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114

ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
の
神
学

――
一
九
一
九
年
以
前
の
バ
ル
ト
の
神
学
の
性
格
に
つ
い
て
の
考
察）

1
（

深　

井　

智　

朗

は
じ
め
に
――
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー（
あ
る
い
は
ユ
ー
ゲ
ン
ト
・
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
）の
時
代
の
神
学

一
八
九
五
年
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
完
成
し
た
タ
ッ
セ
ル
邸
は
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
様
式
を
建
築
に
適
応
し
た
最
初
の
実
例
と
し
て
、

そ
の
設
計
者
で
あ
る
ビ
ク
ト
ル
・
オ
ル
タ
の
名
を
一
躍
世
界
に
広
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ビ
ク
ト
ル
・
オ
ル
タ
や
ヴ
ァ
ン
・
ド
・
ヴ
ェ
ル
ド

に
よ
っ
て
ベ
ル
ギ
ー
は
一
九
世
紀
末
、
建
築
の
み
な
ら
ず
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
と
呼
ば
れ
た
あ
ら
ゆ
る
芸
術
運
動
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
に

な
っ
た
。
し
か
し
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
と
呼
ば
れ
た
建
築
様
式
は
「
建
築
史
上
も
っ
と
も
短
い
様
式
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
一
般
に
ア
ー

ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
建
築
様
式
が
見
ら
れ
る
の
は
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
一
〇
年
の
約
二
〇
年
と
い
う
短
い
期
間
で
あ
り
）
2
（

、
こ
の
一
九
世
紀
末

に
始
ま
っ
た
建
築
運
動
は
、
そ
の
後
静
か
に
歴
史
の
舞
台
を
去
り
、
建
築
物
そ
の
も
の
も
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
が
破
壊
さ

れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
今
日
多
く
の
場
合
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
建
築
様
式
は
、
後
に
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
と
呼
ば
れ
た
他
の
芸
術
運
動
と
同
じ
よ
う
に
、
二
つ
の
重
な
り
合
う
、
し
か
し
異
な
っ
た

時
代
の
間
で
、
そ
の
独
自
の
様
式
を
主
張
し
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
一
九
世
紀
の
権
威
主
義
的
、
家
父
長
的
な
伝
統
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
あ
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115 アール・ヌーボーの時代の神学

り
、
も
う
ひ
と
つ
は
そ
の
伝
統
的
な
時
代
の
あ
と
に
や
っ
て
き
た
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
失
い
、
安
定
性
を
失
い
、
し
か
し
カ
オ
ス
の
中
に
不

思
議
な
創
造
性
と
力
と
を
持
っ
て
い
た
新
し
い
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
は
デ
ボ
ラ
・
シ
ル
ヴ
ァ
ー
マ
ン
言
う
よ
う
に
、
両
義
性
を
も
っ
た
時
代

を
象
徴
す
る
建
築
様
式
で
あ
る
）
3
（

。

ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
神
学
者
ア
ル
フ
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
セ
ン
は
こ
の
約
二
〇
年
間
を
「
ユ
ー
ゲ
ン
ト
・
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
の
時
代
」
と
呼

び
、
過
ぎ
去
り
行
く
は
ず
で
（
し
か
し
ま
だ
過
ぎ
去
ら
な
い
）
旧
世
代
と
、
来
る
べ
き
は
ず
で
（
し
か
し
ま
だ
来
て
い
な
い
）
新
世
代
の
狭

間
に
あ
っ
た
特
別
な
時
代
と
定
義
し
て
い
る
）
4
（

。
そ
れ
は
こ
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
や
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
つ
い
て
妥
当
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
プ
ロ
テ
ス
ト
神
学
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
そ
の
よ
う
な
分
析
は
正
し
く
、
世
紀
末
に
お
け
る
終
末
論
的
な
意
識

と
、
新
し
い
時
代
の
予
感
の
間
で
、
ま
た
伝
統
と
革
新
の
間
で
、
時
代
は
揺
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
こ
の
両
者
を
包
含
す
る
独
特
の
時
代
精

神
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
終
り
」
と
「
始
ま
り
」
が
混
在
し
、
そ
の
両
義
性
と
混
沌
と
が
不
思
議
な
美
と
力
、
思
想
的

創
造
性
を
生
み
出
し
て
い
た
）
5
（

。

と
こ
ろ
で
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
建
築
様
式
に
は
一
九
世
紀
の
伝
統
的
な
社
会
を
象
徴
す
る
よ
う
な
重
厚
な
石
造
り
の
建
築
と
、
新
し
い

時
代
を
象
徴
す
る
鉄
や
ガ
ラ
ス
、
明
る
い
光
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
た
建
築
様
式
と
が
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
エ
ス
ク
リ
ッ

ト
に
よ
れ
ば
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
こ
の
よ
う
な
「
両
義
性
」
は
「
世
紀
の
転
換
期
に
お
け
る
芸
術
、
デ
ザ
イ
ン
、
そ
し
て
社
会
に
お
け
る

あ
ら
ゆ
る
葛
藤
を
体
現
し
て
い
た
）
6
（

」。
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
は
「
選
良
的
で
あ
る
と
同
時
に
大
衆
的
で
あ
り
、
私
的
で
あ
る
と
同
時
に
公
的

で
あ
り
、
保
守
的
で
あ
る
と
同
時
に
革
新
的
、
豊
か
で
あ
る
と
同
時
に
素
朴
、
伝
統
的
で
あ
る
と
同
時
に
近
代
的
で
あ
っ
た
）
7
（

」。

ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
ド
イ
ツ
で
、
同
じ
よ
う
に
、
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
代
と
、
始
ま
ろ
う
と
す
る
時
代
の
間
で
、
ま
さ
に
「
時
の
間
」
で
新

し
い
神
学
運
動
が
生
み
出
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
後
に
「
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
か
、「
神
学
的
表
現
主
義
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
既
存
の
教
会
制
度
や
神
学
の
批
判
者
、
破
壊
と
な
っ
た
。
し
か
し
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
彼
ら
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
破
壊
の
思
想
は
、
突
然
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」

ky46203アルヌ�d偶.indd   115 10.4.8   4:32:19 AM



116

を
生
み
出
し
た
思
想
的
な
母
体
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
ひ
と
つ
前
の
時
代
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
思
想

の
揺
籃
期
と
な
っ
た
の
が
ま
さ
に
、
こ
の
「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
」
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
彼
ら
は
旧
世
代
と
新
世
代
の
狭
間
に

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
リ
ッ
チ
ュ
ル
学
派
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
の
影
響
の
も
と
に
、
あ
る
い
は
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ

ハ
ー
と
カ
ン
ト
の
影
響
の
も
と
に
、
新
し
い
神
学
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン

は
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
オ
イ
ゲ
ン
・
デ
ィ
ー
デ
リ
ヒ
ス
と
の
間
で
悩
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
」
は
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
芸
術
運
動
を
表
す
言
葉
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
ほ
ぼ
同
時
代
の
運
動
は
、
ク
リ
ス

ト
フ
ァ
ー
セ
ン
が
言
う
よ
う
に
「
ユ
ー
ゲ
ン
ト
・
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
本
論
文
で
は
ド
イ
ツ
の
神
学
運
動
の
研
究
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
ド
イ
ツ
の
ユ
ー
ゲ
ン
ト
・
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
と
言
っ
た

場
合
に
は
分
野
も
時
代
も
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
よ
り
も
さ
ら
に
広
く
、
本
研
究
が
扱
か
お
う
と
し
て
い
る
時
代
と
の
間
に
ず
れ
が

生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
建
築
様
式
を
こ
こ
で
特
に
持
ち
出
し
た
の
は
、
建
築
と
い
う
構
造
を
生
み
出
す

イ
メ
ー
ジ
は
、
思
想
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
は
適
切
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
）
8
（

。

さ
て
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
の
反
資
本
主
義
、
反
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
政
治
的
な
立
場
、
家
父
長
的
な
社
会

観
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
び
付
い
た
政
治
神
学
を
背
負
っ
た
こ
の
時
代
の
教
会
の
神
学
者
た
ち
に
対
し
て
、
新
し
い

時
代
の
自
由
で
、
そ
れ
故
に
破
壊
的
で
、
創
造
的
な
新
し
い
神
学
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
既
に
述
べ
た
通
り
後
に
神
学
的
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
彼
ら
は
彼
ら
以
前
の
古
い
時
代
の
神
学
の
中
に
孕
ま
れ
、
そ
の
古
い
時
代
を
破
壊
し
よ
う
と

し
、
実
際
に
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
の
関
係
を
も
う
少
し
正
確
に
、
丁
寧
に
見
る
な
ら
ば
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
彼
ら
に
は
古
い

時
代
の
神
学
の
中
で
教
育
さ
れ
た
時
期
が
あ
り
、
そ
の
後
に
、
こ
の
古
い
時
代
の
破
壊
が
や
っ
て
き
た
。
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
例
で
言
う
な

ら
ば
、
一
九
一
四
年
以
後
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
、
一
九
一
九
年
の
『
ロ
ー
マ
書
注
解
』
で
決
定
的
に
な
っ
た
前
世
代
の
神
学
へ
の
批
判
の

前
に
、
前
世
紀
の
神
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
あ
り
、
し
か
し
新
し
い
神
学
を
模
索
し
て
い
た
時
代
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
9
（

。
そ
れ
は
一
八
八
六

ky46203アルヌ�d偶.indd   116 10.4.8   4:32:20 AM



117 アール・ヌーボーの時代の神学

年
に
生
ま
れ
た
バ
ル
ト
が
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
、
ベ
ル
リ
ン
等
に
学
び
、
と
り
わ
け
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
の
強
い
影
響
の
も
と
に
、

「
百
パ
ー
セ
ン
ト
・
マ
ー
ル
ブ
ル
ガ
ー
」
と
し
て
一
九
一
〇
年
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
教
会
に
赴
任
し
、
一
九
一
一
年
に
ザ
ー
フ
ィ
ン
ヴ
ィ
ル
の

教
会
に
赴
任
す
る
ま
で
の
時
代
で
あ
る
。
つ
ま
り
バ
ル
ト
を
例
に
と
れ
ば
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
に
は
、
神
学
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

脱
構
築
を
試
み
た
時
代
、
す
な
わ
ち
「
表
現
主
義
の
時
代
の
神
学
」
と
呼
ば
れ
た
時
代
の
前
に
、
伝
統
的
な
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
リ
ベ

ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
神
学
者
た
ち
の
強
い
影
響
の
も
と
に
あ
り
、「
表
現
主
義
的
な
神
学
」
へ
の
展
開
の
萌
芽
を
含
ん
だ
時
代
、
す

な
わ
ち
両
者
の
間
に
あ
る
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
建
築
様
式
と
重
な
る
時
代
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
10
（

。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー

ボ
ー
の
時
代
の
神
学
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
神
学
の
影
響
と
、

彼
ら
独
自
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
と
向
か
う
時
代
の
間
、
そ
の
両
方
の
立
場
の
狭
間
に
あ
っ
た
時
代
の
神
学
で
あ
る
。
本
論
で

は
こ
の
時
代
の
神
学
の
特
徴
、
と
り
わ
け
バ
ル
ト
の
神
学
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

従
来
の
バ
ル
ト
研
究
で
は
、
初
期
バ
ル
ト
と
い
う
の
は
『
ロ
ー
マ
書
注
解
』
の
バ
ル
ト
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
後
期
バ
ル
ト
と
は
、
そ

の
後
ア
ン
セ
ル
ム
ス
研
究
を
経
て
、『
教
会
教
義
学
』
へ
と
至
っ
た
時
代
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
設
定
で
い
う
な
ら
、
本
論
が
扱
お

う
と
し
て
い
る
時
代
は
、『
ロ
ー
マ
書
注
解
』
に
よ
っ
て
バ
ル
ト
が
克
服
し
た
時
代
と
し
て
扱
わ
れ
、
論
じ
ら
れ
る
場
合
で
も
、
後
に
克
服

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
積
極
的
な
意
味
付
け
な
く
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
こ
の
時
代
、
す
な
わ
ち
一
九
一
九
年

以
前
の
本
当
の
意
味
で
の
初
期
バ
ル
ト
の
思
想
を
正
確
に
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
従
来
の
研
究
の
動
向
を
修

正
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
時
代
の
バ
ル
ト
の
思
想
を
、
こ
の
時
代
の
社
会
史
的
な
動
向
や
、
思
想
史
的
な
動
向
の
中
に
戻
し
て
や
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
バ
ル
ト
の
思
想
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
は
何
が
バ
ル
ト
に
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し

て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
具
体
的
に
こ
の
時
代
の
バ
ル
ト
、
あ
る
い
は
後
の
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
の
関
心
事
は
F
・
W
・
グ
ラ
ー
フ
が
指

摘
す
る
よ
う
に
「
歴
史
主
義
の
克
服
」
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
11
（

。
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
そ
の
克
服
の
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た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
明
確
な
仕
方
で
提
示
し
は
じ
め
た
。
そ
の
時
代
の
バ
ル
ト
に
つ
い
て
の
研
究
は
盛
ん
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の

バ
ル
ト
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
信
仰
と
歴
史
」
と
い

う
こ
の
時
代
の
問
題
設
定
の
中
で
ひ
と
つ
の
解
決
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
故
に
バ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。「
わ

れ
わ
れ
は
『
信
仰
と
歴
史
』
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
大
い
な
る
神
学
的
衝
動
の
出
発
点
と
戦
場
を
目
の
前
に
も
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
こ
こ

に
お
い
て
こ
そ
合
意
に
達
す
る
ま
で
は
、
神
学
と
教
会
と
に
お
い
て
い
か
な
る
合
意
に
も
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
）
12
（

」。
バ
ル
ト
は

ま
さ
に
こ
の
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
の
戦
場
で
戦
う
た
め
の
作
戦
を
練
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
宗
教
史
学
派
の

問
題
提
起
に
ヘ
ル
マ
ン
を
通
し
て
解
釈
さ
れ
た
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
的
・
カ
ン
ト
的
な
立
場
か
ら
応
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
議

論
は
、
従
来
解
釈
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
神
学
の
中
で
の
リ
ッ
チ
ュ
ル
学
派
と
宗
教
史
学
派
と
の
対
立
の
構

図
に
バ
ル
ト
も
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
正
確
に
は
、
バ
ル
ト
は
こ
の
時
代
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
前
世
代
の

神
学
的
な
努
力
を
継
承
し
（
そ
れ
が
ヘ
ル
マ
ン
の
立
場
へ
の
依
存
と
評
価
に
あ
る
）、
そ
の
上
で
、
彼
は
宗
教
史
学
派
を
も
、
ヘ
ル
マ
ン
を

も
超
え
て
行
こ
う
と
す
る
努
力
を
、
ヘ
ル
マ
ン
的
な
立
場
の
範
囲
内
で
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
徹
底
が
後
に
一
九
一
九
年
の
『
ロ
ー

マ
書
注
解
』
へ
と
結
実
す
る
の
で
あ
る
。

本
論
で
は
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
ご
く
短
期
間
、
し
か
し
一
九
一
九
年
以
前
の
本
当
の
意
味
で
の
初
期
バ
ル
ト
の
神
学
的
努
力
が
解
明
で

き
る
「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
」
の
バ
ル
ト
の
神
学
を
検
討
し
て
み
た
い
。
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1
． 

終
わ
ろ
う
と
す
る
時
代
の
中
に
あ
る
バ
ル
ト
、
あ
る
い
は
「
一
〇
〇
％
マ
ー
ル
ブ
ル
ガ
ー
」
と

し
て
の
初
期
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト

ま
ず
こ
の
問
題
と
取
り
組
む
た
め
に
は
、
一
九
一
九
年
以
前
の
バ
ル
ト
の
神
学
的
な
立
場
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
彼
が
ヘ
ル
マ
ン
主
義
者
と
な
る
ま
で
の
神
学
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

バ
ル
ト
の
神
学
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
ベ
ル
ン
で
の
神
学
教
育
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ー
フ
の
神
学
者
で
あ
る
彼
の

父
の
影
響
の
も
と
に
は
じ
ま
っ
た
。
ポ
ジ
テ
ィ
ー
フ
と
は
こ
の
時
代
の
神
学
的
保
守
主
義
の
名
称
で
あ
る
。
ポ
ジ
テ
ィ
ー
フ
は
「
実
証
主

義
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
正
し
く
も
あ
り
、
誤
解
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
彼
の
『
神
学
通
論
』
の
中
で
、

神
学
と
は
「
実
証
的
な
学
」（positive W

issenschaft

）
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
）
13
（

。
そ
こ
で
彼
が
考
え
て
い
る
神
学
と
は
、
教
会
の
学
と

し
て
の
、
歴
史
現
象
と
し
て
そ
こ
に
存
在
す
る
ひ
と
つ
の
具
体
的
な
教
会
の
た
め
の
学
と
し
て
の
神
学
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
神

学
を
哲
学
的
本
質
論
や
観
念
論
に
還
元
で
き
な
い
も
の
と
し
て
定
義
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
の
父
の
立
場
は
そ
れ
と
は
違
っ
た
意
味

で
ポ
ジ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
ポ
ジ
テ
ィ
ー
フ
は
、
聖
書
の
文
字
や
信
条
の
言
葉
を
ま
さ
に
文
字
通
り
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
書
い

て
あ
る
通
り
、
受
け
入
れ
る
と
い
う
意
味
で
実
証
的
（positiv

）
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
歴
史
的
・
批
判
的
な
研
究
は
拒
否
さ

れ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
そ
の
実
証
的
な
態
度
を
前
提
に
、
自
由
に
神
学
研
究
を
営
ん
で
は
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
一
九
〇
四
年
一
〇
月
一
七
日
に
ベ
ル
ン
大
学
神
学
部
に
学
生
と
し
て
の
登
録
を
行
っ
た
。
ベ
ル
ン
時
代
が
初
期

バ
ル
ト
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
形
跡
は
な
い
。
し
か
し
バ
ル
ト
は
こ
の
ベ
ル
ン
時
代
か
ら
、
初
期
の
彼
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、

や
が
て
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
の
神
学
を
彼
が
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
基
礎
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
著
作
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を
本
格
的
に
読
み
始
め
て
い
る
。
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
彼
は
こ
の
時
代
「
古
い
正
統
主
義
に
反
対
し
て
、
心
に
思
い
描
く
よ
う
な
こ
と
、
ま
た

あ
ら
ゆ
る
神
の
道
は
カ
ン
ト
に
は
じ
ま
り
、
も
し
で
き
る
な
ら
そ
こ
で
目
標
に
到
達
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
ベ
ル
ン
で
学
ん

だ
数
学
期
の
間
に
真
剣
に
聞
か
さ
れ
、
ま
た
会
得
し
て
し
ま
っ
た
）
14
（

」
の
だ
と
い
う
。
学
生
時
代
の
バ
ル
ト
を
「
本
当
に
感
動
さ
せ
た
最
初
の

書
物
は
、
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
だ
っ
た
）
15
（

」
の
で
あ
り
、
そ
の
読
書
が
彼
に
思
想
的
な
回
心
を
も
も
た
ら
し
た
ら
し
い
。
こ
の
カ
ン

ト
の
発
見
は
後
に
、
彼
が
一
九
二
二
年
の
『
ロ
ー
マ
書
講
解
』
改
訂
版
で
述
べ
て
い
る
「
カ
ン
ト
の
新
し
い
読
み
方
」
の
発
見
ま
で
続
く
こ

と
に
な
る
）
16
（

。

バ
ル
ト
は
二
年
後
の
一
九
〇
六
年
一
〇
月
一
七
日
に
神
学
第
一
次
試
験
に
合
格
し
、
神
学
の
初
級
の
研
鑽
を
終
え
て
、
次
の
学
期
か
ら
は

ベ
ル
リ
ン
大
学
に
登
録
す
る
に
し
た
。
こ
れ
は
父
の
勧
め
で
も
あ
っ
た
が
、
彼
は
そ
こ
で
父
の
神
学
的
立
場
を
離
れ
て
、
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ

ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
に
出
席
し
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
一
五
二
枚
に
及
ぶ
長
大
な
学
期
末
の
レ
ポ
ー
ト
を
書
き
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の

神
学
的
な
立
場
を
理
解
し
、
さ
ら
に
深
く
カ
ン
ト
を
読
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
彼
は
「
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』

と
（
そ
の
後
で
初
め
て
同
じ
よ
う
に
熱
中
し
て
）『
純
粋
理
性
批
判
』
の
徹
底
的
研
究
か
ら
出
発
し
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
を
知
り
、
そ
れ

ら
の
思
想
家
を
経
由
し
て
カ
ン
ト
と
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
結
合
を
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
の
中
に
見
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
）
17
（

」。

バ
ル
ト
は
そ
の
時
か
ら
自
ら
は
ヘ
ル
マ
ン
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
自
覚
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
が
ベ
ル
リ
ン
で
は
じ
め
て
ヘ
ル
マ
ン
の
『
倫
理
学
』
を
読
ん
だ
日
々
を
、
私
は
ま
る
で
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
覚
え
て
い
る
。
…
…

『
私
は
こ
の
書
物
か
ら
永
久
運
動
を
開
始
す
る
最
初
の
衝
撃
を
受
け
た
』。
し
か
し
私
は
も
っ
と
ひ
か
え
め
に
、
と
言
っ
て
も
少
な
か
ら
ず
感

謝
に
満
ち
て
次
の
よ
う
に
言
い
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
私
は
そ
の
時
以
来
、
独
自
の
集
中
力
を
も
っ
て
神
学
に
か
か
わ
っ
て
き
た
と

思
う
）
18
（

」。
こ
こ
か
ら
バ
ル
ト
の
神
学
的
営
み
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
バ
ル
ト
は
ヘ
ル
マ
ン
の
神
学
的
立
場
の
中
に
何
を
見

て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
バ
ル
ト
は
一
旦
ベ
ル
ン
に
戻
り
、
こ
れ
も
ま
た
父
の
忠
告
の
も
と
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
登
録
を
経
て
、
一
九
〇
八
年
四
月
に
つ
い
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に
憧
れ
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
移
り
、
ヘ
ル
マ
ン
の
講
義
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク

を
「
わ
が
シ
オ
ン
の
丘
」
と
呼
び
、「
ヘ
ル
マ
ン
と
い
う
人
物
の
故
に
私
が
あ
れ
ほ
ど
強
い
あ
こ
が
れ
を
い
だ
い
て
い
た
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に

今
や
っ
と
辿
り
つ
い
た
」
と
そ
の
時
代
の
感
想
を
書
い
て
い
る
）
19
（

。
こ
こ
で
彼
は
ヘ
ル
マ
ン
の
影
響
を
受
け
、
ヘ
ル
マ
ン
を
通
し
て
こ
の
大
学

の
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
エ
ン
や
パ
ウ
ル
・
ナ
ト
ル
プ
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
バ
ル
ト
は
「
ま
さ
に
ヘ
ル
マ
ン

だ
け
が
私
の
学
生
時
代
の
神
学
教
師
で
し
た
）
20
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
バ
ル
ト
は
ヘ
ル
マ
ン
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
バ
ル
ト
の
ヘ
ル
マ
ン
か
ら
脱
却
は
一
九
一
四
年

の
第
一
次
世
界
大
戦
を
支
持
し
た
知
識
人
の
宣
言
の
中
に
ヘ
ル
マ
ン
の
名
前
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
が
、
現
実
に

は
そ
の
後
も
バ
ル
ト
は
ヘ
ル
マ
ン
の
思
想
の
意
図
せ
ざ
る
影
響
の
も
と
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
バ
ル
ト
が
ヘ
ル
マ
ン
の
思
想
を
学
ぶ
こ

と
を
通
し
て
取
り
組
ん
だ
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
彼
を
通
し
て
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
バ
ル
ト
は
こ
の
時

代
「
カ
ン
ト
か
ら
出
発
し
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
出
会
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
）
21
（

、
具
体
的
に
は
ヘ
ル
マ
ン
的
に
解
釈
さ
れ
た
シ
ュ
ラ
イ

ア
マ
ハ
ー
に
神
学
の
新
し
い
可
能
性
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ヘ
ル
マ
ン
は
、
一
方
で
カ
ン
ト
主

義
者
で
し
た
が
、
他
方
で
は
後
期
で
は
な
く
、
初
期
の
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
弟
子
で
し
た
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
『
宗
教
論
』
の
第
一

講
か
ら
第
四
講
ま
で
は
、
W
・
ヘ
ル
マ
ン
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
テ
ク
ス
ト
で
、
演
習
の
時
間
に
『
新
約
聖
書
の
正
典
が
確
定
し
た
の
ち

に
公
に
さ
れ
た
も
の
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
書
物
で
あ
る
』
と
わ
れ
わ
れ
に
語
っ
た
ほ
ど
で
し
た
）
22
（

」。
こ
の
バ
ル
ト
の
言
葉
は
重
要
で
あ

る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
こ
の
時
代
の
バ
ル
ト
が
歴
史
主
義
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
彼
が
積
極
的
に
依
存
し
た
の
は
、
ヘ
ル
マ
ン
の

解
釈
を
通
し
て
教
え
ら
れ
た
初
期
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
宗
教
論
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

後
に
バ
ル
ト
は
、
ヘ
ル
マ
ン
の
遺
稿
が
整
理
さ
れ
て
『
教
義
学
』
と
い
う
題
名
で
一
九
二
五
年
に
出
版
さ
れ
た
時
に
、
自
ら
へ
の
ヘ
ル
マ

ン
の
影
響
を
確
認
す
る
よ
う
に
、「
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
に
お
け
る
教
義
学
的
原
理
」
と
い
う
講
演
を
行
っ
て
い
る
）
23
（

。
そ
こ
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
バ
ル
ト
は
ヘ
ル
マ
ン
を
通
し
て
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
と
再
会
し
、
そ
し
て
ヘ
ル
マ
ン
と
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
と
共
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に
キ
リ
ス
ト
論
の
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
こ
の
時
代
、
歴
史
主
義
の
枠
組
み
の
中
で
の
キ
リ
ス
ト
論
、
あ
る
い
は

こ
の
時
代
の
神
学
に
お
け
る
根
本
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
信
仰
と
歴
史
」
の
問
題
、
バ
ル
ト
自
身
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
、「
信
仰
そ
れ

自
体
、
す
な
わ
ち
敬
虔
は
、
そ
の
歴
史
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
）
24
（

」
と
い
う
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
の
バ
ル
ト
が
こ
の
問
題
と
取
り
組
ん
だ
具
体
的
な
記
録
は
、
一
九
一
〇
年
一
〇
月
五
日
に
ニ
ュ
ー
シ
ャ
テ

ル
で
行
わ
れ
た
西
ス
イ
ス
の
ド
イ
ツ
語
圏
教
会
の
牧
師
協
議
会
で
行
っ
た
講
演
で
、
後
に
一
九
一
二
年
に
バ
ー
ゼ
ル
大
学
の
『
神
学
雑
誌
』

に
掲
載
さ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
歴
史
」
と
い
う
論
文
で
あ
ろ
う
）
25
（

。
こ
の
講
演
論
文
は
、
明
ら
か
に
一
九
一
〇
年
に
講
演
さ
れ
た
後
、

一
九
一
一
年
に
な
さ
れ
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
「
信
仰
に
と
っ
て
の
イ
エ
ス
の
歴
史
性
の
意
義
」
と
い
う
講
演
を
聴
い
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
ト
レ
ル
チ
の
議
論
を
意
識
し
て
改
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
26
（

。

2
．
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
時
代
の
中
に
あ
る
バ
ル
ト
、
あ
る
い
は
「
歴
史
主
義
の
克
服
」

と
こ
ろ
で
こ
の
時
代
、
バ
ル
ト
と
同
じ
よ
う
に
歴
史
主
義
の
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
た
旧
世
代
の
神
学
者
は
、
た
と
え
ば
ア
ド
フ
ル
・

フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
従
来
ハ
ル
ナ
ッ
ク
や
ト
レ
ル
チ
に
対
す
る
バ
ル
ト
の
徹

底
的
な
批
判
と
い
う
視
点
が
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
は
違
っ
て
、
両
者
が
同
じ
課
題
と
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
の
重
要
性
に
気
付
か
さ
れ

る
。
と
り
わ
け
ト
レ
ル
チ
に
と
っ
て
歴
史
主
義
の
問
題
は
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
般
的
な
歴
史
的
相
対
主
義
を
前
提
に
し
、
そ
の

上
で
近
代
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
の
規
範
的
妥
当
性
と
を
同
時
に
追
求
す
る
可
能
性
を
探
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
一
見
矛
盾
す
る
か
に
見

え
る
努
力
の
中
に
彼
の
学
問
的
な
課
題
が
あ
っ
た
）
27
（

。
そ
れ
故
に
ト
レ
ル
チ
は
「
歴
史
主
義
の
克
服
」
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
点

で
同
じ
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
た
ト
レ
ル
チ
と
バ
ル
ト
と
の
違
い
は
一
九
二
〇
年
代
に
な
っ
た
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ト
レ
ル
チ
は
歴
史
主
義
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は
近
代
に
お
け
る
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
知
的
革
命
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
自
体
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、

彼
は
そ
れ
を
た
だ
相
対
的
な
力
学
の
中
で
回
避
す
る
可
能
性
を
考
え
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
）
28
（

。
そ
れ
故
に
「
歴
史
主
義
」
の
問
題
こ
そ
、

ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
の
神
学
の
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
し
か
し
そ
の
取
り
組
み
の
方
法
と
い
う
点
で
旧
世
代
の
方
法
と
、
ま
た
そ
れ

を
受
け
継
ぎ
新
し
い
克
服
の
道
を
模
索
し
て
い
た
新
世
代
の
方
法
と
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
お
い
て
も
歴
史
主
義
は
彼
の
重
要
な
課
題
で
あ
り
続
け
た
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
こ
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
彼
の

見
解
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
一
九
一
〇
年
の
講
演
「
ひ
と
は
い
か
に
し
て
歴
史
を
学
ぶ
べ
き
か
」
で
あ
り
、
そ
の
中
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
懐

疑
主
義
の
只
中
で
、
人
類
の
発
展
と
進
歩
と
い
う
高
貴
な
理
念
を
回
復
す
る
た
め
に
歴
史
と
い
う
概
念
の
神
学
的
再
解
釈
を
試
み
て
い
る
の

で
あ
る
）
29
（

。
ま
た
後
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
対
す
る
若
い
世
代
の
神
学
者
か
ら
の
批
判
点
が
歴
史
主
義
で
あ
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

彼
に
と
っ
て
歴
史
主
義
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
）
30
（

。
こ
の
よ
う
な
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
ト
レ
ル
チ
の
試
み
は
、
基
本
的
に

は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
神
学
と
教
会
と
の
状
況
と
伝
統
を
踏
襲
、
ま
た
そ
の
枠
内
で
そ
れ
ら
の
議
論
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

バ
ル
ト
も
こ
の
時
代
こ
の
問
題
に
参
入
す
る
。
そ
れ
故
に
次
の
よ
う
な
仮
説
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー

の
時
代
の
神
学
市
場
に
お
け
る
大
き
な
問
題
は
、
旧
世
代
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
「
歴
史
主
義
の
問
題
」
で
あ
り
、
バ
ル
ト
の
世
代
に
と
っ

て
は
「
信
仰
と
歴
史
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
ト
レ
ル
チ
や
ハ
ル
ナ
ッ
ク
、
も
ち
ろ
ん
ヘ
ル
マ
ン
も
論
陣
を
張
っ

て
お
り
、
こ
の
同
じ
問
題
に
バ
ル
ト
や
後
の
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
も
参
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ト
レ
ル
チ
や
ハ

ル
ナ
ッ
ク
と
バ
ル
ト
と
の
間
に
単
純
な
断
絶
や
区
分
を
示
す
こ
と
で
は
充
分
な
解
釈
と
は
言
え
な
い
。
ト
レ
ル
チ
や
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
古
い
世

代
の
取
り
組
み
が
支
配
す
る
市
場
の
中
で
、
古
い
世
代
の
方
法
に
依
存
し
つ
つ
、
し
か
し
意
識
せ
ざ
る
仕
方
で
新
し
い
可
能
性
の
萌
芽
が
生

ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
、
こ
の
時
代
の
バ
ル
ト
の
神
学
の
中
に
見
て
取
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
バ
ル
ト
の
中
に
は
ア
ー
ル
・

ヌ
ー
ボ
ー
の
建
築
様
式
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
こ
の
時
代
の
思
想
的
状
況
、
す
な
わ
ち
古
い
権
威
主
義
的
な
時
代
と
新
し
い
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
破
壊
の
時
代
の
両
方
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
市
場
か
ら
完
全
に
自
立
す
る
の
は
、
一
九
一
九
年
以
後
の
バ
ル
ト
で
あ
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り
、
そ
の
時
バ
ル
ト
は
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
を
終
え
て
、
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
」
の
バ
ル
ト
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
歴
史
主
義
の
問
題
」
と
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
具
体
的
に
は
宗
教
史
学
派
、
そ
し
て
リ
ッ
チ
ュ
ル
学
派
が
試
み
た
方
法
で
は
な
い
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
の
方

法
を
見
本
に
、
初
期
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
と
カ
ン
ト
の
試
み
へ
と
立
ち
返
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
答
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に

ま
ず
第
一
に
そ
の
バ
ル
ト
の
試
み
を
再
構
築
し
て
み
た
い
。
そ
の
上
で
ヘ
ル
マ
ン
の
影
響
を
確
認
し
つ
つ
、
第
二
に
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
バ

ル
ト
の
新
し
い
方
向
へ
の
萌
芽
を
読
み
取
っ
て
み
た
い
。
こ
の
両
者
を
読
み
取
る
時
に
、
旧
世
代
の
神
学
の
影
響
の
中
に
あ
り
、
し
か
し
新

し
い
時
代
へ
の
展
開
を
も
そ
の
う
ち
に
秘
め
た
「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
の
バ
ル
ト
神
学
」
を
、
こ
の
時
代
の
思
想
史
的
な
動
向
の
中

で
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

3
．
一
九
一
九
年
以
前
の
バ
ル
ト
に
お
け
る
「
信
仰
と
歴
史
」

バ
ル
ト
は
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
歴
史
」
の
中
で
ヘ
ル
マ
ン
か
ら
の
具
体
的
な
引
用
は
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
議
論
全
体
は

明
ら
か
に
ヘ
ル
マ
ン
的
、
あ
る
い
は
初
期
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
と
カ
ン
ト
に
つ
い
て
の
ヘ
ル
マ
ン
的
な
解
釈
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

宗
教
史
学
派
と
も
リ
ッ
チ
ュ
ル
学
派
と
も
違
っ
た
試
み
で
あ
り
、
ま
さ
に
ヘ
ル
マ
ン
的
で
あ
る
）
31
（

。

こ
の
論
文
の
中
で
バ
ル
ト
は
な
ぜ
人
間
が
神
へ
の
信
仰
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
歴
史
的
人
格
に
よ
る
媒
介
の
故
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
る
。
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
の
イ
エ
ス
を
通
し
て
、
神
へ
の
信
仰
を
知
る

と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
す
ぐ
さ
ま
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
歴
史
上
の
イ
エ
ス
を

知
り
得
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
そ
の
際
バ
ル
ト
は
慎
重
に
、
第
一
に
は
、
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
歴
史
上
の
イ
エ
ス
を
知
る
こ
と
に
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よ
っ
て
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
史
学
派
へ
の
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
時
代
の
歴
史
主
義
的
な
原
則
に
基
づ
い

て
、
イ
エ
ス
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
へ
と
達
す
る
可
能
性
の
あ
る
歴
史
研
究
へ
の
ひ
と
つ
の
対
応
で
も
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
バ
ル
ト
は
、
人
間
が
イ
エ
ス
へ
の
信
仰
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
イ
エ
ス
の
内
的
生
、
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
の
歴
史
的

人
格
が
「
す
べ
て
の
批
判
を
超
越
し
たfons gratiae

（
恩
寵
の
源
泉
）
と
し
て
、
歴
史
学
的
な
肯
定
や
否
定
に
関
係
な
く
、『
福
音
書
に
お

い
て
ほ
の
か
に
光
り
輝
い
て
い
る
）
32
（

』」
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
自
身
が
神
へ
の
絶
対
的
な
服
従
を
し
て
い
た
と
い
う
そ
の
姿
が
、

現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
も
神
へ
の
服
従
、
す
な
わ
ち
神
へ
の
信
仰
を
生
み
出
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
人
間
が
イ
エ
ス
を

知
る
の
は
、
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
の
内
的
生
と
い
う
イ
エ
ス
の
歴
史
的
人
格
を
通
し
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
研
究
に

よ
っ
て
は
「
理
解
し
が
た
い
事
実
）
33
（

」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
バ
ル
ト
が
イ
エ
ス
の
「
内
的
生
」
を
規
定
す
る
時
に
明
ら
か
に
彼
は
ヘ
ル

マ
ン
の
影
響
の
も
と
に
あ
り
、
ヘ
ル
マ
ン
は
こ
の
「
内
的
生
」
を
啓
示
と
呼
ん
だ
の
で
あ
り
、
バ
ル
ト
も
そ
の
線
で
啓
示
を
考
え
て
い
た
。

第
二
に
バ
ル
ト
が
、
慎
重
に
避
け
た
こ
と
は
、
神
へ
の
信
仰
を
人
間
に
生
じ
さ
せ
る
の
は
、
制
度
と
し
て
の
教
会
の
教
説
や
正
典
と
し
て

の
聖
書
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
か
ら
バ
ル
ト
は
一
貫
し
て
制
度
と
し
て
の
歴
史

的
教
会
に
つ
い
て
は
相
対
的
な
評
価
し
た
与
え
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
彼
は
、
こ
の
時
代
の
「
教
会
外
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
典
型
的
な
神
学

者
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
そ
の
時
、
イ
エ
ス
と
現
代
の
人
間
の
直
接
性
を
重
視
し
て
お
り
、
教
会
や
聖
書
が
そ
の
媒
体
に
留
ま
る
こ
と
に
注
意

を
喚
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
バ
ル
ト
は
ル
タ
ー
と
共
に
、「
正
典
と
し
て
の
聖
書
が
神
の
啓
示
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
…
…
聖

書
は
そ
れ
が
『
キ
リ
ス
ト
を
打
ち
出
す
』
限
り
に
お
い
て
…
…
キ
リ
ス
ト
と
の
生
き
た
密
接
な
交
わ
り
を
生
み
出
し
、
目
ざ
め
さ
せ
、
深
め

る
と
い
う
意
味
で
啓
示
で
あ
る
）
34
（

」
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
聖
書
や
教
会
は
、
イ
エ
ス
の
内
的
生
を
伝
達
す
る
と
い

う
場
合
に
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
聖
書
記
者
や
初
代
教
会
以
来
の
証
言
者
た
ち
は
、
彼
ら
が
得
た
イ
エ
ス
の
内
的
生
の
直
感
を
通

し
て
、現
代
の
人
々
に
同
じ
イ
エ
ス
の
内
的
生
を
伝
達
し
て
い
る
と
い
う
点
で
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
一
九
〇
〇

年
、
と
い
う
日
付
な
ど
は
何
の
原
理
的
な
意
味
も
持
っ
て
い
な
い
。
感
情
移
入
の
心
象
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
、
最
初
は
わ
れ
わ
れ
と
イ
エ
ス
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と
を
分
離
す
る
も
の
で
あ
っ
た
も
の
を
越
え
て
、
し
か
も
、
そ
の
分
離
す
る
も
の
で
あ
っ
た
も
の
を
通
し
て
、
神
の
霊
感
を
受
け
た
、
す
な

わ
ち
キ
リ
ス
ト
の
霊
感
を
受
け
た
聖
書
の
著
者
の
魂
の
中
心
へ
と
移
し
入
れ
ら
れ
る
）
35
（

」
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
バ
ル
ト
は
信
仰
の
問
題
は
、
イ
エ
ス
と
対
峙
す
る
個
人
の
イ
エ
ス
の
内
的
生
の
直
感
や
感
情
移
入
と
い
う
個
人
的
な
宗
教
性
に
基

づ
く
の
だ
と
い
う
初
期
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
、
す
な
わ
ち
『
宗
教
論
』
の
時
代
の
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
方
法
へ
と
回
帰
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
場
合
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
宗
教
改
革
者
た
ち
の
神
学
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で

あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
宗
教
改
革
者
か
ら
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
へ
の
展
開
は
、
今
日
で
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ

ン
の
神
学
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
こ
の
ト
レ
ル
チ
や
リ
ッ
チ
ュ
ル
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
で
は
な
く
、
ヘ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
解
釈
こ
そ
が
、
歴
史
主
義
の
問
題
を
克
服
す
る

ひ
と
つ
の
道
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
具
体
的
に
は
ト
レ
ル
チ
の
い
う
よ
う
な
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
、
あ
る
い
は
人
間
の
中
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
宗
教
的
で
潜
在

的
な
核
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
啓
示
を
人
間
本
性
へ
と
解
消
し
て
し
ま
う
神
学
的
立
場
で
は
な
く
、
ま
た
近
代
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
始

ま
る
宗
教
学
的
な
無
神
論
に
無
防
備
な
神
学
で
も
な
く
、
イ
エ
ス
を
通
し
て
の
神
の
啓
示
を
確
保
し
つ
つ
（
こ
の
点
が
バ
ル
ト
に
一
貫
し
た

主
題
で
あ
る
が
）、
人
間
が
信
仰
や
神
の
問
題
を
、
歴
史
主
義
的
な
研
究
方
法
を
越
え
て
確
保
で
き
る
道
を
探
求
す
る
と
い
う
課
題
の
遂
行

で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
バ
ル
ト
は
ヘ
ル
マ
ン
を
経
て
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
を
再
評
価
す
る
と
い
う
点
で
、
従
来
の
神
学
的
伝
統
に
繋
が
っ
て

お
り
、
他
方
で
既
存
の
教
会
や
伝
統
的
な
教
会
の
教
え
を
越
え
て
、
啓
示
す
る
神
の
他
者
性
や
人
間
か
ら
の
自
律
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て

い
る
点
で
、
後
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
バ
ル
ト
へ
の
、
具
体
的
に
は
一
九
一
九
年
に
結
実
し
た
初
期
バ
ル
ト
の
神
学
へ
の
萌
芽
を
そ
こ
に
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
こ
の
時
代
の
バ
ル
ト
の
神
学
を
見
る
と
き
に
、
彼
が
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
の
思
想
家
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
気

が
付
き
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
中
で
彼
の
神
学
を
見
る
時
に
だ
け
、
こ
の
時
代
の
彼
の
思
想
の
特
色
も
明
ら
か
に
な
る
。
ま
さ
に
こ
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の
時
代
の
バ
ル
ト
は
、
世
紀
末
を
挟
ん
だ
終
末
論
的
な
意
識
と
、
新
し
い
時
代
の
予
感
の
間
で
、
ま
た
伝
統
と
革
新
の
間
で
揺
れ
て
い
た
。

他
の
同
時
代
人
と
同
じ
よ
う
に
バ
ル
ト
も
、
そ
の
中
で
こ
の
両
者
を
包
含
す
る
独
特
の
時
代
精
神
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
「
終
わ
り
」
と
「
始
ま
り
」
が
混
在
し
、
そ
の
両
義
性
と
混
沌
と
が
不
思
議
な
美
と
力
、
思
想
的
創
造
性
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

――
初
期
バ
ル
ト
（『
ロ
ー
マ
書
』（
一
九
一
九
年
）
以
前
バ
ル
ト
）
の
神
学
的
努
力
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か

本
論
に
お
い
て
は
、
一
九
一
九
年
以
前
の
バ
ル
ト
の
神
学
的
努
力
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
彼
の
一
九
一
二
年
の
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と

歴
史
」
を
、
こ
の
時
代
の
思
想
的
傾
向
と
の
比
較
の
も
と
に
解
読
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
時
代
の
彼
の
神
学
的
努
力
が
ど
の
よ
う
な

方
向
に
向
け
ら
れ
、
何
が
問
題
で
あ
っ
た
か
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
代
の
神
学
の
立
場
を
支
配
し

て
い
た
の
が
「
歴
史
主
義
」
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
代
を
越
え
た
課
題
で
、
同
時
に
そ
の
取
り
組
み
に

よ
っ
て
世
代
を
区
別
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
課
題
と
の
取
り
組
み
に
お
い
て
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
と
い
う

建
築
運
動
、
広
い
意
味
で
の
芸
術
運
動
と
同
じ
精
神
性
の
中
に
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
が
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
時
代
は
、
近
代
神
学
史
の
教
科
書
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
神
学
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
カ
ー

ル
・
バ
ル
ト
な
ど
の
新
し
い
神
学
的
正
統
主
義
が
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
両
者
が
同
じ
問
題
と
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
議
論
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
バ
ル
ト
自
身
の
中
に
神
学
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
遺
産
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
出
よ
う
と
し
て
い
る
新
し

い
神
学
的
な
可
能
性
と
が
共
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ky46203アルヌ�d偶.indd   127 10.4.8   4:32:27 AM



128

そ
れ
は
こ
の
時
代
の
神
学
的
領
域
だ
け
に
、
あ
る
い
は
バ
ル
ト
だ
け
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
既
に
本
論
文
の
問
題

設
定
に
お
い
て
示
し
た
通
り
、
こ
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
流
行
で
も
あ
っ
た
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
と
呼
ば
れ
た
芸
術
運
動
や
政
治
的

運
動
と
同
じ
よ
う
に
、
多
く
の
分
野
で
二
つ
の
重
な
り
合
う
時
代
の
間
で
、
人
々
は
悩
み
、
そ
し
て
思
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
既

に
述
べ
た
よ
う
に
ひ
と
つ
は
一
九
世
紀
の
権
威
主
義
的
、
家
父
長
的
な
伝
統
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
そ
の
伝
統
的
な

時
代
の
あ
と
に
や
っ
て
き
た
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
失
い
、
安
定
性
を
失
い
、
し
か
し
カ
オ
ス
の
中
に
不
思
議
な
創
造
性
と
力
と
を
持
っ
て
い

た
新
し
く
は
じ
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
時
代
で
あ
る
。

一
九
一
九
年
以
前
の
初
期
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
神
学
的
な
努
力
と
は
ま
さ
に
こ
の
両
義
性
の
中
に
あ
っ
た
。
彼
の
中
に
、
既
に
古
い
終
わ

り
行
く
時
代
か
ら
の
継
承
と
新
し
い
時
代
の
萌
芽
の
両
方
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
両
方
を
も
っ
て
バ
ル
ト
は
歴
史
主
義
の
克
服
と
い

う
彼
自
身
の
課
題
と
取
り
組
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
の
バ
ル
ト
で
あ
り
、
彼
は
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ

ハ
ー
か
ら
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
へ
と
受
け
継
が
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
的
な
歴
史
理
解
を
批
判
的
に
受
け
継
ぐ
こ
と
で
こ
の
課
題
と
取
り

組
も
う
と
し
た
。
そ
れ
は
ロ
マ
ン
主
義
的
な
個
の
意
識
の
確
立
で
あ
り
、
そ
こ
に
バ
ル
ト
は
信
仰
と
歴
史
と
の
結
び
付
き
を
見
出
そ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
B
・
L
・
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
バ
ル
ト
に
お
け
る
「
歴
史
主
義
の
克
服
の
プ
ロ
セ
ス
は
明
ら
か
に
偉
大
な
一
九
世

紀
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
神
学
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
か
ら
学
ん
だ
神
学
的
遺
産
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
」、
他
方
で
「
そ
の
バ
ル
ト

的
な
徹
底
に
よ
る
も
の
」
で
あ
る
）
36
（

。
そ
の
視
点
か
ら
彼
は
他
の
神
学
的
な
立
場
の
全
て
を
検
討
し
、
い
わ
ゆ
る
一
七
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
的
正
統
主
義
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
、
敬
虔
主
義
、
そ
し
て
一
九
世
紀
の
歴
史
主
義
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
取
り
扱
い
を
批
判
し
、
克

服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
の
バ
ル
ト
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
個
の
意
識
の
中
に
、
信
仰
と
歴
史
と
の
結
合
の
場
を
見
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
歴
史
主
義
的
な
問
題
提
起
に
よ
っ
て
も
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
信
仰
そ
の
も
の
の
場
を
確
立
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
よ
う
な
立
場
が
、
宗
教
改
革
者
か
ら
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
へ
と
受
け
継
が
れ
、
そ
し
て
ヘ
ル
マ
ン
に
よ
る
初
期
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
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ハ
ー
の
発
見
を
経
て
、
自
分
へ
と
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
線
に
立
っ
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
歴
史
」
と
い
う
論

文
に
お
い
て
は
、
正
統
主
義
、
啓
蒙
主
義
、
さ
ら
に
は
敬
虔
主
義
も
歴
史
主
義
も
リ
ッ
チ
ュ
ル
学
派
も
宗
教
史
学
派
も
批
判
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
は
明
ら
か
に
ヘ
ル
マ
ン
的
な
立
場
で
あ
り
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
の
バ
ル
ト
が
旧
世
代
の
議
論
に
依
存
し
つ
つ
、
彼
自
身
の

方
法
で
、
歴
史
主
義
の
問
題
と
取
り
組
み
の
た
め
に
最
初
に
提
示
し
た
立
場
で
あ
り
、
解
決
の
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
バ
ル
ト
は
信
仰
の

場
所
を
他
の
何
も
の
か
ら
も
自
律
し
た
自
己
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
近
代
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
追
及
し
た
人
間
の
自
律
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と

重
な
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
問
題
は
さ
ら
に
続
く
。
バ
ル
ト
は
こ
の
啓
蒙
主
義
的
な
「
人
間
の
自
律
」
を
ト
ゥ
ル
ツ
・
レ
ン
ト
ル
フ
が
い
う
よ
う
に
さ
ら
に
徹

底
化
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
）
37
（

。
従
来
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
バ
ル
ト
は
こ
の
人
間
に
お
け
る
神
の
内
在
の
主
張
を
完
全
に
克
服
す
る
た
め
に
、

こ
の
立
場
を
精
算
し
、
彼
は
一
九
一
九
年
の
『
ロ
ー
マ
書
注
解
』
に
至
る
道
で
、「
神
の
自
己
啓
示
」
の
意
味
を
発
見
し
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー

ボ
ー
の
時
代
の
神
学
的
試
み
を
完
全
に
否
定
し
、
克
服
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
バ
ル
ト
は
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
歴

史
」
に
お
い
て
、「
私
は
理
想
主
義
的
・
ロ
ー
マ
ン
主
義
的
神
学
と
宗
教
改
革
の
神
学
を
私
の
中
で
非
常
に
上
手
く
結
合
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
お
い
て
、
私
は
当
時
信
仰
と
歴
史
に
関
す
る
か
な
り
大
き
な
論
文
を
印
刷
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
印

刷
さ
れ
な
い
ま
ま
に
し
て
お
い
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
）
38
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
解
釈
に
従
う
な
ら
ば
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー

ボ
ー
の
時
代
の
バ
ル
ト
の
神
学
的
な
試
み
と
一
九
一
九
年
以
後
の
バ
ル
ト
の
神
学
と
は
断
絶
で
あ
り
、
何
ら
の
関
係
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

他
方
で
、
レ
ン
ト
ル
フ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
バ
ル
ト
の
『
ロ
ー
マ
書
注
解
』
の
試
み
は
、
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
克
服

0

0

で
は
な
く
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
徹
底

0

0

で
あ
り
）
39
（

、
そ
の
意
味
で
は
、
バ
ル
ト
は
近
代
に
お
け
る
人
間
の
自
律
を
徹
底
化
し
た
神
学
者
で
あ
り
、
自
分
の
師
で

あ
る
神
学
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
神
学
者
た
ち
に
お
け
る
「
満
足
に
行
か
な
い
啓
蒙
」
を
「
神
の
自
由
の
自
律
」
に
よ
っ
て
徹
底
化
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
近
代
的
自
律
の
主
体
を
人
間
か
ら
神
に
転
換
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
二
つ
の
解
釈
に
つ
い
て
の
対
立
に
つ
い
て
も
、
本
論
で
見
て
き
た
よ
う
な
視
点
が
確
立
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
九
一
九
年
の

『
ロ
ー
マ
書
注
解
』
初
版
か
ら
は
じ
ま
る
バ
ル
ト
の
神
学
的
な
努
力
の
神
学
史
的
位
置
付
け
と
神
学
的
意
義
と
を
正
し
く
解
釈
し
、
評
価
し
、

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
時
代
の
バ
ル
ト
は
、
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
の

ジ
レ
ン
マ
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
学
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
神
学
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
徹
底

化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
バ
ル
ト
に
お
け
る
「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
」
を
再
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
結
論
で
あ
る
。
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ebora L
. Silverm

an, A
rt N

ouveau in Fin-de-Siècle France: Politics. Psychology and Style. U
niversity of C

alifornia Press 1989, 

21

（
4
） A
lf C

hristophersen, K
airos. Protestantische Zeitdeutungskäm

pfe in der W
eim

arer R
epublik, 2008 T

übingen.

（
5
） Jean M

aitron, H
istoire du m

ouvem
ent anarchiste en France, 1880-1914, Paris: Société universitaire d ’éditions et de librairie, 

1955, 126ff.
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131 アール・ヌーボーの時代の神学

（
6
） Stephen E

scritt, A
rt N

ouveau, London 2000, 6
（
7
） aaO

. 7
（
8
） A

rnold G
ehlen, Zeit-B

ilder: zur Soziologie und Ä
sthetik der m

odernen M
alerei, 1986

（3. A
ulf.

）Frankfurt a. M
., 125

（
9
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
論
「
G
・
ジ
ン
メ
ル
と
現
代
神
学
」『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
四
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
一
五
頁
以
下
を
参

照
の
こ
と
。

（
10
） 

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
一
九
一
九
年
の
『
ロ
ー
マ
書
注
解
』
か
ら
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
の
定
員
外
教
授
と
し
て
赴
任
し
た
時
代
、
ま
た
ミ
ュ

ン
ス
タ
ー
大
学
で
の
一
定
の
時
期
ま
で
の
バ
ル
ト
を
「
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
聖
な
る
フ
ロ
ン
ト
世
代
」、「
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」、
あ
る
い

は
「
神
学
的
表
現
主
義
」
の
時
代
の
バ
ル
ト
と
呼
ん
で
き
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
前
に
、「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
の
時
代
」
の
バ
ル
ト
が
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
11
） Friedrich W

ilhelm
 G

raf, D
ie »antihistorische R

evolution« in der protestantischen T
heologie der zw

anziger Jahre, in: Jan R
ohls/

G
unther W

enz

（hg.

）, Vernunft des G
laubens. W

issenschaftliche T
heologie und kirchliche Lehre

（FS W
olfhart Pannenberg

）, 
G

öttingen 1988, 377-405

（
12
） K

arl B
arth, D

er christliche G
laube und die G

eschichte, in: Schw
eizerische T

heologische Zeitschrift, 29

（1912

）, 1-18, 49-72

（
＝K

G
A

 Vorträge und kleinere A
rbeit 1909-1914 In Verbindung m

it H
erbert H

elm
s und Friedrich-W

ilhelm
 M

arquardt, heraus-

gegeben von H
ans A

nton D
rew

es und H
inrich Stoevesandt, Zürich 1993, 149-212

）155  

以
下
引
用
す
る
場
合
に
はG

G

と
略
し
、
引

用
は
基
本
的
に
はK

G
A

に
基
づ
い
て
行
う
。

（
13
） F. Schleierm

acher, K
urze D

arstellung des theologischen Studium
s zum

 B
ehuf einleitender Vorlesungen

（1811/1830

）, 
herausgegeben von D

. Schm
id, B

erlin 2002, 79

（
14
） E

berhard B
usch, K

arl B
arths Lebenslauf̶̶

N
ach seinen B

riefen und autobiographischen T
exten, C

hr. K
aiser Verlag, 

M
ünchen 1975, 1978

（3. A
ufl.

）47

よ
り
引
用
。

（
15
） aaO

. 51

（
16
） 『
ロ
ー
マ
書
注
解
』
改
定
第
二
版
の
序
文
で
は
バ
ル
ト
は
彼
の
兄
弟
か
ら
提
示
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
読
み
方
の
影
響
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
具

体
的
に
は
ヘ
ル
マ
ン
的
な
要
素
を
取
り
除
い
た
カ
ン
ト
の
読
み
方
を
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
初
期
バ
ル
ト
の
カ
ン
ト
研
究
に
つ
い
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て
は
、M

artin H
ailer, G

lauben und W
issen A

rbeitsbuch T
heologie und Philosophie, 2006 G

öttingen.
（
17
） E

. B
usch, aaO

. 72

（
18
） aaO

.

（
19
） E

. B
usch, aaO

.

よ
り
引
用
。74

（
20
） aaO

.

（
21
） aaO

.

（
22
） E

. B
usch

よ
り
引
用
。79

（
23
） K

arl B
arth, D

ie dogm
atische Prinzipielenlehre bei W

ilhelm
 H

erm
ann, in: Zw

ischen den Zeiten, B
d. III

（1925

）, 246-280

（
24
） G

G
 157

（
25
） 

注
の
10
を
参
照
の
こ
と
。

（
26
） 

こ
の
あ
た
り
の
詳
細
な
情
報
はW

. G
roll, E

rnst T
roeltsch und K

arl B
arth̶̶

K
ontinuität im

 W
iderspruch, M

ünchen 1976, 34ff.

を

参
照
の
こ
と
。

（
27
） 

こ
の
時
代
の
神
学
に
お
け
る
「
歴
史
主
義
」
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
こ
の
時
代
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
も
、
ま
た
バ
ル
ト
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
も
「
歴
史
主
義
」
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。

F. W
. G

raf, A
nnihilatio historiae? T

heologische G
eschichtsdiskurse in der W

eim
arer R

epublik, in: Jahrbuch des H
istorischen 

K
ollegs 2004, H

erausgegeben von Lothar G
all, M

ünchen 2005  

こ
れ
は
二
〇
〇
四
年
五
月
二
四
日
に
グ
ラ
ー
フ
が
バ
イ
エ
ル
ン
・
ア
カ

デ
ミ
ー
で
行
っ
た
講
演
で
、
彼
の
ド
イ
ツ
近
代
神
学
史
研
究
の
レ
ジ
ュ
メ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

（
28
） 

ト
レ
ル
チ
は
死
後
出
版
さ
れ
た
英
国
で
の
講
演
原
稿
を
残
し
た
が
、
そ
れ
が
後
に
「
歴
史
主
義
の
克
服
」（Ü

berw
indung des H

istorism
us

）

と
題
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
F
・
W
・
グ
ラ
ー
フ
と
H
・
ル
ッ
デ
ィ
ー
ス
が
明
ら
か
に
し
よ
う
に
、
ま
た
新
し
い
著
作
集
の
編
者
の

序
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
、
そ
れ
は
ト
レ
ル
チ
の
意
図
で
は
な
く
、
編
者
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
、
内
容
と
は
異
な
っ
た
タ
イ
ト
ル

で
あ
る
。V

gl. F. W
. G

raf/H
. R

uddies

（hrg.

）, E
rnst T

roeltsch B
ibliographie, T

übingen 1982, 5ff.

（
29
） A

. von H
arnack, W

ie soll m
an G

eschichte studieren, insbesondere R
eligionsgeschichte? T

hesen und N
achschrift eines 

Vertrages vom
 19.10. 1910 in C

hristiania O
slom

 in: Zeitschrift für neueren T
heologiegeschichte, 2

（1995

）, 153

ky46203アルヌ�d偶.indd   132 10.4.8   4:32:31 AM



133 アール・ヌーボーの時代の神学

（
30
） 

そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
ハ
ル
ナ
ッ
ク
自
身
が
一
九
二
六
年
に
ボ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
大
学
で
行
っ
た
講
義
の
中
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
私
は
、
近
年
、
少
な
く
と
も
四
度
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
立
場
の
神
学
者
た
ち
か
ら
、
次
の
よ

う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の
を
読
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
今
や
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
及
び
教
義
の
認
識
に
つ
い
て
、
新
し
い
原
理
と
新
し
い
方
法
と

が
提
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
全
て
が
や
り
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
多
く
の
時
間
が
必
要
と
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
歴
史
主
義
や
、
古
く
な
っ
た
神
学
と
入
れ
替
え
る
に
足
る
真
の
満
足
を
約
束
す
る

と
」。A

dolf von H
arnack, D

ie E
ntstehung der christliche T

heologie und des kirchlichen D
ogm

atik, Leopold K
lotz Verlag, G

otha 

1927, vi

（
31
） 

こ
の
時
代
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
は
、
明
ら
か
に
リ
ッ
チ
ュ
ル
学
派
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
超
え
て
出
て
お
り
、
彼
自
身
リ
ッ
チ
ュ
ル

を
越
え
出
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
故
に
ヘ
ル
マ
ン
は
好
意
的
に
は
リ
ッ
チ
ュ
ル
以
上
に
リ
ッ
チ
ュ
ル
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
し
、
リ
ッ
チ
ュ

ル
も
ヘ
ル
マ
ン
の
神
学
の
倫
理
学
的
基
礎
付
け
、
及
び
教
義
学
的
な
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て
、
自
説
を
ヘ
ル
マ
ン
の
議
論
を
受
け
て
訂
正
し
て
も

い
る
。
他
方
で
ヘ
ル
マ
ン
は
リ
ッ
チ
ュ
ル
を
拒
絶
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
結
論
の
み
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
は
ヘ
ル
マ
ン
に
よ
る

リ
ッ
チ
ュ
ル
の
立
場
の
徹
底
で
も
あ
っ
た
。B

. L. M
cC

orm
ack, K

arl B
arth ’s critically realistic dialistic dialectical theology̶̶

Its 

G
enesis and D

evelopm
ent 1909, O

xford 1997, 54

（
32
） G

G
 195

（
33
） G

G
 195

（
34
） G

G
 167

（
35
） G

G
 204

（
36
） B

ruce L
. M

cC
orm

ack, aaO
. 58

（
37
） T. R

endtorff, T
heorie des C

hristentum
. H

istorisch-theologische Studien zu seiner neuzeitlichen Verfassung, G
üthersloh 1972

（
38
） E

. B
usch, K

arl B
arth Lebenslauf, 1975, 1978

（3. A
ufl.

）M
ünchen, 68

（
39
） F. W

. G
raf, D

er G
ötze w

ackelt? E
rste Ü

berlegungen zu K
arl B

arths Liberalism
uskritik, in:E

vT
h 46

（1986

）, 422-441, bes. 438
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