
Title 科学と価値 

Author(s) 竹井, 潔 

Citation キリスト教と諸学 : 論集, Volume20, 2005.3 : 173-186 

URL 
http://serve.seigakuin-univ.ac.jp/reps/modules/xoonips/de

tail.php?item_id=3229 

Rights  

 

 

 

 

 

 

 

聖学院学術情報発信システム ： SERVE 

SEigakuin Repository for academic archiVE



科

学

と

価

値

↑ケ

井

潔

一
.
は
じ
め
に

現
代
に
お
け
る
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
は
、
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
の
社
会
は
、
近
代
科
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

る
。
特
に
一
九
世
紀
以
降
の
近
代
化
に
は
、
近
代
科
学
が
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
人
間
の
業
績
と
し
て
の
文
化
の
た
め
に

近
代
科
学
が
果
た
し
て
き
た
役
割
は
大
き
い
。
そ
の
よ
う
に
、
現
代
の
世
界
は
科
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
科
学
的
な
も
の
は
信
頼
さ

れ
る
が
、
非
科
学
的
な
も
の
は
敬
遠
さ
れ
る
風
潮
が
一
般
的
で
あ
る
。
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
立
は
、
ガ
リ
レ
オ
裁
判
や
進
化
論
な

ど
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
が
、
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
は
、
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
対
話
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
ま
さ
に
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
近
代
科
学
と
の
レ
リ
ヴ
ァ
ン
ス
を
回
復
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
し
、
た
と
え
ば
、

科学と価値

ク
ロ
ー
ン
人
間
な
ど
を
可
能
に
す
る
生
命
医
科
学
技
術
や
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ハ
イ
テ
ク
技
術
な
ど
の
暴
走
に
歯
止
め
を
か
け
る
意
味

で
も
キ
リ
ス
ト
教
は
科
学
技
術
と
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
い
。
渡
辺
正
雄
は
、
「
宗
教
時
代
の
科
学
」
に
お
い
て
、
宗
教
と
科
学
の
問
題

は
、
「
本
質
的
に
対
立
・
抗
争
の
関
係
に
あ
っ
た
と
す
る
見
方
が
広
く
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
、
歴
史
的
な
実
態
に
即
し
て
こ
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の
問
題
を
見
直
そ
う
と
い
う
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
時
代
は
、
科
学
は
自
然
哲
学
で
あ
り
、
科
学

と
宗
教
の
問
題
は
、
「
自
然
哲
学
に
お
け
る
内
部
的
な
科
学
と
宗
教
の
問
題
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
な
実
態
か
ら
見
る
と
、
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科
学
と
宗
教
は
も
と
も
と
分
離
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
分
か
ち
が
た
い
関
係
な
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
、
科
学
と
宗
教
、
と
り

わ
け
近
代
科
学
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
近
代
科
学
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な

く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
と
融
合
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
が
近
代
科
学
を
生
み
出
し
た

の
か
、
あ
る
い
は
近
代
科
学
と
融
合
し
た
の
か
と
い
う
事
は
、
脇
へ
置
い
て
お
く
と
し
て
も
、
近
代
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
は
歴
史
的
に

深
い
関
係
が
あ
る
。
こ
の
辺
は
、
科
学
史
の
専
門
家
で
あ
り
、

バ
タ

I
フ
ィ
ー
ル
ド
の
『
近
代
科
学
の
誕
生
』
の
訳
者
で
あ
る
渡
辺
正

雄
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。
以
下
、

バ
タ
l
フ
ィ
ー
ル
ド
や
渡
辺
正
雄
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
と
す
る
。

二
.
科
学
革
命
(
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
よ
る
)

の
始
ま
り
と
キ
リ
ス
ト
教

渡
辺
正
雄
に
よ
れ
ば
、
「
近
代
科
学
が
創
り
出
さ
れ
た
の
は
、
特
定
の
世
界
観
が
行
わ
れ
て
い
た
一
七
世
紀
西
洋
と
い
う
、
特
定
の
時

代
、
特
定
の
文
化
圏
に
お
い
て
で
あ
っ
た
」
。
こ
こ
で
、
「
特
定
の
世
界
観
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
本
来
の
世
界
観
を
基
盤
と
し
、
ギ
リ

シ
ア
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
が
結
び
つ
い
て
出
来
上
が
っ
た
、
西
洋
思
想
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
世
界
観
の
こ
と
を
言
う
。
こ
の
世
界

観
は
中
世
以
降
、
具
体
的
な
宇
宙
像
と
い
う
形
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
と
同
時
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
H

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
的
」

で
あ
り
、
「
自
然
界
の
真
理
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
宗
教
的
真
理
を
象
徴
す
る
」
宇
宙
な
の
で

あ
っ
た
。
中
世
の
宇
宙
は
、
「
世
界
の
自
然
学
的
秩
序
で
あ
る
と
同
時
に
宗
教
的
秩
序
」
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
世
界

の
構
造
で
あ
る
と
同
時
に
価
値
の
構
造
」
な
の
で
あ
っ
た
。
宇
宙
は
神
が
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ガ
リ
レ
オ
は
、
こ
の
宇
宙
を
数
学
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の
言
葉
で
書
か
れ
た
「
第
二
の
聖
書
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
バ
タ

i
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
世
界
は
、
ダ
ン
テ
の
宇
宙
観

を
一
つ
の
型
と
見
る
の
が
良
い
と
言
う
。
ダ
ン
テ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
宇
宙
観
は
、
全
体
の
中
心
に
不
動
の
地
球
が
存
在
し
、
そ
の
周
り

回
転
す
る
天
球
が
階
層
を
な
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙
観
は
、

を
取
り
囲
ん
で
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
新
説
に
よ
っ
て

天
動
説
か
ら
地
動
説
へ
と
大
き
く
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
今
日
わ
れ
わ
れ
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
か
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換

の
始
ま
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
渡
辺
正
雄
に
よ
る
と
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
か
ら

ニ
ュ
ー
ト
ン
に
至
る
、
こ
の
「
科
学
革
命
」
こ
そ
近
代
科
学
の
誕
生
に
お
け
る
原
点
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
バ
タ

I
フ
ィ
ー
ル
ド
に
由

来
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
よ
る
新
し
い
説
が
出
て
き
た
背
景
に
は
、
当
時
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
諸
要
因
に
負
う
と
こ
ろ

が
大
き
く
、
そ
こ
で
は
、
「
従
来
の
あ
り
方
を
見
直
し
て
、
新
し
い
目
で
世
界
を
見
、
新
し
い
考
え
方
で
世
界
を
解
釈
」
す
る
こ
と
が
開

な
ど
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
「
科
学
革
命
」

始
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
、
科
学
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、

そ
れ
ま
で
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
代

わ
っ
て
台
頭
し
て
き
た
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
思
想
で
あ
る
と
渡
辺
正
雄
は
い
う
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
特
徴
的
な
点
は
、
「
数
学
に
お

い
て
神
の
本
性
と
宇
宙
の
本
質
が
見
ら
れ
る
と
考
え
、
こ
の
世
界
は
神
が
数
学
的
に
造
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
点
で
あ
り
、
さ
ら

に
言
え
ば
、
「
太
陽
崇
椛
」
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
に
、
復
興
し
つ
つ

あ
る
古
典
の
中
に
真
理
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
調
査
の
結
果
太
陽
中
心
の
体
系
を
見
出
し
、
太
陽
中
心
説
(
地
動
説
)
こ
そ
が
答
で
あ

る
と
確
信
す
る
に
至
っ
た
。

こ
こ
で
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
ど
の
よ
う
な
調
査
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、

正
確
な
観
測
を
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
新
し

科学と価値

い
観
測
を
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
従
来
か
ら
の
同
じ
観
測
デ

i
タ
を
新
し
い
思
考
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
み
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
ま
っ

た
く
別
の
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
」
。
バ
タ
l
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
「
科
学
革
命
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
新
し
い
観
測

と
か
新
事
実
の
発
見
で
は
な
く
、
科
学
者
の
内
部
に
起
こ
っ
た
意
識
の
変
化
な
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
意
識
の
変
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化
」
は
、
我
々
に
と
っ
て
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

い
っ
た
ん
既
成
概
念
、
固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
る
と
、

そ
の
思
考
の
枠
組
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み
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
さ
に
現
代
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
要
求
さ
れ
る
思
考
で
あ
る
と

思
う
。
こ
の
「
意
識
の
変
化
」
は
、
「
新
し
い
思
考
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
今
ま
で
と
は
ま
る
っ
き
り
違
っ
た
見
方
を
し
て
み
る
こ
と
」
で

あ
り
、
「
従
来
と
同
じ
デ
i
タ
を
用
い
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
別
の
枠
組
み
を
あ
て
は
め
て
相
互
の
関
係
を
新
し
い
体
系
に
組
替
え

る
こ
と
で
あ
る
」
と
バ
タ
l
フ
ィ
ー
ル
ド
は
説
明
す
る
。
こ
の
科
学
革
命
を
も
た
ら
し
た
科
学
者
の
思
考
は
大
変
意
義
あ
る
も
の
で
あ

る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
精
神
的
活
動
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
る
障
害
を
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
し
て
、
思
考
の
転
換
を
し
て
い
く
た

め
に
は
、
「
新
し
い
思
考
の
帽
子
」
を
か
ぶ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
智
を
超
え
た
も
の
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
、

「
意
識
の
変
化
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
信
仰
に
よ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
と
も
人
間
の
意
志
に
よ
る
も
の
な
の
か
(
あ
る
い
は
、
神
律

的
か
自
律
的
か
)
と
言
う
こ
と
も
一
つ
の
論
点
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
、
新
し
い
観
測
デ
l
タ
で
は
な
く
、
既
存
の

デ
l
タ
を
用
い
た
の
は
、
「
こ
の
世
界
は
神
が
数
学
的
に
造
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
既
存
の
デ

I
タ
(
こ
の
世
界
)
は

神
が
造
っ
た
数
学
的
な
秩
序
が
存
在
す
る
と
の
信
仰
に
よ
る
確
信
か
ら
で
あ
る
と
推
察
す
る
。
(
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
バ
タ
ー

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
、
フ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
観
察
資
料
に
信
頼
を
置
き
す
ぎ
た
と
い
う
の
は

フ
ィ
ー
ル
ド
は
ふ
れ
て
い
な
い
)
し
か
し
、

本
当
で
あ
る
と
バ
タ
l
フ
ィ
ー
ル
ド
は
述
べ
る
。
そ
し
て
、
ケ
プ
ラ
l
は、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
「
自
然
よ
り
も
フ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
を
解

釈
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
た
」
と
言
い
、
近
代
の
あ
る
学
者
は
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
理
論
が
取
り
扱
っ
た
範
囲

内
の
諸
現
象
を
説
明
で
き
る
よ
う
な
新
体
系
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
。
バ
タ
l
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
を
新
体
系
に
導
く
に
至
ら
せ
た
も
の
は
、
「
彼
の
執
念
で
あ
り
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
体
系
へ
の
不
満
」
で
あ
っ
た
と
言
う
。
さ
ら

に
言
え
る
事
は
、
「
神
秘
主
義
的
な
い
し
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
感
情
に
触
発
さ
れ
て
純
粋
な
科
学
的
探
究
に
向
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
」

こ
と
で
あ
る
。



バ
タ
l
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
理
論
に
は
、
価
値
観
と
目
的
論
的
説
明
と
、
い
わ
ゆ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
が
絡
み
合
っ
て

い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
が
、
「
新
し
い
時
代
の
扉
を
開
い
た
と
言
う
よ
り
も
古
い
時
代
の
扉
を
閉
じ
た
と
言
っ
た
方
が
正

し
い
」
と
言
う
。
こ
の
こ
と
は
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
お
い
て
は
、
科
学
の
世
界
と
価
値
の
世
界
が
分
離
し
た
も
の
で
は
な
い
、

む
し
ろ

密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

三
.
科
学
と
価
値

科
学
の
世
界
と
価
値
の
世
界
(
宗
教
の
世
界
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
)
に
つ
い
て
、
渡
辺
正
雄
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
で

あ
ろ
う
か
。
近
代
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
闘
争
は
、
「
ガ
リ
レ
オ
裁
判
」
に
見
ら
れ
る
が
、
ガ
リ
レ
オ
自
身
は
、
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
ガ
リ
レ
オ
の
場
合
に
も
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
が
大
き
く
影
響
す
る
。
彼
の
宗
教
と
科
学
に
対

す
る
見
解
、
宇
宙
観
な
い
し
自
然
観
が
最
も
よ
く
表
れ
て
い
る
の
が
、
ガ
リ
レ
オ
著
『
偽
金
鑑
識
官
』
(
一
六
二
三
年
)
の
中
の
次
の
一

節
で
あ
る
と
い
う
。

「
哲
学
は
、
宇
宙
と
い
う
こ
の
壮
大
な
書
物
の
中
に
書
か
れ
て
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
い
つ
も
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
聞
か
れ
て
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
ま
ず
そ
の
言
葉
を
学
び
、

そ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
文
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
書
物
を

科学と価値

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
数
学
の
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
文
字
は
、
三
角
形
、
円
、
そ
の
他
の

幾
何
学
的
図
形
で
あ
る
。
こ
れ
ら
な
し
に
は
、
人
間
は
そ
の
一
語
た
り
と
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
な
し
に
は
、

人
は
暗
い
迷
宮
の
中
を
さ
ま
よ
う
ば
か
り
で
あ
る
」
。

こ
こ
で
ガ
リ
レ
オ
は
、
宇
宙
を
『
聖
書
』
に
類
比
す
る
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ガ
リ
レ
オ
は
宇
宙
を
『
第
二
の
聖
書
』
と
し
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て
捉
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
渡
辺
正
雄
に
よ
れ
ば
、
『
偽
金
鑑
識
官
』
よ
り
も
八
年
前
に
書
か
れ
た
メ
デ
ィ
チ
家
の
「
ク
リ
ス
テ
ィ

i
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ナ
大
公
妃
宛
の
手
紙
」
(
二
ハ
一
五
年
)
に
は
、
『
聖
書
』
と
科
学
の
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
本
格
的
に
論
じ
た
、
ガ
リ
レ
オ
の

考
え
が
き
わ
め
て
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ガ
リ
レ
オ
は
『
聖
書
』
も
自
然
の
現
象
も
等
し
く
神
の
言
葉
に
由

来
す
る
と
述
べ
、
同
じ
神
に
由
来
す
る
『
聖
書
』
と
天
文
学
な
い
し
科
学
の
聞
に
不
一
致
が
生
じ
る
の
は
二
つ
の
理
由
に
よ
る
と
し
て

ひ
と
つ
は
、
宇
宙
と
か
自
然
を
研
究
す
る
研
究
者
が
誤
っ
て
い
る
場
合
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
『
聖
書
』
の
言
葉
の
読
み
方
が

誤
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
太
陽
中
心
説
の
場
合
は
こ
の
後
者
に
該
当
す
る
と
ガ
リ
レ
オ
は
言
う
。
そ
し
て
、
ガ
リ
レ
オ
は
こ
の
手
紙

い
る
。

の
中
で
、
「
天
の
運
動
と
静
止
、
そ
の
形
状
、
地
球
の
位
置
な
ど
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
が
信
仰
的
に
正
し
く
ま
た
誤
り
で
あ
る
か
を
決
め

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
、
彼
が
「
き
わ
め
て
高
位
の
聖
職
者
」
か
ら
聞
い
た
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
と
い
う
。「

聖
霊
の
御
意
図
は
、
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
天
に
行
く
か
を
教
え
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
天
は
ど
の
よ
う
に
運
行
す
る
か
を

教
え
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
。

こ
れ
は
、
『
聖
書
』
と
科
学
の
関
係
を
簡
単
な
言
葉
で
き
わ
め
て
明
快
に
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
『
聖
書
』
は
、

--gd弓件。問。件。}同
g
gロ
コ
を
教
え
る
た
め
に
書
か
れ
、
科
学
の
よ
う
に
=
宮
巧
任
。

E
2
8
問
。
=
を
教
え
る
も

の
で
は
な
い
、
と
い
う
明
快
な
関
係
で
あ
る
。

円、。
ω
F
H
g
吋
)
、
『
復
楽
園
』
(
団
宵
ω
島
諸
問
。
m巳
ロ
包
、
思
戸
)
と
い
う
名
作
を
世
に
送
り
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
ミ
ル
ト
ン
の
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
「
人
間
が
楽
園
を
喪
失
し
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
、
人
間
に
は
楽
園
の
回
復

科
学
と
価
値
体
系
に
つ
い
て
、
ガ
リ
レ
オ
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
洞
察
を
し
た
の
が
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
で
あ
る
と
い
う
。
ミ
ル
ト

ン
は
『
失
楽
園
』

(
3
5島
忠

が
あ
り
う
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
較
す
る
と
、
天
動
説
か
、
地
動
説
か
と
言
う
問
題
は
、
人
間
に
と
っ
て
些
細
な



こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「
一
番
大
切
な
問
題
を
忘
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
問
題
で
あ
る
。
」
こ
れ
が
ミ
ル
ト
ン
の
取
り
上
げ
方
で
あ
る
と

渡
辺
は
言
う
。

当
時
、

ロ
ン
ド
ン
王
立
協
会
で
は
、

ア
ダ
ム
と
エ
バ
が
「
禁
断
の
実
」
に
手
を
出
し
て
人
類
が
失
っ
た
も
の
を
、
科
学
に
よ
っ
て
取

り
戻
そ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ミ
ル
ト
ン
は
、
「
創
造
さ
れ
た
世
界
の
中
で
の
回
復
で
は
な
く
て
、
創
造
主
と
の
関
係
に
お
け
る
回

復
、
そ
れ
以
外
に
、
人
間
の
究
極
的
な
回
復
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
信
じ
て
い
た
。
」
こ
の
究
極
的
な
回
復
と
の
か
か
わ
り
の
ゆ
え
に
、

何
に
も
代
え
が
た
い
一
個
の
人
間
存
在
の
絶
対
的
な
価
値
を
ミ
ル
ト
ン
は
示
し
た
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
も
、
同
様
に
「
人
間
は
一
茎

そ
れ
は
考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
有
名
な
言
葉
を
残
し
、
人
間
存
在
の
尊
い
価
値
、
重
さ
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
、
渡
辺
は
「
今
や
科
学
技
術
の
進
出
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
現
代
の
人
々
は
、
ミ
ル
ト
ン
や
パ
ス
カ
ル

一
個
の
人
間
存
在
の
価
値
に
つ
い
て
、
改
め
て
目
覚
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
非
常
に

の
葦
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、

が
強
調
し
た
古
く
て
新
し
い
人
間
観
、

含
蓄
の
あ
る
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。

四

フ
イ
ラ
ン
ソ
口
ピ
ィ

l
の
精
神
と
し
て
の
科
学

一
方
、
ミ
ル
ト
ン
が
問
題
提
起
し
た
「
楽
園
の
回
復
は
可
能
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
に

F
・
ベ
イ
コ
ン
は
学
問
革
新
論
を
も
っ
て

科学と価値

答
え
た
。
そ
こ
に
フ
イ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ィ

1
9
F
E
E
Z
Zミ
)
の
精
神
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
堕
罪
に
よ
っ
て
二
つ
の
こ
と

一
つ
は
罪
な
き
状
態
か
ら
堕
ち
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
被
造
物
に
対
す
る
支
配
力
の
喪
失
で
あ
る
。
二
つ
の
喪

を
喪
失
し
た
。

失
は
、
前
者
が
宗
教
と
信
仰
に
よ
っ
て
、
後
者
が
技
術
と
学
問
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
う
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
ベ
イ
コ
ン
の
考
え
は
「
人

聞
は
、
学
問
の
新
し
い
や
り
方
に
よ
っ
て
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の
支
配
力
を
あ
る
程
度
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
い
う
苦
し
い
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状
態
か
ら
も
あ
る
程
度
は
回
復
さ
れ
う
る
の
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
の
労
苦
と
悲
惨
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
人
類
を
、
楽
園
を
喪
失
し
た
が
ゆ
え
に
癒
し
が
た
い
悲
苦
の
中
に
あ
る
存
在
と
観
て
、
互
い
に
憐
れ
み
、
こ

の
憐
れ
み
の
ゆ
え
に
、
こ
の
共
同
の
悲
苦
を
少
し
で
も
軽
減
す
る
た
め
に
互
い
に
協
力
す
る
、
す
な
わ
ち
、
お
互
い
の
た
め
に
、
人
間

に
で
き
る
範
囲
で
楽
園
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
。
」
こ
の
フ
イ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ィ

l
の
精
神
は
、
西
洋
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間

観
と
、
人
間
愛
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
渡
辺
は
言
う
。

こ
の
よ
う
に
科
学
と
価
値
は
フ
イ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ィ
!
の
精
神
と
い
う
共
通
の
人
間
観
、
世
界
観
を
基
盤
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
渡
辺
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
フ
イ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ィ
!
と
し
て
の
科
学
は
、
今
日
で
は
わ
ず
か
に
そ
の
名
残
り
を
と
ど
め
る
の
み

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
か
ら
生
ま
れ
た
資
本
主
義
の
精
神
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の

鬼
子
と
し
て
の
単
な
る
資
本
主
義
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
バ
lが
言
っ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
フ
イ
ラ
ン
ソ

ロ
ピ
ィ
ー
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
き
た
近
代
科
学
と
科
学
技
術
も
、
今
や
、
フ
イ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ィ

l
の
鬼
子
と
し
て
の
そ
れ
ら
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
フ
イ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ィ

l
の
精
神
も
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
法
則
に
よ
っ
て
、
時
間
が
た
つ
に

つ
れ
形
骸
化
し
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

ベ
イ
コ
ン
の
学
問
革
新
論
に
よ
る
楽
園
の
回
復
は
、
そ
の
限
界
を
は
っ
き
り
と
弁
え
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
彼
ら
の
科
学
お
よ
び

科
学
技
術
は
、
明
確
に
フ
イ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ィ

l
に
根
ざ
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
人
類
の
利
益
と
幸
福
が
そ
の
目
標
で
あ
っ
た
。

ベ
イ
コ

ン
は
、
「
知
識
は
愛
(
わ
FR-q)
と
い
う
解
毒
剤
と
と
も
に
用
い
る
の
で
な
け
れ
ば
危
険
で
あ
る
」
と
い
う
警
告
を
発
し
て
い
る
と
い

う
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
非
常
に
意
義
あ
る
示
唆
で
あ
る
。



五
.
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話

こ
こ
で
、
村
上
陽
一
郎
の
科
学
と
価
値
に
つ
い
て
の
見
解
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
村
上
は
「
自
然
科
学
は
、
人
文
科
学
や
社
会
科
学

と
違
っ
て
人
間
の
価
値
判
断
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
自
然
科
学
の
持
つ
「
没
価
値
性
」

こ
そ
が
、
歴
史
的
な
時
間
と
空
間
と
を
超
越
し
た
全
面
的
な
普
遍
性
の
基
礎
と
な
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
。
こ
の
「
没
価
値
性
」
は
、

科
学
の
客
観
性
と
し
て
重
ね
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
科
学
と
宗
教
の
協
力
関
係
を
樹
立
す
る
と
い
っ
た
場
合
、
今
日
の
神
学
は
、
「
本

質
的
な
神
の
啓
示
に
よ
る
知
識
(
神
学
)
」
と
、
「
哲
学
的
な
思
索
に
よ
る
知
識
(
哲
学
)
」
と
、
「
現
実
を
無
私
の
心
で
眺
め
た
と
き
に
得
ら

れ
る
素
朴
な
知
識
(
科
学
)
」
の
三
者
を
混
同
し
な
い
と
い
う
出
発
点
か
ら
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
コ

l
ニ
ッ
ク
枢
機
卿
は

指
摘
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
神
学
、
哲
学
、
科
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
守
備
範
囲
を
確
認
し
、
お
互
い
の
領
域
を
侵
さ
な
い
よ
う
に
し

て
き
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
村
上
は
、
科
学
的
知
識
を
す
べ
て
の
価
値
問
題
か
ら
切
り
離
し
得
た
と
い
う
の
は
、
大
き
な

錯
覚
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
客
観
的
に
事
実
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
立
て
ば
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
地
球
中
心
説
も
、
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
の
太
陽
中
心
説
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
事
実
群
か
ら
出
発
し
て
い
る
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
新
し
い
見
方
に
よ
っ
て
天
と

地
が
ひ
っ
く
り
返
る
説
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
の
原
動
力
は
、
デ

i
タ
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
情
報

科学と価値

は
、
歴
史
的
な
時
間
と
空
間
と
に
制
約
さ
れ
た
人
間
存
在
に
依
拠
し
て
変
化
す
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
っ
た
く
同
じ
事
実

群
か
ら
出
発
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
情
報
が
、
実
は
フ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
と
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
と
で
異
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と

が
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
村
上
は
「
す
べ
て
の
事
実
は
、
人
間
に
よ
っ
て
、
帰
納
力
と
演
緯
力
と
の
双
方
を
備
え
た

も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
と
き
に
、
事
実
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
帰
納
力
と
演
緯
力
に
よ
る
双
方
向
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の
伸
び
は
、
歴
史
的
な
時
間
と
空
間
と
の
関
数
関
係
に
よ
っ
て
流
動
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
、
人
間
と
自
然
の
聞
に
、
客
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観
的
で
ユ
ニ
ー
ク
な
情
報
の
や
り
と
り
な
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
然
科
学
が
、
「
没
価
値
的
」
で
あ
る
こ

と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
歴
史
的
な
必
要
性
は
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
「
科
学
と
哲
学
と
神
学
と
を
独
立
し
た
体

系
と
み
な
そ
う
と
す
る
近
代
的
な
慣
性
の
不
毛
」
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
村
上
は
、
『
近
代
科
学
を
超
え
て
』
に
お
い
て
、
全
体
的
に
西
欧
の
近
代
科
学
に
対
し
て
、
反
科
学
主
義
の
立
場
を
と
る
よ

う
で
あ
る
。
近
代
西
欧
科
学
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
文
化
圏
が
築
き
上
げ
て
き
た
重
積
す
る
い
く
つ
か
の
視
点
の
な
か
か
ら
、
あ
る

一
つ
だ
け
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
グ
ロ
テ
ス
ク
に
研
ぎ
澄
し
て
き
た
結
果
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
」
と
い
え
、
村
上
は
、
こ
れ
か
ら

い
く
つ
か
の
視
点
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
再
検

討
の
対
象
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
過
去
に
限
る
必
要
は
な
く
、
ひ
ろ
く
非
西
欧
圏
に
も
探
索
の
手
を
伸
す
べ
き
」
で
あ
る
と
村
上
は
述
べ

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
圏
と
い
う
一
つ
の
視
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、

る
以
上
、
渡
辺
正
雄
と
村
上
陽
一
郎
に
よ
る
「
科
学
と
価
値
」
の
関
係
を
見
た
。
渡
辺
は
、
「
科
学
と
価
値
」
が
西
洋
社
会
の
同
じ
世
界

観
・
人
間
観
・
自
然
観
を
基
盤
と
し
て
科
学
革
命
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
科
学
技
術
は
フ
イ
ラ

ン
ソ
ロ
ピ
ィ

i
に
根
ざ
し
て
い
た
と
い
う
点
を
、
現
代
に
お
い
て
「
よ
く
よ
く
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
。
渡
辺
の
思
想
は
、

「
科
学
と
価
値
」
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、

「
宗
教
と
科
学
」

そ
の
現
代
に
お
け
る
再
認
識
と
は
、
科
学
革
命
が
な
さ
れ
た
原
点
に
さ
か
の
ぼ
り
、

の
対
話
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
村
上
は
、
我
々
の
と
る
べ
き
道
は
「
常
に
地
球
全
体
の
規
模
で
も
の
を
み
す
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
の
対
象
は
、
国

る
側
面
を
、

で
あ
り
、
新
し
い
技
術
は
、
政
治
・
思
想
・
倫
理
な
ど
人
間
に
関
す
る
あ
ら
ゆ

一
つ
の
普
遍
的
合
意
へ
と
導
い
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
、
渡
辺
と
村
上
で
は
、

家
、
民
族
、
文
化
圏
な
ど
の
一
切
を
包
含
し
た
「
自
然
」



少
し
大
雑
把
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
渡
辺
が
近
代
科
学
を
歴
史
的
、
文
化
的
視
点
か
ら
宗
教
と
関
係
を
見
直
し
、
再
認
識
し
て
い
こ
う

と
言
う
立
場
を
と
り
、
村
上
は
、
西
洋
科
学
の
従
来
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
、
地
球
規
模
で
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
と
転
換
を
求
め
て

い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
渡
辺
と
村
上
の
両
者
と
も
、
科
学
と
価
値
は
不
可
分
で
あ
る
と
す
る
点
は
同
じ
で
あ
り
、
科
学
と
キ
リ
ス
ト

教
は
、
近
代
科
学
技
術
の
誕
生
の
と
き
か
ら
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
認
識
は
同
じ
と
言
え
る
。
「
現
代
に
お
け
る
科
学
と
キ
リ

ス
ト
教
は
、
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
い
う
回
目
頭
で
の
べ
た
問
題
は
、
歴
史
に
学
ぶ
こ
と
で
、
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り

科
学
と
宗
教
の
対
話
が
可
能
と
な
る
。
科
学
革
命
や
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
行
な
っ
て
い
く
に
は
、
ま
さ
に
科
学
と
宗
教
が
「
新
し
い
思

考
の
帽
子
」
を
か
ぶ
っ
て
意
識
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
お
互
い
の
対
話
と
協
調
に
お
い
て
今
日
の
危
機
的
状
況
を
乗

り
越
え
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

六
.
お
わ
り
に

私
は
、
テ
イ
ラ
イ
ズ
ム
か
ら
発
展
し
て
き
た

I
E
Q
E
g
E包
開
口
松
ロ

2
江
口
問
)
を
、
実
践
的
に
活
用
し
て
き
た
。
し
か
し
、

の
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
が
生
ん
だ
こ
の

I
E
も
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
手
法
面
の
み
が
輸
入
さ
れ
、
そ
の
西
洋
的
世
界
観
、
歴
史
的
な

ア
メ
リ
カ

背
景
は
等
閑
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

尚
、
渡
辺
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
て
お
り
、
私
も
同
感
す
る
も
の
で
あ
る
。

科学と価値

「
近
代
科
学
を
独
自
に
創
り
出
す
こ
と
の
な
か
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
、
一
世
紀
余
の
昔
か
ら
、
近
代
科
学
と
そ
の
応
用
と

し
て
の
近
代
科
学
技
術
と
を
、
主
と
し
て
そ
の
実
用
性
の
面
に
着
目
し
て
西
洋
世
界
か
ら
取
り
入
れ
、
こ
れ
を
全
面
的
に
利
用
し

て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
西
洋
的
世
界
観
の
所
産
で
あ
る
の
か
と
い
う
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問
題
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
こ
れ
を
不
問
に
付
し
た
ま
ま
見
過
ご
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
西
洋
的
世
界
観
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科
学
の
使
用
に
、

と
の
関
係
を
度
外
視
し
て
近
代
科
学
お
よ
び
近
代
科
学
技
術
に
携
わ
る
こ
と
は
、
そ
う
で
な
く
て
も
問
題
の
多
い
今
日
に
お
け
る

い
っ
そ
う
多
く
の
問
題
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

昨
今
は
、
生
命
倫
理
、
医
療
倫
理
、
環
境
倫
理
、
情
報
倫
理
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
倫
理
が
問
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

近
代
科
学
お
よ
び
近
代
科
学
技
術
が
一
人
歩
き
を
し
て
き
た
結
果
、
多
く
の
問
題
が
生
じ
て
き
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う

な
時
代
で
あ
る
が
こ
そ
、
近
代
科
学
が
作
り
出
さ
れ
た
西
洋
的
世
界
観
の
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
科
学
と

宗
教
の
対
話
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
科
学
に
よ
る
真
の
価
値
の
創
造
が
な
さ
れ
て
い
く
と
確
信
す
る
次
第
で
あ
る
。
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科学と価値
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