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
。
ま
た
神
は
人
間
の
こ
の
限
界
を
突
破
し
、
こ
の
突
破
に
よ
っ
て

人
間
を
そ
の
本
来
性
へ
と
高
め
る
力
と
み
な
さ
れ
る
」
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
問
題
は
こ
の
突
破
は
何
に
よ
っ
て
起
こ
る
か
、

と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
語
り
出
す
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
彼
は
明
ら
か
に
弁
証
法
神
学
者
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ブ
ル
ト

マ
ン
は
こ
の
間
い
と
し
て
の
人
間
の
神
思
想
に
対
応
す
る
神
の
答
え
に
つ
い
て
語
る
。
し
か
し
プ
ル
ト
マ
ン
が
部
分
的
に
弁
証
法
神
学
者
で

あ
り
、
完
全
に
自
由
主
義
神
学
者
で
は
な
い
理
由
は
こ
の
答
え
の
性
格
の
故
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
人
間
の
聞
い
と
神
の
答
え
、

あ
る
い
は
神
の
啓
示
と
は
直
接
的
な
対
応
関
係
に
は
な
い
。
も
し
こ
の
直
接
的
な
対
応
関
係
を
い
う
な
ら
ば
、

そ
れ
は
人
間
の
側
の
啓
示
認

識
能
力
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
答
え
は
、
必
ず
し
も
聞
い
と
は
対
応
し
て
い
な
い
し
、
聞
い
に
対
す
る
直
接
的
な
答

え
と
ニ
一
一
口
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
答
え
は
む
し
ろ
間
い
を
越
え
る
仕
方
で
、
あ
る
い
は
聞
い
を
訂
正
し
、
人
聞
が
問
う
た
そ
の
間
い
自
体
を
変



革
す
る
仕
方
で
、
超
越
か
ら
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
故
に
、
プ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
問
い
に
対
す
る
神
の
答
え
を
「
啓
示
」
と
呼
ぶ

の
で
あ
る
。
こ
の
啓
示
に
基
づ
い
た
知
識
を
啓
示
に
よ
っ
て
変
革
さ
れ
た
人
間
が
持
つ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
「
問
い
は
答
え
を

前
提
と
す
る
」
と
言
う
べ
き
で
は
な
く
、
正
し
く
は
「
答
え
が
問
い
を
修
正
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
啓
示
に
よ
る
神
認
識
な
の
で
あ
り
、

人
間
の
問
い
と
啓
示
の
答
え
の
関
係
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
ブ
ル
ト
マ
ン
の
「
自
然
啓
示
」
、
「
自
然
神
学
」
に
つ
い
て
の
聞
い
、
す
な
わ
ち
人
間
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
以

外
に
も
、
神
認
識
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
間
い
に
つ
い
て
の
答
え
は

「
弁
証
法
的
」
な
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
述
べ
て
い

る

「
も
ち
ろ
ん
、

「
わ
れ
わ
れ
は
自
然
と
歴
史
に
お
け
る
神
の
啓
示
に
つ
い
て
語
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
」
。
彼
は
自
ら
こ
う
答
え
て
い
る
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
被
造
性
に
気
付
く
場
合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
疑
い
な
く
語
り
得
る
」
。

そ
し
て
さ
ら
に
ブ
ル
ト
マ
ン
は
間

〉
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
語
る
べ

「
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
認
識
に
つ
い
て
語
る
べ
き
だ
ろ
う
か
」
。
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。

き
で
あ
り
、
語
る
べ
き
で
は
な
い
。
」
こ
の
弁
証
法
が
彼
の
神
認
識
に
お
け
る
人
間
学
と
神
学
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
人
間
的
な
問
い
と
啓

示
の
答
え
と
の
弁
証
法
、

そ
し
て
自
由
主
義
の
伝
統
の
継
承
者
で
あ
り
、
弁
証
法
神
学
の
共
鳴
者
で
あ
っ
た
と
い
う
立
場
を
説
明
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

四

神
認
識
の
問
題
に
と
っ
て
の
「
前
理
解
」
と
は
何
か

」
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の

「
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
」

「
前
理
解
」
(
〈
。

asEEω)
と
い
う
概
念
が
、
単
純
に
い
わ
ゆ
る

に
接
続
す
る
よ
う
な
概
念
で
は
な
く
、
神
認
識
に
お
け
る
啓
示
の
主
語
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、

そ
の
人
間
学
的
な
基
礎
を
提
示
す
る
た
め
の

概
念
、
神
学
と
人
間
学
と
の
新
し
い
関
係
、

す
な
わ
ち
カ

1
ル
・
バ
ル
ト
と
は
違
っ
た
第
三
の
道
の
提
示
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

超越を認識するための人間学的な前提481 



る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
を
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
学
に
お
け
る
方
法
論
的
前
提
、
あ
る
い
は
彼
の
い
う
解
釈
学
的
循
環
の
問
題
へ
の
導
入
と
考

え
で
も
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
プ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
の
根
底
に
あ
る
、

い
わ
ゆ
る
「
自
由
主
義
神
学
的
な
も
の
」

と
の
止
揚
な
い
し
は
結
合
の
試
み
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
鴻
o

と

弁
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証
法
神
学
の
発
見
し
た
真
理
」

プ
ル
ト
マ
ン
は
確
か
に

「
前
理
解
」

と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
が
人
間
に
出
会
っ
て

(
日
)

「
前
理
解
」
(
〈
。

agロ
【
山
口
町
)
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
」
。

つ
ま
り
「
何
か
を

理
解
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
人
間
が
そ
れ
に
つ
い
て
の

理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
解
す
る
も
の
そ
れ
自
体
と
の
関
連
の
中
で
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

(
日
)

そ
れ
に
お
い
て
自
ら
を
理
解
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」
。
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
解
す
る
も
の
と
理
解
さ

(
貯
)

は
じ
め
か
ら
関
係
し
合
っ
て
い
る
よ
う
な
「
生
の
連
関
」

(
Z
Z
B
E
g
B
B
g
F
g
m
)
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

れ
る
も
の
と
が
、

彼
が
示
し
た
構
想
に
よ
れ
ば
、

「
未
知
の
も
の
、
新
し
い
も
の
は
、
私
の
生
の
連
関
の
中
で
私
と
出
会
い
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
未
知
の
も
の

(
関
)

と
し
て
問
い
か
け
ら
れ
る
が
、
や
が
て
こ
の
生
の
連
関
の
う
ち
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

こ
の
未
知
の
も
の
、
新
し
い
も
の
(
そ
れ
は
彼
に
よ
れ
ば
幸
運
を
も
た
ら
し
た
り
、
禍
を
も
た
ら
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
が
)
に
よ
っ
て
、

生
の
連
関
の
古
い
理
解
が
、
私
に
と
っ
て
疑
問
に
な
り
、
廃
さ
れ
、
新
し
い
も
の
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
当
然
起
こ
り
え
る
の
で
あ
る
。

(
臼
)

そ
の
場
合
に
も
「
新
し
い
も
の
は
古
い
も
の
か
ら
理
解
さ
れ
る
」
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は

し
か
し
プ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
新
し
い
も
の

が
古
い
も
の
の
否
定
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ
る
」
。

こ
こ
で
ブ
ル
ト
マ
ン
は
明
ら
か
に
前
理
解
が
神
認
識
の
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
い
わ

ゆ
る

「
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
連
続
す
る
概
念
で
も
な
く
、

「
前
理
解
」

は
む
し
ろ
啓
示
に
基
づ
く
神
認
識
を
必
要

と
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
他
方
で
ブ
ル
ト
マ
ン
の
構
想
す
る
人
間
学
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
前
理
解
」

を
人
聞
が
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

『
良
い
方
の
自
己
』
が
人
間
の
中
に
既
に
備
わ
っ
て
い
る
と
か
、

「
人
聞
が
何
か
神
的
な
も
の
に
聞
か
れ
た
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
か
、
啓
示
と
の
接
合
点
と
な
る

(
臼
)

そ
の
他
似
た
よ
う
な
考
え
方
と
は
結
び
つ
か
な
い
」
も
の
で
あ
る
。
ま
た



確
か
に
「
前
理
解
」

は
人
間
が
既
に
持
っ
て
い
る
古
い
認
識
や
理
解
を
破
壊
す
る
が
、
人
間
が
も
っ
て
い
る
生
の
連
関
構
造
そ
の
も
の
を
破

壊
し
て
し
ま
う
わ
け
で
も
な
い
。
人
聞
が

「
前
理
解
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
神
に
つ
い
て
の
理
解
を
求
め
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、

し
か
も
人
聞
は
自
己
か
ら
出
発
し
て
神
認
識
に
、
あ
る
い
は
神
に
つ
い
て
の
問
い
の
答
え
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

プ
ル
ト
マ
ン
は

「
前
理
解
」

に
お
け
る
神
認
識
を
、
人
間
の
問
い
と
し
て
の
性
格
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
い
る
。
人
間
は
自
ら
の
う
ち

に
神
認
識
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

た
だ
神
に
つ
い
て
の
聞
い
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え

を
自
ら
の
能
力
に
よ
っ
て
見
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
答
え
は
、
聞
い
を
も
修
正
す
る
仕
方
に
よ
っ
て
啓
示
を
通
し
て
与
え

ら
れ
る
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
間
の
問
い
は
直
接
に
は
神
の
答
え
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
神
は
そ
の
問
い
そ

れ
自
体
を
修
正
す
る
仕
方
で
、
神
の
側
か
ら
新
し
い
聞
い
の
枠
組
み
と
答
え
と
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
人
間
は
、
ま
さ
に
自
己
を
認

識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
の
で
は
な
く
て
、

「
人
間
の
聞
い
に
対
し
て
何
か
新
し
い
も
の
と
し
て
の
啓
示
を
理
解
し
て
い

(
間
山
)

そ
こ
で
新
た
に
自
己
を
理
解
す
る
と
い
う
仕
方
で
の
み
、
啓
示
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
」
。

つ
ま
り
人
聞
は
神
認
識
に
お
い
て
、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

「
前
理
解
」
と
は
プ
ル
ト
マ
ン
が
提
示
し
た
人
間
学
に
基
づ
く
神
認
識
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

結
び
に
か
え
て
!
l
e
ブ
ル
ト
マ
ン
は
第
三
の
道
を
提
示
し
た
の
か
っ
・

こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ト
マ
ン
の
構
想
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
神
認

識
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
誤
解
が
取
り
除
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ブ
ル
ト
マ
ン
の
試
み
は
よ
り
事
柄
に
即
し
て
評
価
さ
れ

超越を認識するための人間学的な前提483 



る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
神
認
識
を
単
純
に
人
間
学
的
な
可
能
性
に
還
元
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、

ま
た
バ
ル
ト
の
よ
う
に
啓
示
に

つ
い
て
の
み
を
語
る
の
で
も
な
い
、

ま
さ
に
神
認
識
に
お
け
る
第
三
の
可
能
性
を
問
う
た
典
型
的
な
モ
デ
ル
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

484 

ろ〉つ。こ
の
試
み
の
性
格
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
ば
ブ
ル
ト
マ
ン
が
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
文
章
の
中
で
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い

そ
の
起
源
と
に
明
る
く
な
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
、
す
べ
て
の
神
学
者
が
知
ら
な

(
筋
)

く
て
は
な
ら
な
い
、
も
っ
と
も
有
意
義
な
神
学
史
的
な
意
味
を
も
っ
た
文
献
で
あ
り
、
神
学
教
育
の
た
め
に
必
須
の
書
物
で
あ
る
」
と
い

る
。
プ
ル
ト
マ
ン
は
一
九
五

O
年
に
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
出
版
五

O
年
を
記
念
し
た
版
が
出
版
さ
れ
た
際
に
、

て
い
る
。
彼
は
こ
の
書
物
が

そ
の

「
序
文
」
を
書
い

「
今
日
の
神
学
的
状
況
と
、

う
。
そ
し
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
こ
の
書
物
で
示
し
た
よ
う
な
「
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
、
こ
れ
を
『
自
由
主
義
的
』
と
名
付
け
る
ひ
と
が
い
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
も
は
や
真
剣
に
取
り
上
げ
る
必
要
の
な
い
、
過
去
の
時
代
の
死
ん
だ
遺
物
で
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
の
『
自
由
主
義

的
』
な
理
解
の
中
に
は
、

た
と
え
今
日
で
は
覆
わ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
そ
の
権
利
を
保
ち
、

(
侃
)

に
し
よ
う
と
い
う
モ
テ
ィ

1
フ
が
生
き
生
き
と
働
い
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
再
び
妥
当
性
の
あ
る
も
の

確
か
に
プ
ル
ト
マ
ン
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
単
純
に
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
み
な
ら
ず
、

い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
的
な
神
学
者
た
ち

「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
の
理
解
と
ゲ

l
テ
的
な
理
解
と
が
矛
盾
無
く
結
び
つ
く
と
考
え
て
い
た
こ
ぼ
」
の
問
題
点
は
、

い
わ
ゆ
る
弁

カま証
法
神
学
者
の
み
な
ら
ず
、

F
・
オ
l
フ
ァ
!
ベ
ッ
ク
や

F
・ニ

l
チ
ェ
に
い
た
る
ま
で
の
近
代
主
義
的
な
キ
リ
ス
ト
教
批
判
者
が
見
て
い

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
倫
理
化
」

よ
い
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
は
同
一
視
さ
れ
」
、

(
m
m
)
 

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
は
イ
エ
ス
の
神
の
国
の
接
近
に
つ
い
て
の
教
え
を
失
い
、
市
民
宗
教
化
し
、

そ
の
た
め
に
神
の
国
の
教
え
は
単
純
に
生
の
目
標
と
し
て

「
よ
い
、
ド
イ
ツ
市

民
で
あ
る
た
め
の
道
徳
と
、

こ
の
よ
う
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ル
ト
マ
ン
が
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
評
価
す
る
点
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
こ
そ
が
ブ
ル
ト
マ
ン
の
構

想
で
あ
る
神
認
識
に
お
け
る
自
由
主
義
神
学
と
弁
証
法
神
学
と
の
い
わ
ば
止
揚
を
探
求
す
る
と
い
う
可
能
性
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ど
の
よ



う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
プ
ル
ト
マ
ン
は
、

ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
の
試
み
を
単
純
な
福
音
の
倫
理
化
と
し
て
、
人
間
の

了
解
可
能
な
宗
教
的
な
可
能
性
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
プ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
キ
リ
ス
ト
教

の
本
質
を
史
的
な
も
の
に
依
存
し
て
描
き
出
し
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
現
代
に
お
け
る
妥
当
性
を
考
え
、

さ
ら
に
実
存
的
な
モ
テ
ィ

l
フ
を

強
調
し
て
、
帰
納
的
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
も
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
伝
統
的
・
教
会
的
な
キ
リ
ス

ト
論
に
対
す
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
弁
証
は
、

そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
論
を
『
ド
グ
マ
』
と
し
て
展
開
さ
せ
る
と
い
う
決
定
的
な
過
ち
を
お
か
し
た
限

り
に
お
い
て
全
く
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
決
定
的
な
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
と
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
に
『
教
え
ら
れ
る
』
こ
と
が
で
き
、
『
教

え
ら
れ
』
な
く
て
は
な
ら
な
い
す
べ
て
な
の
で
あ
り
、
ド
グ
マ
を
ケ
リ
ュ
グ
マ
に
す
る
、
ケ
リ
ュ
グ
マ
的
な
性
格
を
与
え
る
人
物
で
あ
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

イ
エ
ス
は
、
彼
に
つ
い
て
の
何
ご
と
か
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
で
は
な
く
、
彼
自

身
が
宣
教
者
と
な
る
、

そ
の
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
こ
そ
正
し
く
述
べ
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
少
な
く
と
も
イ
エ
ス
を
そ

の
よ
う
に
は
把
握
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
彼
は
教
会
的
な
キ
リ
ス
ト
論
を
さ
げ
な
が
ら
、
自
分
に
と
っ
て
は
不
可
能
な
キ
リ
ス
ト
論

を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

イ
エ
ス
の
言
葉
に
立
と
う
と
し
な
い
ゃ
か
ら
の
、
逃
げ
道
を
ふ
さ
ご
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
『
否
、
|
|
こ

の
宣
教
は
教
会
が
、
真
実
で
あ
る
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
り
も
、

い
っ
そ
う
、
単
純
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
、

そ
れ
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
を
逃
げ
口
上
を
も
っ
て
思
い
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な

い
っ
そ
う
普
遍
的
で
真
剣
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

「
キ
リ
ス
ト
論
」
の
中
に
自
ら
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

(ω) 

の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
』
」
。

そ
れ
故
に
、

い
。
わ
た
し
は

そ
の
よ
う
な
教
義
学
的
な
お
説
教
は
、
わ
た
し

つ
ま
り
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
意
図
は
、

い
か
に
し
て
教
会
の
教
義
学
の
呪
術
に
縛
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
を
、

そ
れ
か
ら
解
放
し

現
代
の
世
界
に
弁
証
す
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
本
論
の
言
葉
で
言
え
ば
、
神
学
的
な
認
識
論
の
再
構

築
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
こ
の
課
題
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
人
間
学
的
に
合
理
化
し
た
だ
け
で
、
「
宗
教
に
お
け
る

(
初
)

つ
ま
り
人
間
理
解
、
あ
る
い
は
心
理
学
が
か
け
て
い
た
」
と
い
う
の
で

感
情
と
表
象
と
の
不
可
避
的
な
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
解
釈
学
、

超越を認識するための人間学的な前提485 



あ
る
。
こ
こ
が
ハ
ル
ナ
ッ
ク
へ
の
批
判
で
あ
る
が
、

そ
の
方
向
性
ま
で
は
否
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
人
間
学
的
な
認
識
論

の
再
構
築
に
は
賛
成
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
カ

l
ル
・
バ
ル
ト
の
よ
う
に
単
純
な
否
定
の
言
葉
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

486 

だ
か
ら
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

「
し
か
し
こ
の
課
題
は
た
だ
哲
学
や
、
心
理
学
だ
け
に
還
元
し
て
は
な
ら
な

い
。
む
し
ろ
こ
れ
は
神
学
者
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
信
仰
の
人
間
学
的
な
分
析
と
い
う
こ
と
か
ら
、

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
弁
証
が
妥
当
性
を
も
っ

て
い
た
、
あ
の
教
会
教
義
学
が
明
ら
か
に
も
っ
て
い
な
か
っ
た
、
教
義
学
、
正
し
い
教
え
の
必
然
性
と
意
味
と
が
、
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
の
的
」
。
こ
れ
こ
そ
が
彼
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
が
試
み
た
神
認
識
に
お
け
る
第
三
の
道
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、

「
復
古
的
な
信
条
主
義
や
バ
ル
ト
主
義
の
よ
う
な
新
正
統
主
義
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
今
日
教
会
の
中
に
再
び
自
由
主
義

を
復
興
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
遺
産
を
十
分
に
管
理
し
た
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
ま
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク

の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
を
正
し
い
教
え
の
集
大
成
と
し
て
妥
当
性
を
持
つ
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
精
神

に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
課
題
を
繰
り
返
し
、
合
法
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
新
し
い
形
を
妥
当
さ
せ
る
た
め
の
批
判
的
な
受
容
が

(η) 

必
要
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ブ
ル
ト
マ
ン
の
試
み
で
あ
り
、
自
由
主
義
神
学
の
遺
産
を
、
弁
証
法
神
学
の
批
判
を
通
り
抜
け
た
後
に
、
も

う
一
度
受
け
取
り
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
神
学
的
認
識
論
に
お
い
て
は
、
神
認
識
に
お
け
る
啓
示
の
主
語
性
の
強
調
だ
け
で

は
な
く
、
啓
示
を
認
識
す
る
た
め
の
人
間
学
的
な
基
盤
を
確
立
す
る
と
い
う
彼
の
試
み
で
あ
っ
た
。

第
二
に
こ
の
よ
う
な
プ
ル
ト
マ
ン
の
構
想
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ

は
正
し
い
見
方
で
あ
ろ
う
か
。
プ
ル
ト
マ
ン
の
人
間
学
に
基
づ
く
神
認
識
の
構
造
は
、
彼
の
人
間
理
解
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

し
ば
し
ば
プ
ル
ト
マ
ン
の
人
間
学
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
実
存
哲
学
の
影
響
の
も
と
に
形
成
さ

れ
て
お
り
、

そ
の
性
格
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
に
ブ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
と
の
関
係
が
し
ば
し
ば

論
じ
ら
れ
て
き
た
。
両
者
の
関
係
を
強
調
し
、
あ
る
い
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
理
解
の
過
り
を
指
摘
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ブ
ル
ト

マ
ン
の
人
間
学
ま
で
を
否
定
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
決
し
て
事
柄
を
正
し
く
と
ら
え
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。



プ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
と
の
関
係
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
オ
ッ
ト
ー
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

オ
ッ
ト

1
は
彼
の
博
士
論
文
で
あ
る
一
九
五
五
年
の
『
ル

1
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
に
お
け
る
実
存
史
と
救
済
史
』

ろ
う
か
。

(
乃
)

中
で
、
両
者
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
は
現
存
在
に
と
っ
て
の
存
在
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
プ
ル
ト
マ
ン

lま

「
自
己
理
解
に
お
け
る
現
存
在
に
と
っ
て
の
現
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
オ
ッ
ト

1

は

「
プ
ル
ト
マ
ン
は
し
ば
し
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
を
引
用
す
る
が
、

な
い
か
」
、
と
い
う
こ
と
、

そ
の
引
用
は
こ
の
差
異
を
見
落
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

(
丸
)

ま
た
そ
れ
故
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
人
間
学
を
誤
解
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
述
べ
て
い
る
。

釈
-"4 

ナ

神
-"4 

ヴー

的
理
解
のそ
先の
験後
的も
評繰
価り
と返
のさ
対れ
5総て
』お

のり
中
で

フ
yレ
ト
マ
ン
は
ノ、、

イ
ア
ツ

ガ

の
人
間
理
解
を
誤
解
し
た
上
で

こ
の
種
の
批
判
は
、

ロ
l
タ

1
・
シ
ュ
タ
イ
ガ

1
は
彼
の
博
士
論
文
『
教
義
学
的
な
問
題
と
し
て
の
解

そ
の
上
に

彼
の
人
間
学
を
構
築
し
た
と
い
う
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
プ
ル
ト
マ
ン
の
人
間
学
は
、
単
純
に
人
間
に
つ
い
て

の
教
え
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
実
存
に
お
け
る
神
理
解
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

」
の
点
で
プ
ル
ト
マ
ン
の
人
間
論
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ

i
の
人

間
論
と
で
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
み
な
後
付
け
さ
れ
た
議
論
で
あ
る
。

確
か
に
プ
ル
ト
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
と
の
討
論
を
通
し
て
わ
た
し
が
知
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
実
存
主
義
哲
学
の
著
作
が
、

わ
た
し
に
は
決
定
的
な
重
要
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
そ
の
中
に
人
間
実
存
に
相
応
し
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
信
仰
者
の
実
存
を
ふ
さ
わ
し
く
語
り
得
る
概
念
性
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
哲
学
を
神
学
の
た
め
に
実
り
あ
る
も

の
に
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
ま
す
ま
す
カ

l
ル
・
バ
ル
ト
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
:
:
:
他
方
、
神
学
的
な

(
祁
)

意
図
に
お
い
て
ゴ

1
ガ
ル
テ
ン
と
わ
た
し
と
の
共
同
性
が
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
」
。
こ
の
よ
う
な
発
言
か
ら
ひ
と
は
ブ
ル

ト
マ
ン
へ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
の
影
響
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
確
か
に
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
が

(η) 

な
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
影
響
の
問
題
を
、
プ
ル
ト
マ
ン
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ

「
決
定
的
な
重
要
性
を
持
つ
よ
う
に

ー
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
は
そ
れ
程
意
味
の
あ
る
こ
と
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
重 の

超越を認識するための人間学的な前提487 



要
な
こ
と
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が

「
哲
学
を
神
学
の
た
め
に
み
の
り
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
努
力
し
よ
う
」

と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、

そ
の

際
ブ
ル
ト
マ
ン
が
試
み
た
こ
と
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
哲
学
的
な
構
造
を
神
学
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
努
力
で
は
な
く
、
元
来
プ
ル
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ト
マ
ン
自
身
が
持
っ
て
い
た
人
間
論
、

な
い
し
は
神
認
識
の
方
法
を
哲
学
的
な
概
念
に
よ
っ
て
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
の
用
法
や
概
念
、
あ
る
い
は
思
想
的
な
「
枠
組
み
」

(
H
パ
ラ
ダ
イ
ム
)
が
有
効
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
過
ぎ
な
い
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
ブ
ル
ト
マ
ン
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
理
解
の
正
確
さ
の
程
度
や
誤
解
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
ブ
ル
ト
マ
ン
の
人
間
論
や
神
学
的
な

認
識
論
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
既
に
詳
細
に
見
て
き
た
通
り
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
確
か
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
的
な
用
語
や
概

念
を
も
っ
て
彼
の
人
間
論
や
認
識
論
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
彼
が
い
わ
ゆ
る
哲
学
的
な
枠
組
み
を
も
っ
て
説
明
し

ょ
う
と
し
た
、
彼
の
構
想
そ
の
も
の
の
有
用
性
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
が
第
三
の
問
題
と
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
由
主
義
神
学
と
弁
証
法
神
学
の
止
揚
は
成
功
し
て
い
る
の
か
、
し
て
い
な
い

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
を
用
い
る
の
も
究
極
的
に
は
、
神
学
的
な
認
識
論
に
お
け
る
哲
学
的
な
基
礎
、
あ
る
い

は
人
間
学
的
な
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
さ
に
彼
が
弁
証
法
神
学
者
で
も
な
く
、
自

由
主
義
神
学
者
で
も
な
く
、
同
時
に
弁
証
法
神
学
者
で
も
あ
り
、
自
由
主
義
神
学
者
で
も
あ
る
こ
と
の
理
由
だ
か
ら
で
あ
る
。

ひ
と
は
そ
こ

に
ま
さ
に
彼
の

「
弁
証
法
」
神
学
を
見
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神
認
識
に
お
け
る
プ
ル
ト
マ
ン
の
構
想
は
、
人
間
の
問
い
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
答
え
と
し
て
の
啓
示
、
と
い
う
考
え
方
に
そ

の
特
徴
が
よ
く
表
わ
れ
出
て
い
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
人
聞
が
神
に
つ
い
て
問
う
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
こ
の
間
い
は
人
間
の
延

長
線
上
に
、
あ
る
い
は
人
間
の
認
識
能
力
の
帰
結
と
し
て
は
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
人
間
の
問
い
は
、

答
え
と
し
て
の
啓
示
に
よ
っ
て
、

そ
の
聞
い
自
体
が
修
正
さ
れ
、
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な

神
認
識
が
同
時
に
人
間
自
身
の
認
識
で
も
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
れ
故
に
人
間
の
神
に
つ
い
て
の
間
い
と
啓
示
に
よ
る
答
え
と
は



厳
密
に
は
連
続
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
装
置
」
を
想
定
し
よ
う
と
し
た
の
で

に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
人
間
の
側
の
何
ら
か
の
神
認
識
の

あ
り
、

そ
れ
を
人
間
の
中
に
あ
る

の
中
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
神
に
つ
い
て
の
問
い
」

さ
て
こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ト
マ
ン
の
構
想
に
つ
い
て
な
ん
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
真
に
問
わ
れ
る
べ
き
点
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
何
よ
り
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
人
間
学
の
構
想
そ
れ
自
体
の
問
題
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
が
人
間

の
問
い
と
し
て
の
性
格
や
、
人
間
が
あ
ら
か
じ
め
も
っ
て
い
る
神
的
な
も
の
へ
と
向
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
場
合
、
彼
は
こ
の

構
造
を
描
き
出
す
た
め
に
、
彼
が
理
解
し
た
限
り
で
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
存
在
者
の
構
造
の
分
析
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の

は
、
既
に
述
べ
た
通
り
ブ
ル
ト
マ
ン
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
理
解
の
誤
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
人
間
を
描
き
出
す
た
め
に
用

い
た
哲
学
的
な
構
想
の
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
が
一
方
で
、
人
間
の
聞
い
に
つ
い
て
の
性
格
を
強
調
し
、
他
方
で
啓
示
に
よ
る
認
識
を

一
口
う
の
で
あ
れ
ば
、

一
体
哲
学
的
人
間
学
を
も
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
人
間
学
は
何
の
た
め
に
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
れ

は
否
定
さ
れ
、
啓
示
に
よ
る
答
え
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
論
理
構
造
上
は
無
意
味
な
議
論
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
人
間
に
つ
い
て
の
実
践
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
ブ
ル
ト
マ
ン
は
言
う
が
、

そ
う
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
、

キ
リ
ス

ト
教
的
な
伝
統
の
中
に
あ
っ
た
自
然
神
学
と
特
殊
啓
示
的
な
神
学
と
の
関
係
を
前
提
と
し
た
議
論
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
プ
ル
ト

マ
ン
は
既
に
折
込
済
み
の
シ
ナ
リ
オ
の
中
で
、
あ
え
て
こ
の
構
想
を
展
開
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
で
埋
め
て
お
い

た
宝
を
、
自
ら
掘
り
返
し
て
発
見
し
た
、

と
述
べ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。

今
度
は
逆
に
、
答
え
と
し
て
の
啓
示
に
つ
い
て
の
考
え
て
み
よ
う
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
神
認
識
の
構
造
は
、
啓
示
に
よ
る
答
え
の
ア
プ
リ
オ

リ
な
確
か
さ
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
従
う
な
ら
ば
、
人
間
に
お
け
る
宗
教
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
を
否
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
啓
示

の
正
し
さ
に
つ
い
て
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
肯
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
宗
教
的
な
ア

プ
リ
オ
リ
に
よ
る
神
認
識
の
確
か
さ
の
不
安
定
さ
を
強
調
し
た
時
に
、
彼
は
神
の
啓
示
す
る
自
由
の
確
か
さ
を
そ
れ
に
対
置
す
る
こ
と
で
、

実
は
確
か
さ
の
問
題
を
確
保
し
た
の
で
は
な
く
、
放
棄
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
が
答
え
と
し
て
の
啓
示
に
よ
っ
て
聞
い
が
修

超越を認識するための人間学的な前提489 



正
さ
れ
る
と
い
う
場
合
に
、
超
越
か
ら
の
認
識
の
手
段
ま
で
も
与
え
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、

」
の
際
、
超
越
の
側
か
ら
の
認
識
の

提
示
に
は
人
間
は
何
ら
の
責
任
も
な
い
と
同
時
に
、
何
ら
の
議
論
の
余
地
も
な
い
の
で
あ
る
。
無
神
論
や
世
俗
化
論
か
ら
の
い
か
な
る
批
判

490 

に
つ
い
て
も
た
だ
同
じ
答
え
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
神
の
主
権
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
だ
、

と
。
こ
れ
で
は
近
代
以
後
の

人
間
の
根
本
的
な
問
い
、
確
か
さ
に
つ
い
て
の
聞
い
に
十
分
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

プ
ル
ト
マ
ン
の
こ
の
構
想
で
は
、
人
間
は
神
に
向
か
っ
て
聞
い
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
間
い
へ
の
、

そ
し
て
間
い
方
ま
で
も

教
え
て
く
れ
る
啓
示
に
よ
る
認
識
へ
の
不
安
や
、
不
確
か
さ
へ
の
恐
れ
は
こ
の
構
想
で
は
解
消
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
て
言
う
な
ら
ば
、
深
い
溝
の
向
こ
う
側
で
、

「
大
丈
夫
だ
こ
ち
ら
側
に
飛
べ
」

と
言
わ
れ
て
も
、
相
手
へ
の
不
安
の
中
で
そ
の
胸
に

飛
び
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
し
、
着
地
点
が
安
全
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
飛
び
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

」
れ
と
関
連
し
て
、
第
三
に
、
実
は
今
日
の
人
間
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
や
っ
て
く
る
人
間
へ
の
答
え
も
、
自
己
変
革
に
つ
い
て
も
、
ま

た
存
在
の
不
安
に
つ
い
て
も
超
越
か
ら
の
答
え
を
期
待
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
プ
ル
ト
マ
ン
が
描
き
出
し
た

人
間
学
の
構
造
は
、
罪
の
故
の
人
間
の
欠
如
と
い
う
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
意
識
の
上
で
だ
け
推
移
し
得
た
構
想
で
あ
っ
て
、
世
俗

化
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
、

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
な
い
ア
ジ
ア
の
諸
国
で
そ
の
有
効
性
は
確
認
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
今
日
の
人
聞
は
既
に
確
か
さ
の
探
求
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
超
越
の
次
元
の
喪

失
と
い
う
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
プ
ル
ト
マ
ン
は
超
越
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
前
提
と
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
は
ブ

ル
ト
マ
ン
が
し
た
こ
と
は
、
人
間
に
起
こ
っ
て
い
る
超
越
的
な
も
の
は
も
は
や
聞
い
得
な
い
と
い
う
確
信
と
そ
れ
に
対
す
る
超
越
の
側
か

ら
の
答
え
の
不
透
明
さ
や
不
確
か
さ
、

と
い
う
構
造
を
逆
転
さ
せ
て
み
せ
た
だ
け
な
の
で
あ
り
、

」
の
逆
転
は

「
そ
の
通
り
」
と
い
う
か
、

「
そ
れ
は
宗
教
的
結
社
内
部
で
の
み
通
じ
る
暗
号
で
す
」

と
言
わ
れ
る
か
ど
ち
ら
か
に
過
ぎ
ず
、
彼
が
構
想
し
た
よ
う
に

「
弁
証
法
的
」

は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。



最
後
に
ブ
ル
ト
マ
ン
の
認
識
論
の
根
本
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
彼
は
認
識
に
お
い
て
、
聞
い
と
答
え
の
取
り
違
い
が
起
こ
る
こ
と
を

繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
た
。
こ
れ
は
プ
ル
ト
マ
ン
の
み
な
ら
ず
、

キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
伝
統
の
中
で
、
ま
た
哲
学
的
認
識
論
の
中
で
も
繰
り

し
か
し
そ
の
よ
う
な
構
想
で
終
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
ブ
ル
ト
マ
ン
の
議

論
の
先
で
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

返
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
問
題
は
、
哲
学
的
な
聞
い
が
答
え
が
取
り
違
う
、
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
て
、

む
し
ろ
「
な
ぜ
人
間
は
取
り
違
え
る
か
」

と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は

「
取
り
違
え
を
可
能
に
す
る
も
の
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
意
味
で

そ
れ
を
問
う
の
が
人
間
学
を
基
礎
に
し
た
神
学
的
認
識
論
の
今
日
的
な
課
題
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

今
日
の
神
学
的
な
認
識
論
に
お
け
る
人
間
学
的
な
方
法
の
可
能
性
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
問
題
提
起
の
更
に
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
立
た
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

注

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
著
『
超
越
と
認
識
|
|
二

O
世
紀
神
学
史
に
お
け
る
神
認
識
の
問
題
』
(
創
文
社
)
を
参
照
の
こ
と
。
こ
の
論
文
は
元
来

こ
の
書
物
の
第
二
章
と
第
三
章
と
の
聞
に
置
か
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
頁
数
の
関
係
で
収
録
し
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
読
者
が
本
来

の
形
態
を
思
い
起
こ
し
て
そ
の
よ
う
な
順
序
で
拙
論
と
拙
著
を
読
ん
で
頂
け
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。

(2)

カ
l
ル
・
バ
ル
ト
は
繰
り
返
し
そ
の
よ
う
な
視
点
を
提
示
し
た
が
、
そ
れ
は
具
体
的
な
神
学
者
の
思
想
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
総

括
的
な
批
判
で
あ
り
、
個
別
に
は
そ
の
よ
う
な
思
想
は
存
在
し
得
な
い
と
い
う
意
味
で
は
「
理
念
型
」
に
基
づ
く
議
論
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

(1) 

(3)
開
・
』
t
D
尚
早
の
喜
岳

P
E
B
E二
号
唱
。
F
Nロ円一回。
m
E
E
g
m
己
q
H
d
g
-。
阿
佐
己

g
p
}内

H

・
2
N
-
m
g
E
∞宮芹

2
2。
F
B吋
F
3
5
5
2
E

超越を認識するための人間学的な前提491 



Atheismus
，
 

T
u
b
i
n
g
e
n
 1977

，
 

1978 (3. Aufl.) X
I
 

(
司
)

aaO. 

(
∞
)
 
リ
ト
J
~
~
同
・
パ
入
ト
弐

QffiQ嬰
ê:1

0
ユ
ド
~
+
(
R
:
1
醤
0

.. Lfl辛子。ト
J
A
J
~
~
相
指
二

o
w

-k:1
0
ユ
ド
~
#
足
蹴

111川
II~:

1
~
さ
韓
併
{
w
Q
ω

・

叶入4;"，;ミとl
0
;
ド
E
;
;
程
状
化
!
総
堕
~
Q

トJAJ
。

(<0 )組(，...;)
Q
翠
榊
線

11
料
品
]
総
理
~
Q

 ~J
心
。

(
ド
)

V
 gl.
F.W. Graf (hrsg)

，
 

D
e
r
 deutsche Protestantismus u

m
 1900

，
 

Gutersloh 2lf. 

(∞) 
V

 gl. 
Schubert M

.
 O
g
d
e
n
，
 
Christ Without Myth: A

 Study B
a
s
e
d
 o
n
 the T

h
eology of Rudolf B

u1tm
a
n
n
，
 

S
M
U
 Press 1991

，
 164 

(
∞
)
 
R. 

B
u
l
t
m
a
n
n，

 
Autobiographical Reflections in 

Existence a
n
d
 Faith. 

Short Writtings of Rudlf B
u
l
t
m
a
n
n，

 ed. 
B
y
 Schubert M

.
 

O
g
d
e
n
，
 

1960
，
 

287 

(~) 
aaO. 

c::n 
aaO. 288 

(
出
)

F. 
W
.
 Graf，

 Die antihistorische Revolution in 
der protestantischen T

h
eologie der zwanziger jahre

，
 in: 
]. 

Rohls u
n
d
 G. W

e
n
z
 

(hrsg.)
，
 Vernunft des Glaubens. Wissenschaftliche Theologie u

n
d
 kirchliche L

e
hre. 

Festschrift z
u
m
 60. 

Geburtstag v
o
n
 

W
o
l
自
la

此
Pannenberg.

Gottingen 1988
，
 

377
・405

(
口
)
~
叫
Q
nn
a:' ~

 A
R
 287f. 

(
ヨ
)

B
u1tm

a
n
n
，
 

Autobiographical Reflections in Existence a
n
d
 Faith. Short Writtings of Rudlf B

u
l
t
m
a
n
n
，
 ed. B

y
 Schubert M

.
 O
g
d
e
n
，
 

1960
，287 

(巳)
R. B

u
l
t
m
a
n
n
，
 

Z
u
m
 P
r
o
b
l
e
m
 der Entmythologisierung

，
 

H. W
.
 Barth (hrsg.)

，
 

K
e
y
g
m
a
 u
n
d
 M
y
t
h
o
s
 II
，
 1952

，207 

(記)
R. B

u1tm
a
n
n
，
 

Die Aufgabe derτbeologie in der gegenwartigen Situation
，
 

in: T
h
eologische B1

atter
，
 

XII (1
933)

，161-6 

〈口)
aaO.161 

(~) 
aaO. 

(~) 
a
a
O
.
1
6
2
 

(~) 
V
gl. 

G
u
d
r
u
n
 B
e
y
e
r，

 
Rechtfertigungstheologisch denken: Rudolf B

u
l
t
m
a
n
n
s
 Kerygma-theologie aus exegetischen，

 
genetischen 

NA凶寸



唱程MY2動E
〈(もわ唱川

hwい構
F

槌川叩摺担mh山寸

u
n
d
 systematischen Perspektiven，Peter Lan

g
 1996，

 
67
f. 

(
民
)

V
gl. 

W
.
 P
a
n
n
e
n
b
e
r
g
，
 Problemgeschichte der neueren evangelischen Theologie in 

Deutschland. V
o
n
 Schleiermacher bis zu 

Barth u
n
d
 T
i1l
ich

，
 
Gottingen 1996 

(民)
V
 gl. 
T
h
o
m
a
s
 Kucharz

，
 Th
eologen u

n
d
 ihre Dichter: Kiteratur

，
 Kultur u

n
d
 Kunst bei Karl Barth

，
 Rudolf B

u
l
t
m
a
n
n
 u
n
d
 Paul 

Tillich
，

 
Matthias-Gruewald 1995

，
 
278 

(お)
V
 g l. 
K. N

 ow
a
k
，
 Die antihistorishe Revolution. S

y
m
p
t
o
m
e
 u
n
d
 Folgen historischer weltorientierung nach d

e
m
 Ersten Weltkrieg 

in 
Deutschland

，
 in:F.W. 

G
r
a
f/H. R

e
n
z
 (ed.)

，
 Unstrittene M

o
d
e
r
n
e
.
 Die Zukunft der Neuzeit i

m
 Urtei1 

der E
p
o
c
h
e
 Ernst 

Troeltschs，
 

Gutersloh 1988，
 

133
立

(
お
い

J
E;'1JJ~~ ¥

'
ユ
ド
ぜ

F.
W
.
 Graf，

 Die antihistorische Revolutionin der protestantischen Theologie der zwanziger Jahre，
 in: 
]. 

Rohls/G.
明
T
e
n
z
(hrsg.)

，
 Vernunft des Galubens. Wissenschaft1i

c
h
e
 Theologie u

n
d
 kirch1i

c
h
e
 Lehre. Festschrift zu

，
 60. 

Geburtstag v
o
n
 Wolfhart Pannenberg. Gottingen 1988

，
 
377

・405
会
嶋
監
E
;
'

~ J
心
。

(お
V
g
l.
O. 

G. 
Oexle

，
 Historismus

，
 Ub
e
r1
e
g
u
n
g
e
n
 zur Geschichte des P

h
a
n
o
m
e
n
s
 u
n
d
 des Begri

旺
's
，
in: 

Braunschweigische 

Wissenschaftliche Gesellschaft. Jahrbuch 1986
，
 119

・153.
N
o
w
a
k
 1987 

(お)
B
u
l
t
m
a
n
n
，

 
Autobiographical Reflections in 

Existence and Faith. Short Writtings of Rudlf B
u
l
t
m
a
n
n
，
 

ed. B
y
 Schubert M

.
 O
g
d
e
n
，
 

1960
，287 

(お)
R. 

B
u
l
t
m
a
n
n
，

 
W
eIch

e
n
 Sinn hat es

，
 

v
o
n
 Gott zu reden

，
 

in:
官
1B

l.
15 

(1925)
，
訂
正

(gs) 
R. 

B
u
l
t
m
a
n
n
，

 
H
o
w
 dose G

o
d
 speak to us through the Bible

，
 

in:
百
1e

Student W
o
r
l
d
，
立
VII

(1
934)

，
102-12 

(~) 
V
g
l. 
F. 

W
.
 Graf，

 Rettung der Personlichkeit，
 Protestantische Theologie als 

Kultur-
wissenschaft des Christentums

，
 in 
R. 

v
o
n
 

B
r
u
s
h
/
F
.
W
.
 G
r
a
f/
G. H

u
b
i
n
g
e
r
 (hrsg.)

，
 Ku1tur u

n
d
 Kulturwissenschaft u

m
 1900. 

K
rise 

der M
o
d
e
r
n
e
 u
n
d
 Glaube an die 

Wissenschaft
，

 
Stu

仕
gart，

1989
，

 103-132 

(お)
R. Bul

加
1ann

，Glauben u
n
d
 Verstehen 1，

 18 

(お)
a
a
O
.
1
9
 

(~) 
aaO. 



(~) 
a
a
O
.
3
5
 

(
認
)

aaO. 

(
お
)

a
a
O
.
3
7
 

(
お
)

V
gl.
David Fergusson

，
 

B
u
l
t
m
a
n
n
，

 
G. C

h
a
p
m
a
n
 1994

，
 

67
立

(~) 
R. Bul

加
lann，Glauben u

n
d
 Verstehen 1，38 

(
~
)
ト

J
~
 ~
 D
i
e
 F
r
a
g
e
 der naturlichen Offenberung

...1Jユ小縄-Þ<~'
N
e
u
e
s
 T
e
s
t
a
m
e
n
t
 u
n
d
 Mythologie. D

a
s
 P
r
o
b
l
e
m
 der 

Entmythologiesierung der neutestamen
t1i
c
h
e
n
 V
e
r
k
u
n
d
i
g
u
n
g
...1J唱〈以

O
旺
e
n
b
a
r
r
u
n
g
u
n
d
 Heilsgeschehen (Beitragen z

u
m
 

Evangelischen Theologie
，

 
Heft 7，

 
M
u
n
c
h
e
n
 1941

...1J.-:l ¥
-
，
1
I
i
陸
思
迫
盛
初
兵
ど
。

(~) 
2
l
巡
~
R. B

u
l
t
m
a
n
n
，

 
Glauben u

n
d
 Verstehen 1

 ..L6心;u:;m::
1眠

時
。

334

(ミ)
a
a
O
.
3
3
5
 

(
弓
)

aaO. 

(羽)
aaO. 

(
句
)

a
a
O
.
3
3
7
 

(
事
)

aaO. 

(
弓
)

aaO. 

(事)
a
a
O
.
3
3
8
 

(出)
a
a
O
.
3
4
2
 

(容)
a
a
O
.
3
4
3
 

(宕)
aaO. 

(5S) 
aaO. 311 

(
巴
)

aaO. 

(~) 
a
a
O
.
3
3
1
 

(fg) 
aaO. 

寸A山寸



(;]1;)
トJ

G'.I{]~~ ¥
"
ユ
ド

ti
G
u
d
r
u
n
 B
e
y
e
r
 G
'
~
;
;
恩
師
会

J4K~m~
G'

~J"\)O

(
自
)

R. 
Bul

伽
lann

，
Glauben u

n
d
 Verstehehn 1，

 
T
u
b
i
n
g
e
n
 1933

，
 334 ~J G' 

D
a
s
 P
r
o
b
l
e
m
 der Naturlichen Theologie..¥)

蝦
初
£
ど
程
択
さ
主

纏
わ
〈
唱
*
¥0 ~

♀
~
 

IT'lll)gg..\)~~生.ll
G
'
線

l
網
~
~
さ
騒
初
~
~
~
'
患
な
纏
わ
<
G
'
~
小
~
思
召

ti
Élf-û'iミ\0

2主
将
v
r

「
雨
模
択

111者
J..\)

れ
J
~
ド
ユ
~

G' ¥
0
'
わ
〈
鍾
俳
よ
-
1
G
'

τミ
ー

τミ
止
ま
ぎ
わ
ド
(
-
1
~
初
ヰ
ユ
ど
社
n~..\)~

ド
ti
1
 ~111

川崎..\)~ド.w"v'。

唱湿布宕併E〈なれ吊リKA仰い繕，同制山叩摺担

山hA

山寸

(;:g) 
aaO. 

(也)
aaO. 

(
自
)

a
a
O
.
3
3
3
 

(~) 
aaO. 

(
g
)
 
a
a
O
.
3
3
5
 

(
忌
)

a
a
O
.
3
3
3
 

(包)
aaO. 

(
包
)

a
a
O
.
3
3
4
 

(~) 
R. B

u
l
t
m
a
n
n
，

 
Geleitwort zur Neuauflage v

o
n
 A
d
o
l
f
v
o
n
 H
a
r
n
a
c
k
，
 

D
a
s
 W
e
s
e
n
 des Christentums

，
 

1950 

(ti5) 
aaO. VIII 

(;s) 
aaO. 

(te)) 
aaO. VII 

(i15) 
け
な
屯
~
~
\
"
ユ
ド
君
主
~t栴
『
ト
鴇
ロ
ト
!
ト
ヤ
ー
も
ベ

j護
保
纏
.
l
l
(
~
~
ヨ
ヨ
崖
)
会

J~私堕~G'ト
J
..¥)0 

(ffi) 
R.
B
u
l
t
m
a
n
n
，

 
aaO. 18 

(
定
)

aaO. 

(ど)
aaO. 

(ど)
aaO. 

(~) 
H
.
O
仕
0
，Geschichte u

n
d
 Heilsgeschichte in der Theologie R. Bul

伽
lann

，Zurich 1955 

(
ご
)

a
a
O
.
1
5
9
 



(
巳
)

L. 
Steiger

，
 Die H

e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
 als 

dogmatisches Problem. Eine Auseinandersetzung mit d
e
m
 tranzendentalen A

n
satz des 

theologischen Verstehen
，

 
Gottingen 1961 

(~) 
R. 

Bultm
阻

止
Autobiographical

Reflections in 
Existence and Faith. 

Short Writtings of Rudlf Bultmanns
，
 ed. 

B
y
 Schubert M

.
 

O
g
d
e
n ，

 
1960

，
 

288 

(じ)
aaO.288 

、。。、寸




