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問
題
設
定

二
十
世
紀
は
科
学
あ
る
い
は
技
術
革
命
の
時
代
、
逆
に
言
え
ば
宗
教
的
な
も
の
の
衰
退
の
時
代
と
一
般
に
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

他
方
で
も
し
人
が
こ
の
世
紀
末
に
神
学
の
歴
史
を
回
顧
す
る
な
ら
ば
、
二
十
世
紀
が
二
二
世
紀
に
も
匹
敵
す
る
程
の
神
学
の
世
紀
で
あ
っ
た

こ
と
を
認
識
す
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
神
学
の
世
紀
で
あ
る
は
ず
の
二
十
世
紀
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
こ
と
に
既
存
の

世
界
の
現
実
性
を
認
識
す
る
た
め
に
神
と
い
う
言
葉
は
邪
魔
に
な
ら
な
い
ま
で
も
、
な
く
て
も
済
む
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代

で
あ
り
、
「
神
な
し
に
生
き
か
っ
考
え
る
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
日
常
生
活
を
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
日
常

を
も
規
定
し
て
い
る
」
時
代
と
な
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
神
の
存
在
や
神
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
か
つ
て
は
自
明
で
あ
っ
た

よ
う
な
素
朴
な
聞
い
は
今
日
で
は
特
別
な
正
当
化
な
し
に
は
語
り
得
な
ぱ
」
の
で
あ
る
。
「
こ
の
よ
う
な
無
神
論
が
今
日
思
惟
を
営
も
う
と

す
る
意
識
に
と
っ
て
の
自
明
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
」
。
そ
れ
故
に

M
・
ハ
イ
デ
ガ

l
は
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
神
学
で
あ
れ
、
哲
学
的

な
神
学
で
あ
れ
、
神
学
を
そ
の
発
生
の
由
来
か
ら
学
び
と
っ
た
者
は
、
今
日
の
思
惟
領
域
で
は
神
に
つ
い
て
沈
黙
し
よ
う
と
す
る
は
ず
で

あ
る
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

神
な
し
に
生
き
、
思
考
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
世
俗
的
な
無
神
論
が
自
明
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
今
日
、
「
神
に
つ
い
て
の
聞
い
」
自
体

こ
の
よ
う
な
基
盤
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
。
神
学
は
こ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
た
か
も
存
在
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
、
神
的
な
現
実
に
つ
い



て
語
り
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
そ
れ
は
こ
の
問
題
が
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
態
度
決
定
な
の
で
あ
り
、

た
と
え
ば
初
期
K
・
バ
ル
ト
が
「
神
は
神
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
」
と
い
う
根
本
命
題
を
提
示
し
た
時
に
、
彼
は
無
神
論
的
に
規
定
さ
れ
た

明
ら
か
に
彼
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
初

期
R
・
ブ
ル
ト
マ
ン
が
「
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
論
文
の
中
で
取
り
組
ん
だ
の
も
こ
の
よ
う

精
神
状
況
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、

な
状
況
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

二
十
世
紀
の
神
学
は

(
神
学
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
だ
が
)
「
神
の
問
題
」
と
の
取
り
組
み
に
お

題

『
ロ
マ
書
注
解
書
』
と
弁
証
法
神
学
、
そ
の
後
の
実
存
主
義
的
な
神
学
及
ぴ
解
釈
学
、
そ
し
て

H
・
ブ
ラ
相

ウ
ン
と

H
・
ゴ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
ア
!
と
の
有
名
な
論
争
を
経
た
後
、
今
世
紀
後
半
に
な
っ
て
新
し
い
状
況
を
迎
え
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
市ヲ

h
H

キ
ノお庁

ノレン、不期nU 

4
1
T
 

い
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

H
・
ツ
ア
ー
ラ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
二
十
世
紀
は
「
神
が
間
わ
れ
た
」

の
で
あ
る
。
こ
の
間
題
を
め
ぐ

つ
て
の
状
況
は

K
・
バ
ル
ト
の

そ
の
新
し
い
展
開
は
、

E
・
ブ
ッ
ク
ス
や

E
・
ユ
ン
ゲ
ル
、

J
・
モ
ル
ト
マ
ン
そ
し
て

W
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
な
ど
の
神
学
の
展
開
の
中
に
見

い
だ
さ
れ
る
。

本
論
で
は
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け

W
・
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
「
神
の
問
題
」
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

六
十
年
代
以
後
の
神
学
に
お
け
る
「
神
の
問
題
」
を
考
え
る
際
に
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
を
取
り
上
げ
る
必
然
性
は
、
彼
が
近
代
神
学
史
の
動
き
を

十
分
に
ふ
ま
え
た
上
で
、
ま
た
同
時
代
の
神
学
と
哲
学
の
動
向
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
そ
の
立
場
を
主
張
し
て
い
る
の
で
、

』
の
問
題
に

つ
い
て
の
彼
の
取
り
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
今
世
紀
の
ド
イ
ツ
語
圏
の
神
学
界
に
お
け
る
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
見
取
り
図
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

の
第
一
巻
に
つ
い
て
の
長
い
書
評
的
な
論
文
の

た
と
え
ば

E
・
ユ
ン
ゲ
ル
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の

「
組
織
神
学
』
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中
で
、

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
「
神
の
問
題
」
と
の
取
り
組
み
に
お
い
て
同
世
代
の
神
学
者
た
ち
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

ηυ 2
 

そ
の
通
り
で
あ
ろ
う

0

2

し
か
し
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
「
神
の
問
題
」
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
そ
の
よ
う
な
外
的
な
理
由
ば
か
り
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
彼
の

神
学
的
な
主
張
の
特
質
も
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
こ
そ
見
い
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
期
の
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
神
学
に
と

(
も
ち
ろ
ん
後
期
に
お
い
て
も
そ
う
な
の
だ
が
)
根
本
問
題
が
「
神
と
歴
史
」
の
問
題
に
あ
っ
た
こ
と
は
彼
自
身
が
さ
ま
ざ
ま
な
場

所
で
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
彼
は
「
救
済
の
出
来
事
と
歴
史
」
(
一
九
五
九
年
)
と
い
う
論
文
で
一
躍
ド
イ
ツ
神
学
界
で
注
目
す
べ
き

存
在
と
な
っ
て
以
来
、
一
貫
し
て
神
と
歴
史
の
現
実
性
を
両
者
の
相
互
関
係
に
お
い
て
解
釈
す
る
と
い
う
問
題
と
取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
れ

つ
て
の

故
に
こ
れ
ま
で
の
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
研
究
に
お
い
て
は
歴
史
の
問
題
、
あ
る
い
は
彼
の
「
歴
史
の
神
学
」
、

そ
し
て
「
神
と
歴
史
」
と
の
相
互

関
係
が
き
か
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
不
思
議
な
こ
と
に
彼
が
そ
の
初
期
の
神
学
的
営
み
に
お
い
て
取
り
組
ん
で
き
た
「
神
」

の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
パ
ネ
ン

ベ
ル
ク
研
究
に
お
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
神
と
歴
史
と
の
相
互
関
係
」
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
「
神
の
歴
史
に
お
け
る
間

接
的
な
自
己
啓
示
」
に
つ
い
て
、
「
普
遍
史
と
神
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
「
神
の
問
題
」
に
つ
い
て
直
接
論
じ

ら
れ
る
こ
と
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
意
図
に
反
し
て
少
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
吋
。
確
か
に
彼
自
身
が
「
神
と
歴
史
」
と
の
現
実
性
の

問
題
を
両
者
の
相
互
関
係
に
お
い
て
論
じ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
状
況
が
ま
っ
た
く
方
向
外
れ
だ
と
言
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
そ
の
初
期
以
来
の
神
学
的
な
営
み
に
お
い
て
最
も
力
を
傾
け
た
の
は
彼
自
身
が
い
う
よ
う
に
「
神

の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
人
間
学
的
な
基
盤
を
発
掘
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
今
日
に
至
る
ま
で
私
の
神
学
的
・
哲
学
的
探
求



の
課
題
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
神
学
的
な
思
惟
の
特
質
と
そ
の
構
造
と
を
理
解
す
る
た
め

に
、
彼
の
神
学
に
お
け
る
「
神
の
問
題
」
に
つ
い
て
よ
く
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
バ
ル
ト
や
ブ
ル
ト
マ
ン
学
派
に
規
定
さ

れ
て
い
た
神
学
に
対
す
る
新
し
い
神
学
的
な
パ

i
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
初
期
の
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
「
神
の
問

題
」
は
、
近
代
以
後
の
哲
学
的
伝
統
と
神
学
的
な
伝
統
を
再
検
討
し
た
上
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
の
際
彼
は
神
の
問
題
を

人
間
学
的
な
基
盤
の
上
に
展
開
す
る
道
を
模
索
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
〔
そ
れ
故
に
本
論
で
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
神
の
問
題

の
最
初
の
考
察
と
し
て
、

こ
の
問
題
の
基
盤
で
も
あ
る
「
神
の
問
題
と
人
間
学
」
と
い
う
構
造
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
既
に
述
べ
た
通
り

「
神
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
人
間
学
的
な
基
盤
を
発
掘
す
る
」
と
い
う
構
想
が
、

ど
の
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
か
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
か
、

そ
し
て
ま
た
そ
の
問
題
点
は
何
で
あ
る
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思

つ。〕

*
本
論
は
著
者
の
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
神
論
に
つ
い
て
の
研
究
の
一
部
を
な
す
も
の
で
、
今
回
未
掲
載
の
部
分
を
も
含
め
て
「
初
期
パ
ネ
ン
ベ
ル

ク
に
お
け
る
『
神
』
の
問
題
」
は
そ
の
第
1
部
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
「
初
期
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
が
、
最
近
の
パ

ネ
ン
ベ
ル
ク
研
究
で
は
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
自
身
が
言
う
よ
う
に
彼
の
神
論
に
お
け
る
「
二
二
論
的
な
展
開
」
を
も
っ
て
、
そ
れ
以
後
の
彼
の

立
場
、
す
な
わ
ち
一
九
九
三
年
に
完
成
し
た
『
組
織
神
学
』
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
な
立
場
を
後
期
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て

い
る
(
の
・
同
・
。
・
「
冨
巴
Z
F
司
自
5
0ロ
σ
q
g
開
旦
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己
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国
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町
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F
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E
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H∞
ω
吋
己
呈
自
由

lgw(Hの
H
，
I
N
N民・)

(
口
)
者
・

3
5
2
σ
R
F
C
E
E片
山

m
g
者
ω
件。自己
20Fq
叶，

EC]om-oN入∞∞
cw
司
・
(
以
下
の
H
，

Nと
略
す
)

(
日
)
日
本
の
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
研
究
に
お
い
て
も
そ
の
点
で
は
同
様
で
、
彼
の
神
学
は
歴
史
の
神
学
と
見
な
さ
れ
(
そ
れ
自
体
は
正
し
い
こ
と
な

の
だ
が
)
、
ほ
と
ん
ど
が
彼
の
歴
史
論
に
注
目
し
て
い
る
。
拙
論
司

Rm丘。
M
E丘
3
・
or
ヨ
F
叶

R
E
B
〈

qzmw富
山
号
ロ
円
伊
呂
志
も
そ
の

意
味
で
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
「
歴
史
の
神
学
」
を
扱
っ
た
研
究
で
あ
る
。
こ
の
「
神
論
」
の
研
究
と
合
わ
せ
る
こ
と
で
ひ
と
つ
の
パ
ネ
ン
ベ

ル
ク
研
究
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(

凶

)

者

-
E
B
B
Z円
明
。

2
5
m包

g
g
g己
5
0
5の
匡
一
の
宮
町
円
巴

F
o
F
Z
P
日

第
一
章

人
間
学
と
神
学

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
「
神
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
人
間
学
的
な
基
盤
を
発
見
す
る
」
と
い
う
課
題
と
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
そ
の
初
期

の
神
論
を
展
開
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
突
然
の
思
い
つ
き
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

一
方
で
そ
れ
は
「
精
神
史
的
な
帰

結
」
で
あ
り
、
他
方
「
今
日
の
神
論
が
直
面
し
て
い
る
無
神
論
の
批
判
」
に
か
ん
が
み
て
設
定
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
彼
は
考
え
て
い
る
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
「
神
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
の
人
間
学
的
基
盤
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
試

み
」
は
、
「
精
神
的
に
目
覚
め
た
哲
学
的
、
神
学
的
思
惟
の
偉
大
な
歴
史
の
全
て
の
継
承
者
た
ち
に
と
っ
て
な
お
未
解
決
な
問
題
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
初
期
の
彼
の
神
学
に
お
い
て
も
根
本
問
題
で
あ
っ
た
と
い
行
。
そ
れ
を
彼
は
「
神
思
想
の
人
間
学
似
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
神
学
の
課

も
う
少
し
詳
し
く
言
、
つ
な
ら
ば
、

初期ノfネンベルクにおける神の問題(1)223 



題
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
ま
ず
第
一
に
こ
の
よ
う
な
課
題
設
定
は
思
想
史
的
に
見
て
必
然
性
な
帰
結
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の

点
で
は
と
り
わ
け
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
カ
ン
ト
か
ら
へ
!
ゲ
ル
へ
の
展
開
、
す
な
わ
ち
へ

l
ゲ
ル
に
よ
る
「
神
の
存
在
証
明
の
問
題
構
制
全
体

224 

の
人
間
学
化
」
と
、

そ
の
影
響
を
重
視
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
現
実
の
真
理
性
の
法
廷
は
人
間
学
に
定
め
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。

ま
た
第
二
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
逆
に
近
代
に
お
け
る
神
信
仰
へ
の
無
神
論
の
批
判
が
、
人
間
学
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
確
認
さ
れ
得
る
と
彼
は
見
て
い
る
。

そ
れ
故
に
今
日
神
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
の
舞
台
は
人
間
学
に
あ
る
と
い
う
の
が
パ
ネ
ン
ベ
ル

ク
の
見
方
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
問
題
意
識
が
彼
の
神
認
識
の
問
題
と
神
学
の
構
造
を
規
定
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
こ
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
時
、
彼
は
明
ら
か
に
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
二
つ
の
神
学
的
な
傾
向
と
対
峠
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
バ
ル
ト
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
立
場
と
ブ
ル
ト
マ
ン
学
派
の
立
場
で
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
両
者
は
、
現
代
に
お

け
る
神
の
問
題
に
関
し
て
「
展
望
の
な
い
状
況
」
に
お
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
バ
ル
ト
に
お
け
る
「
神
は
神
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
」
と
い

れ

対
し
て
神い
思わ
想ば
の神
人学
問と
学人
的問
な学
帰 と
結の
を断
強絶
調の
し命
た互題
。で

なあ
ぜる
な が
ら
ノ三

/レ

ト
グ〉

と
イコ

fこ
道
は
メ入
I 

日
グ〉

知
的
状
況
グ〉

中
で、

一-，

何
の
基
礎
づ

け

つ
命
題
は

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
「
断
絶
の
神
学
」
を
真
っ
向
か
ら
批
判
し

そ

も
な
く
、
何
の
正
当
化
も
な
し
に
た
だ
神
に
関
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
教
説
と
い
う
代
用
品
を
指
し
示
し
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
と

彼
は
そ
の
不
徹
底
さ
を
指
摘
し
て
、

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
い
う
。
ま
た
他
方
で
ブ
ル
ト
マ
ン
の
実
存
論
的
な
解
釈
は
い
わ
ば
神
学
の
人
間
学
化
の
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
の
だ
が
、

そ
こ
に
は
「
権
威
信
仰
に
よ
る
不
当
な
正
当
化
が
存
在
す
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
い
わ
ば
神
学
が
、
「
神
の
問
題
が
人
間
の
自
己
理
解
に
集
約
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
な
帰
結
と
、

近
代
の
無
神
論
的
な
挑
脱
」
を
ふ
ま
え
て
こ
の
二
つ
に
呼
応
す
る
「
神
学
的
人
間
学
」
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
(
也
、
今
日
神
の
問
題
が
そ
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に
必
要
な
こ
と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
神
的
秘
義
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
提
示
し
た
人
」
だ
と
い
う
の
が
パ

ネ
ン
ベ
ル
ク
の
認
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
〉
丘
町
弓

O℃
o
z
mぽ

E
H
d
g
z区
R
F
q
句。門
ω旬。町民〈・

5
∞
ω
及
び

(UF
ユωE

R
E
Eロ
古
色
号
吋

ω凶
W
己
向
佐
町
立
g
d司
巴

F
S∞
∞
で
の
議
論
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
最
初
、
ラ

l
ナ
!
の
こ
の
よ
う
な

立
場
に
言
及
し
て
た
の
は

Z
2
0
君
。
m
o
r巳

g
r♀
R
h
}三
位
。

-
a
z
E一寸
F
F
N
∞
N
(呂
町
叶

)
U
8
1
5
0
に
お
い
て
で
あ
る
。

226 

10 

こ
の
間
題
と
取
り
組
ん
だ
研
究
は
あ
ま
り
な
く
、
本
格
的
な
も
の
で
は
と
守
色
。

E
P
R
〈

R
毛
色

mO20
司
R
E
R
R
-
M
m広
三
〉
EFE

8
3
Z性
R
F
O
W
E
D同

g
位。

D
o
-
-
0
5己
O}gBOD-RFOKF名
o
r
z
ι
2
4
Z。
-omぽ
君
。

E
M
R門
司
山
口
口
。
ロ
ず
ぬ
吋
m
L
S
H
が
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
後
期
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
を
主
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
後
期
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
は
こ
の
間
題
は
社
会
史
的
な
視
点
を
得
て
、
さ
ら

に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
初
期
の
問
題
設
定
の
修
正
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
本
論
と
は
別
の
視
点
を
持
っ
た
研
究
で
あ
る
。
本
論

の
視
点
に
む
し
ろ
近
い
の
は
、
】

-
z
g巳
ωーの
ODNm-gw
巴
g
の
α
S
W
F
O
巴
ω
回
認
可
以
内

S
己
巴

ω
当
日
己
己
目
の
FW包片・回
o
m
E
E♀
}
内
包
同
ロ
ロ
門
日

目
。
者
間
F
E口
問
問
宮
山

S
F
o
o
z
m
-
R
F
O
D
K
Fロ
g
R
d弓・司
M
5
5ロずめ吋
mw
宮
口
口
の
F
8
5∞
ゲ
で
あ
ろ
う
。
彼
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
神
学
的
人
間
学

が
も
っ
て
い
る
基
礎
神
学
と
し
て
の
機
能
を
自
然
神
学
や
中
世
の
形
而
上
学
と
の
関
連
で
論
じ
て
お
り
(
ロ
ロ
同
)
、
興
味
深
い
。
し
か
し
彼

は
こ
の
間
題
を
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
神
学
体
系
全
体
と
の
関
連
で
論
じ
よ
う
と
し
て
は
な
い
。
そ
の
点
で
は
何
回
の
F
O
F
ロロ

ω
。
口
伴
内
出
。
}
お
宮

田
昌
巳
ω
B仰の
F
g
-
冨
α問]{の
FwmwRgcH丘
の
お
ロ
N
g
p
g日o
m
-
R
F
q
〉
ロ
仲
買
。

HX)]O柱。
E
E
O一問。口付
C
Bロ
FOC昨日間百円吋
F
o
o
z
m
F
F円
ωm-

〈
・
の
・
回
一
芹
q
ロ
・
。
・
宮
口

-
q
L
2
P
日
印
l
吋

NW
の
議
論
が
正
確
で
、
興
味
深
い
。

1 

神
の
存
在
証
明
の
人
間
学
化



パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
も
し
ひ
と
が
神
の
存
在
証
明
の
人
間
学
化
、
あ
る
い
は
神
の
問
題
を
人
間
の
自
己
理
解
に
集
約
さ
れ
る
道
、

す
な
わ
ち
神
の
思
想
の
人
間
学
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
振
り
返
る
な
ら
、

そ
こ
で
は
ま
ず
「
プ
ラ
ト
ン
が
そ
の
端
緒
に
位
置
し
て
お
り
」
、

に
「
カ
ン
ト
が
、
近
代
を
特
徴
づ
け
て
い
る
こ
の
考
え
の
転
換
点
に
位
置
し
て
お
り
」
、
「
最
終
的
に
は
へ

l
ゲ
ル
に
よ
っ
て
と
り
あ
え
ず
完

成
を
見
る
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
今
日
、
神
の
現
実
性
の
問
題
が
人
間

学
へ
と
そ
の
法
廷
を
移
す
こ
と
に
な
っ
た
の
に
は
思
想
史
的
な
必
然
性
が
あ
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
は
『
法
律
篇
』

の
中
で
「
魂
と
星
々
の
運
動
は
共
に
神
々
へ
の
信
仰
に
通
じ
て
い
る
」
と
述
べ
、
魂
と
自
然
の
出
来
事
が
神
へ

の
信
仰
へ
の
道
で
あ
る
、

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
カ
ン
ト
も
ま
た
『
実
践
理
性
批
判
』

の
結
論
に
お
い
て
「
ま
す
ま
す
新

と
考
え
て
い
た
が
、

た
に
増
大
し
て
行
く
脅
威
と
畏
怖
を
も
っ
て
感
情
を
充
た
す
」
ふ
た
つ
の
も
の
と
し
て
「
わ
が
上
な
る
星
ち
り
ば
め
る
空
と
、
わ
が
う
ち
な

る
道
徳
律
」
を
あ
げ
て
い
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
類
似
に
注
目
し
た
。
し
か
し
こ
の
点
に
注
目
し
た
の
は
何
も
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
始
め

で
は
な
く
、

た
と
え
ば

N
・
ハ
ル
ト
マ
ン
等
が
既
に
興
味
深
い
仕
方
で
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
重
要
な

こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
か
ら
カ
ン
ト
へ
の
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
神
思
想
の
人
間
学
化
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
捉
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
「
人
間
の
魂
は
、
神
性
に
と
り
わ
け
近
似
し
て
い
る
も
の
と
し
て
特

徴
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
モ
テ
ィ

l
フ
は
さ
ら
に
ア
ウ
グ
ス
一
ア
イ
ヌ
ス
か
ら
デ
カ
ル
ト
に
至
る
ま
で
追
求
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
じ
」
o

そ
し
て
な
お
「
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
同
じ
モ
テ
ィ

l
フ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
」
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
「
こ
の
魂
は
な
お

自
然
世
界
の
う
ち
に
填
め
込
ま
れ
て
い
た
し
、
自
然
世
界
と
一
緒
に
神
的
起
源
の
う
ち
に
根
差
し
て
い
記
」
が
、
カ
ン
ト
以
後
の
近
代
の
哲

学
的
神
学
に
お
い
て
は
「
自
然
か
ら
は
も
は
や
神
に
至
る
確
実
な
道
は
な
く
」
、
そ
れ
故
に
「
神
信
仰
の
真
理
性
に
か
か
わ
る
証
明
の
重
荷

さ
ら

初期パネンベルクにおける神の問題(1)227 



は
す
べ
て
人
聞
の
理
解
に
、
す
な
わ
ち
人
間
学
に
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
の
が
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
強
調
し
た
い
点
な
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
神
の
問
題
は
近
代
に
お
い
て
は
人
間
の
理
解
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
自
然
認
識
か
ら
神
認
識
へ
と
い
う

228 

よ
う
な
直
接
的
な
道
や
自
然
の
出
来
事
の
根
源
的
偶
然
性
に
照
ら
し
た
慣
性
の
解
釈
に
し
て
も
、
物
理
学
的
な
神
の
存
在
証
明
に
逆
戻
り
す

る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
が
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
歴
史
的
な
視
点
で
あ
る
。

こ
の
転
換
の
最
初
の
「
重
要
な
一
歩
」
を
既
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ
カ
ム
の
「
運
動
し
産
出
さ
う
る
原
因
の

そ
し
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、

系
列
に
お
い
て
は
、
世
代
の
系
列
に
お
け
る
よ
う
に
、
先
行
す
る
諸
々
の
原
理
は
そ
こ
か
ら
生
じ
た
結
果
の
方
は
ま
だ
存
在
し
て
い
る
の
に
、

既
に
ま
っ
た
く
無
の
の
う
ち
に
沈
み
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
故
に
第
一
項
な
ど
必
要
で
は
な
い
」
と
い
う
あ
の
有
名
な
命
題
の

中
に
見
い
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
神
の
存
在
証
明
の
人
間
学
的
解
釈
を
完
成
へ
と
至
ら
せ
た
の
が
へ

l
ゲ
ル
で
あ
る
と
考
え
た
。

へ
l
ゲ
ル

に
お
い
て
も
確
か
に
宇
宙
論
的
な
論
証
と
物
理
神
学
的
論
証
と
は
も
は
や
自
然
の
出
来
事
に
直
接
関
係
づ
け
ら
れ
て
は
い
ず
、

」
の
論
証
に

お
い
て
人
間
と
自
然
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
自
然
現
象
の
有
限
性
を
越
え
て
真
に
無
限
な
も
の
と
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
無
限
な
も
の

の
思
想
へ
と
至
る
人
聞
の
「
高
揚
」
(
開
門

Zσ
ロ
ロ
肉
)

が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
へ

l
ゲ
ル
は
こ
の
カ
ン
ト
の
線
を
継
承
し
つ
つ
も
、
別

の
一
歩
を
歩
み
出
し
た
と
い
う
の
が
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
一
方
で
神
の
存
在
証
明
を
、
神
の
思
想
へ
の
人
聞
の
高
揚

の
表
現
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
限
な
現
実
が
出
発
点
と
し
て
現
れ
、
神
の
現
存
在
が
有
限
な
現
実
か
ら
の
帰
結
と
し
て
現
れ
て

い
る
よ
う
な
証
明
形
式
の
不
適
切
さ
を
容
認
し
つ
つ
も
、
他
方
で
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
証
明
の
う
ち
に
十
分
意
味
の
あ
る
思
想
運
動

を
認
識
す
る
こ
と
」
が
へ

l
ゲ
ル
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
言
う
の
で
あ
る
。

(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に



4
・
②
で
論
じ
る
。
)

つ
ま
り
神
認
識
の
問
題
に
お
い
て
、
人
聞
の
有
限
な
意
識
か
ら
出
発
す
る
こ
と
の
不
適
切
さ
を
一
方
で
認
識
し
つ
つ

も
、
他
方
で
有
限
な
も
の
を
越
え
て
無
限
で
あ
り
、
絶
対
的
な
も
の
の
思
想
へ
と
高
揚
す
る
こ
と
が
、
人
間
精
神
に
と
っ
て
の
必
然
で
あ
る

の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
へ

l
ゲ
ル
以
後
「
決
定
的
な
問
題
」
と
な
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
こ
に

今
日
の
人
間
学
の
中
心
的
な
課
題
の
ひ
と
つ
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
へ

l
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
準
備
さ
れ
て
い
た
神
の
問
題
に
つ
い
て
の
人
間
学

的
な
解
釈
を
革
新
し
た
後
、
「
神
の
存
在
証
明
の
問
題
構
制
全
体
が
人
間
学
に
還
元
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
限
な
も
の
を
越
え
て
無
限

で
あ
り
、
絶
対
的
な
も
の
の
思
想
へ
と
高
揚
す
る
こ
と
が
、
実
際
に
へ

l
ゲ
ル
の
言
う
よ
う
に
、

人
間
精
神
に
と
っ
て
必
然
的
な
こ
と
な
の

か
ど
、
っ
か
、

そ
し
て
こ
の
高
揚
が
事
実
、

ヨ
l
ロ

人
間
と
は
区
別
さ
れ
る
神
的
な
存
在
者
へ
と
通
じ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
」
が
、

ッ
パ
の
精
神
史
に
お
け
る
神
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
の
根
本
問
題
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、

の
論
理
的
な
真
実
の
内
実
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

そ
れ
と
も
心
理
学
や
社
会
心
理
学
と
言
っ
た
他
の
方
法
で
説
明
さ
れ
る
よ
う

な
人
間
に
つ
い
て
の
非
合
理
的
な
表
現
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
根
本
問
題
は
、
結
局
人
間
学
的
な
構
造
を
持
つ

た
立
論
へ
と
議
論
の
場
を
移
す
こ
と
に
な
っ
た
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

(1) 

(2) 

(3) 
。
司
口
同
様
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議
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巧
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(
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ω
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(
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ω
ω
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(
6
)
S
0・
ロ
パ
ネ
ン
ン
ベ
ル
ク
は
確
か
に
カ
ン
ト
は
も
は
や
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
魂
も
し
く
は
主
観
は
物
質
的
な
自
然
の
出
来
事
の
歩
み
か

ら
は
導
出
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
理
由
は
ま
っ
た
逆
な
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
自
然
を
説
明
す

る
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
主
観
が
す
で
に
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
魂
は
自
己
運
動
を
す
る
が
故

に
、
物
質
的
な
過
程
か
ら
は
導
出
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
プ
ラ
と
は
カ
ン
ト
と
は
逆
に
魂
の
自
己
運
動
を
外
か
ら

の
衝
撃
を
必
要
と
す
る
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
運
動
の
前
提
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
既
に
魂
と
自
然
の
出
来
事
の
領
域
を
接
合

さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
そ
こ
か
ら
魂
へ
の
思
慮
は
な
お
神
へ
の
信
仰
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
否

定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
よ
う
な
ア
ナ
ロ
ギ
ア
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
(
の
司
・

5
を
参
照
の
こ
と
)
。
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ま
た
こ
の
点
に
つ
い
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は
後
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も
別
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か
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2 

無
神
論
の
舞
台
と
し
て
の
人
間
学

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
神
の
思
想
の
人
間
学
化
、
あ
る
い
は
「
神
の
思
想
の
真
理
性
を
め
ぐ
っ
て
の
営
み
を
人
間
の
理
解
に
集
約
さ
せ

て
行
く
態
度
は
、
神
信
仰
を
無
神
論
的
に
批
判
す
る
態
度
の
中
に
も
」
同
じ
よ
う
な
展
開
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
近
代
の
無
神
論
が
例
外
な

く
人
間
学
を
舞
台
と
し
て
そ
の
議
論
を
展
開
し
、
神
の
問
題
の
議
論
の
場
を
人
間
理
解
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
の
中
に
彼
は
逆
に
神
思
想
の

人
間
学
化
の
ひ
と
つ
の
根
拠
を
見
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
今
日
神
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
の
舞
台
は
、
無
神
論
さ
え
も

そ
こ
を
め
ざ
し
て
い
る
人
間
学
な
の
だ
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
言
い
い
た
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
無
神
論
で
さ
え
、
神
の
現
実
性
を
め
ぐ

つ
て
の
議
論
を
人
間
学
と
い
う
法
廷
で
争
お
う
と
し
て
い
る
と
言
う
現
象
の
中
に
、
神
観
念
の
人
間
学
化
の
例
証
を
見
い
出
そ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
近
代
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
無
神
論
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
と
い
う
。
ま
ず
第
一
に
は
「
ど

の
形
態
の
神
思
想
で
あ
っ
て
も
、

人
間
の
現
実
存
在
を
意
識
的
に
生
き
て
行
く
思
想
の
う
ち
に
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
思
想
で
は

決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
神
思
想
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、

む
し
ろ
神
思
想
が
人
間
そ
れ
自
体
の
本
質
に
つ
い
て
の
人
聞
の
膜
想
の

表
現
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
特
定
の
歴
史
的
な
局
面
に
お
い
て
は
意
味
を
も
っ
て
い
た
に
せ
よ
、

る
こ
と
」
に
あ
る
。
ま
た
第
二
に
そ
の
た
め
に
も
「
人
間
の
本
質
は
宗
教
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
し
に
も
完
全
に
記
述
で
き
る
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
が
幻
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す

そ
し
て
神
の
思
想
は
人
聞
の
本
質
に
適
っ
た
自
己
理
解
の
不
可
欠
な
状
況
と
い
う
よ
り
は
、

人
間
を
人
間
自
身
か
ら
疎
隔
し
、
特
に
人
聞
が

初期ノfネンベルクにおける神の問題(1)231 



自
己
の
自
由
の
意
識
に
至
る
通
路
を
ふ
さ
い
で
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
」

で
あ
る
。

そ
れ
故
に
パ
ネ
ン
ベ
ル

232 

ク
は
無
神
論
の
根
本
問
題
は
神
の
思
想
が
人
間
精
神
の
所
産
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
神
の
思
想
が
人
間
精
神
の
非
本

質
的
な
所
産
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
人
間
の
自
己
理
解
の
構
成
要
素
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
決
し
て
人
聞
の
本
質
に
は
属
さ
な
い

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
神
学
は
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
神
学
そ
れ
自
体
を
放
棄
す
る
の
で
な
い
な
ら
、
「
こ
の
よ
う
な
無
神
論
的
な

宗
教
理
論
と
対
決
す
る
仕
方
で
無
神
論
の
挑
戦
を
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
民
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
こ
の
対
決
の

「
場
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
「
近
代
精
神
の
歴
史
的
な
状
況
の
中
で
こ
の
よ
う
な
対
決
を
戦
い
抜
く
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
何
か
任
意
の
領
域
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
神
の
問
題
に
携
わ
る
思
想
的
な
仕
事
が
歴
史
の
経
過
の
中
で
し
か
る
べ
き
理
由
か

ら
到
達
す
る
に
至
っ
た
領
域
、
そ
れ
故
に
そ
こ
で
は
無
神
論
的
な
立
論
さ
え
も
が
そ
こ
に
場
所
を
要
求
し
て
き
た
領
域
で
こ
そ
な
さ
れ
る

べ
き
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
に
よ
れ
ば
「
人
間
学
」
な
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
言
え
ば
「
人
間
の
本
質
に
と
っ
て
の
宗
教
的
な

主
題
の
位
置
価
へ
の
間
バ
」
が
争
え
る
場
と
し
て
の
人
間
学
な
の
で
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
こ
の
よ
う
な
無
神
論
に
対
す
る
見
方
を
提
示

す
る
場
合
、
彼
は
明
ら
か
に
こ
こ
で
弁
証
法
神
学
、

と
り
わ
け
カ

l
ル
・
バ
ル
ト
に
よ
る
無
神
論
的
な
立
論
の
逆
説
的
な
受
容
、
そ
し
て
そ

れ
を
徹
底
的
な
啓
示
信
仰
に
よ
っ
て
凌
駕
し
よ
う
と
い
う
試
み
を
批
判
し
て
い
る
と
言
え
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
試
み

は
「
神
学
が
時
代
の
知
的
流
行
に
過
度
に
順
応
し
過
ぎ
た
ひ
と
つ
の
働
」
な
の
だ
と
い
う
。
バ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
立
場
が
試
み
た
こ
と
は

「
一
九
世
紀
の
神
学
を
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
そ
の
後
継
者
た
ち
の
論
拠
を
用
い
た
宗
教
的
な
経
験
に
つ
い
て
の
人
間
学
的
な
理
論
に
よ

っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
」
と
見
な
し
、
そ
の
よ
う
な
行
き
方
を
「
自
己
自
身
を
空
想
上
の
天
界
に
投
影
す
る
人
聞
の
自
己



神
格
化
の
表
現
と
し
て
」
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
弁
証
法
神
学
の
試
み
は
「
神
を
、

聞
の
側
か
ら
は
決
し
て
接
近
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
れ
故
に
た
だ
純
粋
に
そ
れ
自
体
に
基
づ
い
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
自
ら

を
啓
示
し
て
い
る
絶
対
他
者
と
し
て
の
み
語
る
こ
と
」
が
で
き
る
立
場
を
主
張
し
た
の
だ
と
分
析
し
て
い
る
。

の
中
で
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
た
だ
半
ば
自
ら
人
間
学
に
な
り
た
が
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
た
神
学
を
究
極
的
か
つ
徹
底
的
に
人
間
学
に
よ
う
と
し
た
」
に
す
ぎ
な
い
と
語
る
こ
と
が
で
き
た
。
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば

確
か
に
バ
ル
ト
は
『
一
九
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
史
』

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
一
九
世
紀
の
神
学
全
体
を
支
配
し
て
い
た
人
間
学
的
な
傾
向
か
ら
当
然
の
帰
結
を
引
き
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
は
「
神
か
ら
出
発
す
る
代
わ
り
に
人
聞
か
ら
神
へ
と
至
ろ
う
と
し
て

い
た
一
九
世
紀
の
神
学
全
体
に
」
ま
さ
に
当
て
は
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
批
判
は
正
し
い
と
考
え
た
。
そ

」
と
に
な
る
。

つ
ま
ワ
ペ
ル
ト
土
、

'

;

ー

ノ

J

l

し
て
そ
の
上
で
バ
ル
ト
は
一
つ
の
根
本
的
な
転
換
を
神
学
に
対
し
て
迫
っ
た
の
で
あ
り
、
「
た
だ
神
か
ら
人
間
へ
と
、

の
不
可
逆
的
な
構
図
を
提
示
し
、
神
学
の
人
間
学
化
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
上
か
ら
下
へ

と
い
う
神
関
係
」

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
神
学
に
よ
る
神
学
の
人
間
学
化
の
批
判
を
十
分
承
知
の
上
で
、
神
の
思
想
の
真
理
性
を
め
ぐ
っ
て

の
問
題
を
人
聞
の
理
解
に
集
中
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
「
こ
の
よ
う
に

(
す
な
わ
ち
バ
ル
ト
の
よ
う

に
〕
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
空
虚
な
主
観
的
主
張
の
域
を
出
ず
、
し
た
が
っ
て
、
彼
の
意
図
そ
の
も
の
に
反
し
て
、
近
代
に
お
け
る
神
の

問
題
が
ど
れ
ほ
ど
不
可
逆
的
に
人
聞
の
自
己
理
解
へ
と

(
こ
の
自
己
理
解
が
未
だ
主
張
の
主
観
性
と
し
て
し
か
現
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
)
引
き
戻
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
極
端
な
例
証
」
で
あ
り
、
「
も
し
神
学
が
あ
た
か
も
〔
無
神
論
の

批
判
が
〕
何
事
も
な
か
っ
た
の
ご
と
く
、
何
も
気
づ
か
わ
ず
に
神
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
な
ら
ば
」
、

そ
れ
は
た
と
え
ば
「
フ
ォ
イ
エ
ル
パ 人

初期ノ守ネンベルクにおける神の問題(1)233 



ッ
ハ
や
そ
の
弟
子
た
ち
と
の
対
決
を
た
だ
避
け
て
い
る
だ
け
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
何
の
基
礎
づ
け

234 

も
な
く
、
ま
た
何
の
正
当
化
も
な
し
に
た
だ
神
に
関
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
教
説
と
い
う
代
用
品
を
指
し
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
し
、

「
そ
れ
は
大
し
た
思
慮
も
な
く
一
切
の
対
決
を
断
念
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
り
」
、
無
神
論
に
対
し
て
「
精
神
的
に
降
伏
し
て
し

ま
っ
て
い
る
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
を
過
度
に
神
学
に
適
応
す
る
な
ら
ば
、

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は

「
ひ
ょ
っ
と
し
て
神
学
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
さ
え
言
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
神
学
は
次
の
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
神
学
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
以
後
、

『
神
』
と
い
う
言
葉
を
何
の
解
明
も
な
し
に
は
も
は
や
口
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
あ
た
か
も
こ
の
言
葉
が
お
の
ず
と
自
明
で

あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
神
学
が
高
度
の
異
言
や
望
み
の
な
い
自
己
満
足
の
孤
立
化
に
陥
り
た
く

な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
教
会
全
体
を
思
想
的
な
袋
小
路
の
中
に
導
き
た
く
な
け
れ
ば
、
バ
ル
ト
の
一
一
百
う
よ
う
に
『
上
か
ら
』
神
学
を
営
む
こ

と
は
で
き
な
い
」
。
彼
に
よ
れ
ば
「
事
柄
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
く
」
、
「
神
概
念
を
め
ぐ
る
戦
い
は
、

な
も
の
で
は
な
く
」
〕
、
哲
学
、
宗
教
学
、

そ
し
て
人
間
学
の
各
領
域
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

一一寸

の 上
でか
あら
る51-

は

とじ
りめ
わ ら
けれ
今る
日よ
で う

は
こ
の
間
題
は
無
神
論
さ
え
も
そ
こ
に
議
論
の
場
を
設
定
し
て
い
る
「
人
間
学
」
に
お
い
て
争
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
パ

ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
「
わ
れ
わ
れ
は
人
間
学
の
時
代
に
生
き
て
」
お
り
、
人
間
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
学
問
と
し
て
の
人
間
学
に
注
目
す

べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
人
聞
の
状
況
の
神
学
的
な
解
釈
を
め
ざ
す
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
は
、
無
神
論
に
よ
る
挑
戦
を
受
け
て

立
つ
神
学
的
な
人
間
学
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
積
極
的
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
観
点
を
提
示
し
て
い
る
」
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
言
う
の

で
あ
る
。



そ
し
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
「
神
学
的
な
人
間
学
と
い
う
の
は
、
無
神
論
の
挑
戦
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
状
況
に
お

い
て
は
、
も
は
や
決
し
て
神
学
に
付
随
す
る
よ
う
な
課
題
で
は
な
い
」
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
神
観
念
の
人
間
化
」
と
「
神
観
念

〔古
5
0白
山
口
匹
。
。
目
。
柱
。
)

こ
の
ふ
た
つ
に
よ
っ
て
「
神
学
的
な
人
間
学
は
今
日
、
基
礎
神
学
(
司
己
ロ
a

と
い
う
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
言
う
の
で
あ
る
。

性
と
今
日
の
精
神
的
な
状
況
に
よ
っ
て
人
間
学
は
要
請
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
彼
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
歴
史
的
な
必
然

の
無
神
論
的
な
否
定
が
人
間
学
的
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
」
、

(
1
)
の
司

EW
の叫，
Y
ω

∞N
同・

(
2
)

こ
の
場
合
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
宗
教
批
判
だ
け
で
は
な
く
、
一

7446
チ
ェ
や
フ
ロ
イ
ト
、
そ
し
て
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
ん
ん

や
ジ
ャ
ン
H
ポ

l
ル
・
サ
ル
ト
ル
等
の
こ
と
も
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
彼
は
一
九
六
三
年
の
「
無
神
論
の
タ
イ
プ
と
そ
の
神
学
的
な
意
義
」
哨

に
つ
い
て
と
い
う
論
文
の
中
で
「
現
代
の
無
神
論
が
も
っ
て
い
る
特
殊
構
造
に
と
っ
て
典
型
的
な
幾
つ
か
の
特
徴
」
(
の
吋
1
ω
む
)
を
描
き
柿

だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
そ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
本
質
的
な
特
徴
は

3
つ
あ
る
の
だ
と
し
て
、
「
宗
教
学
的
な
無
神
論
」
、
「
白
州

由
の
無
神
論
」
、
そ
し
て
「
空
虚
な
超
越
の
無
神
論
」
と
に
そ
れ
ら
を
分
類
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
個
々
の
思
にク

想
家
の
中
に
特
別
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
の
だ
が
、
「
こ
れ
ら
の
特
徴
は
相
互
に
密
接
な
関
連
」

(
g
O
)
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
ル

(
3
)

の司
H
O

ン、不

(
4
)
釦

mH0
・

パ

(
5
)

こ
の
問
題
は
初
期
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
人
間
論
の
中
心
問
題
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
取
り
組
み
は
彼
が
一
九
五
五
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
棚

学
に
提
出
し
た
教
授
資
格
論
文
に
ま
で
逆
上
る
も
の
で
あ
る
(
者
・
3
D
5
5
2
m
u
〉

S
F
E
o
g己

O
F山口
})REm-
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国内凶

E-Rm注目。ロ
ωω
の
『
江
口
・
)

(6)

の
司
毘

(
7
)

の
司
忌

(8)
釦
印
。

(9)

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
以
降
の
人
間
学
的
な
宗
教
批
判
に
対
す
る
神
学
の
側
の
応
答
と
し
て
「
二
つ
の
道
」
を
提
示
し
て

い
る
。
ひ
と
つ
は
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
試
み
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
の
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
に
よ
れ
ば

「
一
つ
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
の
分
析
に
反
駁
を
加
え
る
道
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ
れ
と
は
逆
に
彼
の
分
析
の
正
し
さ
を
強
調

し
、
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
真
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
は
そ
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
た
宗
教
と
は
あ
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と

を
確
証
す
る
道
で
あ
る
」
(
の
吋
Hω
臼
)
。
バ
ル
ト
に
つ
い
て
本
論
で
ふ
れ
て
い
る
が
、
ト
レ
ル
チ
に
対
し
て
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
以
下
の
よ

う
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
等
の
影
響
に
よ
っ
て
「
宗
教
感
情
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
恋
意
的
で
は
な
い
『
意
識
の
原
事
実
』

の
発
見
」
と
い
う
心
理
学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
批
判
に
答
え
よ
う
と
し
た
ト
レ
ル
チ
は
、
そ
の
後
心
理
学
的
な
方
法

か
ら
認
識
論
的
な
方
法
へ
と
変
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
民
l

開
・
〉
匂

P
5
R
F
R
司

5
5
5町
宮
芦

S
己ヨ
2
8
5・

の}出

P
同
寸

5
巴
Z
各
自
丘

ω
o
E
F
g
z
m
-
R
F
O
司

8
m
g
B
B
W
H
U吋∞
WNHN民
・
)
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
ト
レ
ル
チ
の
方
法
が
一
変
的
な
存
在
論
と
い
う
構
造
の
中
で
哲
学
的
な
人
間
学
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
宗
教
行
動
の
根
本
的
な
人
間
学
的
な
構
造
」
(
の
司

H
N∞C
)

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
確
か
に
パ

ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
論
理
が
逆
に
宗
教
経
験
を
人
間
精
神
の
創
作
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
危
険
性
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
「
こ
の
理
論

に
よ
れ
ば
宗
教
的
な
経
験
が
人
間
に
対
す
る
神
的
な
現
実
の
告
知
」
と
い
う
性
格
を
解
明
で
き
な
い
と
い
う
点
で
は
「
不
幸
な
理
論
」

(S0・N
∞
去
し
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
基
本
的
な
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
線
を
継
承
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
彼

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

「
こ
の
理
論
が
持
っ
て
い
る
事
柄
に
対
す
る
関
心
を
性
格
に
記
述
す
る
に
は
、
こ
の
理
論
が
単
に
新
カ
ン
ト
派
的
な
傾
向
を
持
っ
た
時
代
精
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神
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
か
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
様
相
の
も
と
に
宗
教
的
な
生
の
問
題
を
、
人
間
存
在
の
構
造
に
お

け
る
ひ
と
つ
の
必
然
的
な
契
機
と
し
て
-
証
明
す
る
努
力
を
推
進
し
た
と
い
う
点
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
「
そ
れ
に
よ
っ

て
宗
教
的
な
現
象
は
、
も
は
や
自
己
本
来
の
本
質
を
異
質
な
本
質
と
誤
っ
て
受
け
取
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
自
己
偽
ま
ん
の
産
物
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
く
な
る
」
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
理
論
は
「
現
代
の
人
間
学
の
議
論
に
お
い
て
も
な
お
有
効
な
意
味
を
持
っ
て
い

る」

(
N
∞
同
)
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
論
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
神
学
的
意
義
|
バ
ル
ト
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
場
合
」
『
形
成
』

N
S
-
N勾
w
N
S
(
一
九
八
七
年
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
叩
)
の
出
口
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0・一
5

(
M
)
円
四
ω
江
戸

(Ug岳
山
岳
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明
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E
門
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吋
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F
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仏
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(
M
)
ω
ω
0・N
C

(
お
)
凶
印
。
・

(
お
)
し
か
し
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
近
代
の
人
間
学
の
出
発
点
に
ひ
と
り
の
神
学
者
が
立
っ
て
い
る
こ
と
は
意
味
深
い
。
そ
の
神
学
者
と
は
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ

l
ト
・
へ

ル
ダ
ー
で
あ
る
」
(
巧
・

2
5
2
Z円
明
者

g
互
己
q
z
g
R
E
γ
g
o
〉
己
宵

03-。
柱
。
巳

R
のめ

mgd司
再
三
日
亡
の
げ
件
。

ι
2
吋

ZO]。
柱
。
.

5
∞N
W
H
N
)

。
そ
の
こ
と
は
〉
・
の

oEop
ロ
q
z
o
g
。FH

也
品

C
W

由

H

S

∞u
∞
∞
円
で
興
味
深
い
仕
方
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
へ
ル
ダ

ー
は
そ
の
『
人
類
史
の
哲
学
に
つ
い
て
の
理
念
』
の
中
で
人
間
を
創
造
に
お
い
て
最
初
に
自
由
に
さ
れ
た
者
と
し
て
、
描
き
出
し
、
一
七
七

二
年
の
『
言
語
の
起
源
』
で
は
人
間
と
動
物
の
区
別
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
原
理
的
に
は
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
言
う
よ
う
に
現
在

の
人
間
学
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
見
ら
れ
る
や
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
る
こ
と
が
で
き

た
。
「
近
代
の
人
間
学
の
系
譜
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
し
て
今
日
で
も
依
然
と
し
て
そ
れ
は
こ
の
由
来
か
ら
一
本
立
ち
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
根
本
思
想
に
は
依
然
と
し
て
神
に
対
す
る
答
え
を
包
含
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
宮
山
0
・
)
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
さ
ら
に
詳
し
い
議
論
は
者
・

3
5
8
Z円
伊
〉
三
宵

80]柱。

z
p
g
z区
R
F
q
F門
名
岳
民

5
5∞ωw

品

C
R・
を
参
照

の
こ
と
。
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人
間
学
自
体
が
神
学
的
な
起
源
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

パ
ネ
・
ン
ベ
ル

3 

基
礎
神
学
(
司
ロ
ロ

(
U
E
S
S百戸
g
Z柱
。
)

と
し
て
の
人
間
学

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
神
観
念
の
人
間
学
化
の
歴
史
の
必
然
性
と
、
神
観
念
に
つ
い
て
の
無
神
論
的
な
否
定
が
人
間
学
を
そ
の
舞
台
と
し
て
い



る
と
い
う
今
日
の
知
的
状
況
に
か
ん
が
み
て
人
間
学
、
正
確
に
は
神
学
的
人
間
学
に
「
基
礎
神
学
」
(
司
ロ
ロ
仏

m
W
E
B
S
-
F
g
Z阿
佐
)
と
い
う

位
置
を
与
え
て
い
る
。
ひ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
神
認
識
の
構
造
に
お
け
る
自
然
神
学
の
位
置
を
思
い
起
こ
す
か
も
知
れ
な
い
。
確
か
に
パ

ネ
ン
ベ
ル
ク
自
身
そ
れ
と
の
相
違
を
強
調
し
つ
つ
も
、
他
方
で
は
あ
る
種
の
連
続
性
を
も
意
識
し
て
い
じ

こ
こ
で
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
「
基
礎
神
学
」
と
い
う
場
合
、

ど
の
よ
う
な
事
柄
が
構
想
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
彼
の
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
の
中
に
登
場
す
る
三
つ
の
神
学
的
な
構
造
を
わ
れ
わ
れ
な
り
に
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第
一
に
彼
の
議
論
に
登
場
す
る
の
は
、
伝
統
的
な
自
然
神
学
の
構
図
で
中
世
の
ト
マ
ス
の
神
学
や
一
七
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
正

統
主
義
に
お
け
る
啓
示
神
学
と
自
然
神
学
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
に
よ
れ
ば
啓
示
神
学
は
自
然
神
学
を
補
完
す
る
性
格
を
持
っ
て

い
る
。
自
然
神
学
は
神
の
現
実
存
在
(
ゆ
巴
ω
芯
口
氏
山
)
を
取
り
扱
う
こ
と
で
、
神
の
存
在
証
明
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
啓
示
神
学
は
そ
の
上

で
=
二
論
や
受
肉
論
を
あ
つ
か
う
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
「
自
然
神
学
」
と
い
う
用
語
自
体
多
様
性
を
持
っ
た
、
援
昧
な
用

さ
ら
に
初
期
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
も
(
後
期
と
違
っ
て
)
厳
密
な
規
定
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て

語
で
あ
り
、

も
そ
れ
は
何
ら
か
の
一
般
的
な
神
認
識
と
い
う
基
盤
の
上
に
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
特
殊
な
神
認
識
が
な
さ
れ
る
と
い
う
構
図
で
は
な
く
、
被

そ
れ
を
自
然
神
学
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

造
物
を
通
し
て
の
神
の
自
己
啓
示
の
認
識
が
自
然
的
な
理
性
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
に
、

こ
こ
で
は
自
然
神
学
は
啓
示
神
学
の
自
明
な
前
提
と
し
て
の
神
認
識
と
い
う
課
題
を
担
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
類
型
を
批
判
し
た
の
が
、

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
立
場
で
、

そ
れ
が
第
二
の
類
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
バ
ル
ト
が

常
に
自
然
神
学
を
否
定
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
し
、

の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
触
れ
て
い
る
が
、
初
期
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
は
バ
ル
ト
が
こ
の
よ
う
な
類
型
、
す
な
わ
ち
自
然
神
学
を
否
定
し

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
自
身
『
組
織
神
学
』

の
中
で
は
こ
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た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、

バ
ル
ト
は
自
然
神
学
を
否
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

バ
ル
ト
の
神
学

に
は
「
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
教
義
学
に
お
い
て
自
然
神
学
が
果
た
し
て
い
た
機
能
」
に
あ
た
る
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、

「
無
神
論
」
だ
と
い
う
の
で
あ
じ
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
「
ヵ

l
ル
・
バ
ル
ト
は
彼
の

そ
れ
が

240 

『
ロ
マ
室
田
』

の
神
学
的
出
発
点
に
お
い
て

フ

が
立
ち
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
人
聞
の
状
況
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
」

オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
特
徴
づ
け
ら
れ
た
無
神
性
と
い
う
状
況
を
、
宣
教
と
神
学
と

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
教
義
学
と
白

然
神
学
と
の
関
係
と
の
類
比
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
か
つ
て
の
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
場
合
、
す
で
に
別
の

方
法
で
基
礎
づ
け
ら
れ
た
神
に
つ
い
て
の
知
識
が
神
学
の
前
提
を
な
し
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、

バ
ル
ト
の
場
合
に
は
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
の

外
部
で
な
さ
れ
る
神
に
関
す
る
言
説
は
、
す
べ
て
人
間
の
自
己
神
化
に
ふ
け
っ
て
お
り
、
神
の
現
実
は
何
の
関
係
も
な
い
と
い
う
前
提
が
設

定
さ
れ
て
い
れ
」
。
そ
れ
故
に
「
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
の
一
つ
の
特
権
と
い
う
こ
と
に
な
討
」
。

し
か
し
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
「
バ
ル
ト
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
ど
の
程
度
ま
で
第
一
次
世
界
大
戦
以
後
の
無
神
論
に
規
定
さ
れ
た
精
神
的

時
代
状
況
に
答
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
言
っ
て
、
バ
ル
ト
の
神
学
的
な
構
造
を
批
判
す
る
。
彼
は
バ
ル
ト
の
考
え
に
よ
れ
ば
「
キ
リ
ス

ト
教
の
宣
教
の
外
部
で
は
人
間
は
神
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
ご
く
あ
た
り
前
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
宗
教
的
な
意
識
の

な
ご
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

ま
さ
に
人
聞
が
神
か
ら
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
の
特
別
な
表
現
、
真
の
神
に
た
い
し
て
人
聞
が
反
抗
し
て
い

る
こ
と
の
特
別
な
表
現
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
真
の
神
と
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
た
宗
教
の
神
で
は
な
く
、
知
ら
れ
て
い
な

い
神
で
あ
り
、
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
宗
教
と
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
現
実
一
般
の
危
機
と
し
て
の
神
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は

こ
の
よ
う
な
バ
ル
ト
の
立
場
を
「
空
虚
な
主
観
的
な
主
張
」
の
「
極
端
な
例
」
だ
と
い
日
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
た
い
し
て
神
学
の
主
張
が



「
単
な
る
断
言
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
真
理
で
あ
る
こ
と
を
証
明
」
し
、
「
神
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
言
説
が
真
理
で
あ
る
と
証
明

さ
れ
る
の
は
、
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
を
人
間
な
ら
び
に
人
聞
の
世
界
に
対
し
て

ま
さ
に
そ
の
神
の
啓
示
そ
の
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る

の
だ
と
い
、
7
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
神
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
言
説
は
単
な
る
断
言
以
上
の
も
の
と
な
る
」
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は

は
じ
め
で
あ
ら
わ
に
す
る
の
は
、

言
う
の
で
あ
る
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
よ
う
な
バ
ル
ト
へ
の
批
判
を
含
め
て
、
第
三
の
類
型
、
す
な
わ
ち
彼
自
身
の
神
学
的
な
構
造
を
提
示
す
る
。
そ
れ

は
神
学
的
な
人
間
学
に
基
礎
神
学
と
し
て
の
位
置
を
与
え
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
の
本
質
に
対
す
る
宗
教
的
な
主
題
の
持

っ
て
い
る
意
味
が
検
討
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
の
経
験
の
有
限
な
内
容
を
越
え
て
、

一
切
の
有
限
な
も
の
と
人
間
そ
れ
自
身
と
を
担
っ

て
い
る
無
限
な
現
実
へ
と
高
揚
す
る
と
い
う
宗
教
的
な
主
題
が
、
本
質
的
か
つ
決
定
的
に
人
間
存
在
の
一
部
を
な
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
の

人
間
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
で
は
検
討
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
人
間
学
に
お
い
て
、

次
元
な
し
に
、

点
が
十
分
な
確
実
さ
を
も
っ
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
「
人
間
学
的
な
課
題
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
に
関
す
る
他
の
観
点
は
、

す
べ
て
空
虚
な
思
考
の
戯
れ
と
な
っ
て
し
ま
う
し
、
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
、
知
的
な
真
撃
さ
を
要
求
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
失
っ
て
し

ま
う
」
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
第
一
の
類
型
の
自
然
神
学
の
課
題
を
逆
転
さ
せ
、
今
日
の
知
的
状
況
、
す
な
わ
ち
神
と
人
間
の
主

体
性
の
逆
転
と
い
う
状
況
へ
と
適
応
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
そ
の
よ
う
に
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば

K
・
コ
ッ
ホ
は
そ
の
よ
う
な
線
で
考
え
て
い
る
。
し
か
し
自
然
神
学
と
啓
示
神
学
の
関
係
は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
基
礎
神
学
と
し
て
の
人
間
学 グ〉

初期ノfネンベルクにおける神の問題(1)241 



と
そ
の
上
で
展
開
さ
れ
る
神
学
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
神
観
念
の
人
間
学
化
に
適
応
は
き
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
人
間
学
か

ら
出
発
す
る
神
認
識
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
神
は
、
自
然
神
学
の
場
合
と
違
っ
て

(
少
な
く
と
も
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
意
図
に
よ
れ
ば
)

242 

キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
は
な
お
言
え
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
な
お
こ
の
時
点
で
は
神
的
な
も
の
の
現
実
性
の
回
復
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
人
間
学
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
認
識
の
課
題
は
負
わ
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
パ
ネ

ン
ベ
ル
ク
は
基
礎
神
学
と
し
て
の
人
間
学
の
課
題
は
「
与
え
ら
れ
た
課
題
を
正
当
に
取
り
扱
う
た
め
に
、
経
験
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
人
間

学
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
科
、
す
な
わ
ち
人
間
生
物
学
や
社
会
学
、

と
し
て
心
理
学
な
ど
の
方
法
や
そ
の
問
題
構
制
を
考
慮
し
、
取
り
入
れ
る
こ

と
」
に
よ
っ
て
、
「
こ
れ
ら
の
問
題
構
制
の
地
平
で
人
間
存
在
の
本
質
的
な
要
素
と
し
て
の
神
的
な
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
」
に
す
ぎ

な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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が
、
よ
り
具
体
的
に
は
神
的
な
も
の
を
い
か
に
し
て
人
間
存
在
の
本
質
的
な
要
素
と
し
て
証
明
す
る
か
と
い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の

課
題
は
既
に
述
べ
た
通
り
、
神
観
念
の
人
間
化
と
い
う
精
神
史
に
お
け
る
必
然
性
と
、
神
観
念
の
無
神
論
的
な
批
判
に
か
ん
が
み
て
な
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
「
近
代
の
哲
学
的
神
学
に
お
い
て
主
導
的
に
な
っ
た
の
は
、
自
然

か
ら
は
も
は
や
神
に
至
る
い
か
な
る
確
実
な
道
も
な
く
、
そ
れ
故
に
神
信
仰
の
真
理
性
に
か
か
わ
す
証
明
の
重
荷
は
す
べ
て
人
間
の
理
解
に
、

す
な
わ
ち
人
間
学
に
負
わ
さ
れ
て
き
た
」
と
い
う
展
開
で
あ
り
、
ま
た
「
近
代
精
神
の
歴
史
的
状
況
、
す
な
わ
ち
無
神
論
の
挑
戦
を
受
け
た

中
で

こ
の
よ
う
な
戦
い
を
戦
い
抜
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
任
意
の
領
域
に
お
い
て
で
は
な
く
、
神
の
問
題
に
た
ず
さ
わ
る
思
想
的
な
作
業

が
歴
史
の
経
過
の
中
で
し
か
る
べ
き
理
由
か
ら
到
着
す
る
に
至
っ
た
領
域
、
す
な
わ
ち
無
神
論
さ
え
も
が
そ
こ
に
自
ら
の
領
域
を
見
い
だ
し

た
人
間
学
の
領
域
」
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
「
人
間
学
」
は
、
「
人
聞
の
本
質
に
と
っ
て
の
宗
教
的
な
主
題
が
も
っ
て
い

る
意
味
と
位
置
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
」
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
人
聞
の
経
験
の
有
限
な
内
容
を
越
え
て
一
切
の
有
限
な
も
の
と
人

閉
そ
れ
自
体
と
を
担
っ
て
い
る
無
限
な
現
実
へ
と
高
揚
す
る
と
い
う
宗
教
的
な
主
題
が
本
質
的
か
つ
決
定
的
に
人
間
存
在
の
一
部
を
な
し
て

お
り
、

そ
れ
故
に
こ
の
次
元
を
度
外
視
し
て
人
間
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
号
一
守
つ
。
す

な
わ
ち
基
礎
神
学
と
し
て
の
神
学
的
人
間
学
の
課
題
は
、
神
、
あ
る
い
は
神
的
な
も
の
な
し
に
人
間
学
は
可
能
な
の
か
、
あ
る
い
は
神
な
し

に
人
間
を
語
り
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
-
証
明
す
る
課
題
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
一
般
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

こ
で
「
人
間
学
に
神
の
現
実
性
に
関
す
る
証
明
を
期
待
し
て
い
る
」
の
で
は
な
い
。
彼
が
人
間
学
に
与
え
た
課
題
は
「
人
間
存
在
の
宗
教
的

な
次
元
を
明
示
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
人
間
学
が
神
の
現
実
性
に
つ
い
て
の
聞
い
を
扱
い
、
神
的
な
も
の
が
人
間
の
本

質
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
課
題
を
人
間
学
が
負
う
の
だ
と
し
て
も
、

人
間
学
が
神
へ
の
信
仰
を
生
み
出
す
と
い

初期ノfネンベルクにおける神の問題(1)245 



う
こ
と
を
意
味
し
た
り
、

そ
れ
が
期
待
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
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九
九
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未
出
版
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博
士
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文
で
は
こ
の
見
解
を
訂
正
し
て
い
る
。

(
4
)
ω
ω
0・N
J
V

(
5
)
白
山

0
・

。
司
∞

①
神
に
つ
い
て
の
聞
い
と
人
間
の
世
界
開
放
性

以
上
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
「
基
礎
神
学
」
と
し
て
の
人
間
学
の
課
題
の
ひ
と
つ
の
展
開
を
、
初
期
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
「
人
聞
の
世
界
開

放
性
」
と
い
う
概
念
や
、
あ
る
い
は
神
学
的
な
表
現
で
言
う
な
ら
ば
、
「
人
間
的
な
聞
い
と
神
的
な
答
え
と
の
あ
る
種
の
対
応
や
一
致
」
と

い
う
考
え
方
を
用
い
て
な
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
「
人
間
の
現
存
在
が
持
っ
て
い
る
『
間
い
』
と
い
う
特
質
」
の
中
に
人
間
学
の
中
心
課
題

を
見
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
聞
の
間
い
は
答
え
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
構
造
の
中
に
、

人
間
を
構
成
す
る
本
質
に
お
け
る
神
的
な
も



の
、
あ
る
い
は
絶
対
的
な
も
の
へ
の
依
存
の
構
造
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
間
学
は
後
期
の
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て

は
さ
ら
に
社
会
学
的
な
視
点
や
心
理
学
的
な
視
点
を
含
ん
で
さ
ら
に
大
き
く
展
開
し
て
行
く
の
で
あ
る
料
、
初
期
に
お
い
て
は
主
と
し
て

M

・
シ
ェ

l
ラ

l
や
A
・
ゲ

l
レ
ン
の
人
間
学
、
そ
し
て
弁
証
法
神
学
か
ら

P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
ま
で
の
神
学
的
思
権
の
構
造
の
分
析
を
通
し
て
、

人
間
存
在
の
「
聞
い
」
と
し
て
の
性
格
が
持
つ
神
学
的
な
モ
テ
ィ

l
フ
の
解
明
に
集
中
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
初
期
パ
ネ
ン
ベ

ル
ク
は
「
人
聞
の
世
界
開
放
性
」
と
い
う
概
念
が
人
聞
の
本
質
に
対
し
て
宗
教
的
な
主
題
が
持
っ
て
い
る
価
値
を
十
分
に
証
明
し
得
る
概
念

で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
実
は
神
学
の
側
で
も
こ
の
よ
う
な
人
間
理
解
を
共
有
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
パ
ネ
ン

ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
人
間
に
つ
い
て
の
命
題
は
実
は
「
中
期
バ
ル
ト
を
除
け
ば
、
何
と
弁
証
法
神
学
さ
え
も
持
っ
て
い
た
」
も
の

だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
初
期
バ
ル
ト
は
『
ロ
マ
書
』
の
中
で
「
神
は
罪
の
世
界
を
否
認
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
そ
の
被
造
物
を
見
捨
て
て
は
い
な
い
と
書
い
て
い
る
」
こ
と
を
注
目
し
、
バ
ル
ト
は
「
『
ロ
マ
書
』
の
中
で
人
間
的
な
聞
い
と
神
的
な

答
え
と
の
あ
る
種
の
対
応
、
あ
る
い
は
一
致
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
バ
ル
ト
特
有
の
あ
の
弁
証

法
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
「
神
そ
れ
自
体
が
答
え
で
あ
り
、

つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
自
身
か
ら
出
発
し
て
問
う
の
で
は
な
い
」
と
い
う
構
造
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
に
は
、
聞
い
と
答

こ
の
答
え
が
人
聞
の
現
存
在
を
動
か
し
て
い
る
聞
い
を
基
礎
づ
け
る
」
。

え
と
い
う
用
語
で
表
現
さ
れ
た
バ
ル
ト
の
構
造
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
こ
の
構
造
は
『
教
会
教
義
学
』

I

/

1
に
至
っ
て
も
、
聞
い
と
答
え
と
い
う
用
語
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
も
の
の
そ
の
構
造
は
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
同
じ
よ
う
な
考
え

は
相
関
の
方
法
を
提
示
し
た

P
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
も
ち
ろ
ん

R
・
プ
ル
ト
マ
ン
や

F
・ゴ

l
庁
ル
テ
ン
の
中
に
も
見
い
だ
せ
る
と
い
う
。

初期ノfネンベルクにおける神の問題(1)
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ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
「
ブ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
は
確
実
で
あ
る
し
、

バ
ル
ト
に
お
い
て
も
恐
ら
く
確
実
な
こ
と
で
あ
る
が
、
神
に
関
す
る

キ
リ
ス
ト
教
的
な
言
説
は
人
間
存
在
の
不
確
か
さ
、
あ
る
い
は
問
う
も
の
と
し
て
の
特
質
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
聞
い
は
常
に
答
え
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
両
者
の
関
係
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
構
造
が
こ
れ
ら
の
神
学
の
中
に
見
い
出
さ
せ
る

と
い
、
7
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
存
在
の
持
つ
不
確
か
さ
、
す
な
わ
ち
人
聞
の
問
う
も
の
と
し
て
の
特
徴
の
記
述
は
単
に
神
学

に
固
有
な
も
の
で
な
く
「
人
間
に
関
す
る
現
代
の
知
識
の
特
徴
づ
け
と
し
て
適
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
「
マ

し
か
し
既
に
述
べ
た
通
り
、

ツ
ク
ス
・
シ
ェ

l
ラ
!
以
来
の
人
間
学
は
こ
の
根
本
現
象
を
人
聞
の
世
界
開
放
性
と
し
て
特
徴
づ
け
て
お
り
、
今
日
で
は
特
に

A
・
ポ
ル
ト

そ
し
て

M
・
ラ
ン
ト
マ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い

μ」
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
動
物
が

マ
ン
、

A
・
ゲ

l
レ
ン
、

本
能
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
人
間
は
そ
の
つ
ど
の
状
況
を
踏
み
越
え
て
自
己
の
環
境
を
変
革
す
る
能
力
を
持
っ
て

い
る
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
初
期
の
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
「
人
聞
の
世
界
開
放
性
と
い
う
現
象
を
、
こ
の
現
象
の
神
学
的
な
重
要
性
に

基
づ
い
て
探
求
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
人
間
的
な
組
織
や
人
間
の
行
為
の
さ
ま
ざ
ま
な
固
有
性
が
ま
さ

に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
の
よ
う
な
現
象
、
す
な
わ
ち
人
聞
の
世
界
開
放
性
と
い
う
現
象
を
、
「
人
聞
は
一
切
の
現
存
す
る
も
の
や
一

切
の
有
限
な
も
の
一
般
を
越
え
る
無
限
な
現
実
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
根
拠
」
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

無
限
や
現
実
を
想
定
し
て
こ
そ
、
人
間
の
自
己
超
越
は
そ
れ
が
世
界
開
放
性
に
お
い
て
目
指
し
て
い
る
も
の
の
、
ま
さ
に
そ
の
現
実
と
全
体

性
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
に
「
人
聞
が
彼
の
無
限
の
努
力
の
な
か
で
差

し
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
の
相
手
を
表
す
た
め
に
神
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
だ
」
と
言
い
、
人
間
学
の
い
う
「
世
界
開
放
性
」
は
、
こ
れ
ま
で
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②
人
間
の
自
由
と
神
の
思
想

①
で
見
た
通
り
初
期
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
は
人
間
学
に
お
け
る
「
世
界
開
放
性
」
と
い
う
概
念
の
神
学
的
意
味
の
探
求
が
試
み
ら
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
基
礎
神
学
と
し
て
の
人
間
学
の
課
題
で
あ
る
、
人
間
学
的
な
探
求
、
す
な
わ
ち
人
間
学
的
事
柄
の
宗
教
的
な
側
面

の
探
求
を
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
試
み
る
と
き
、
彼
は
よ
り
根
源
的
に
は
「
主
観
性
の
哲
学
的
な
自
己
反
省
に
神
学
が
参
与
す
る
」
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
い
る
。
彼
が
彼
の
言
う
神
学
的
人
間
学
の
中
で
試
み
て
い
る
こ
と
は
哲
学
的
神
学
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
課
題
と

の
取
り
組
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
既
に
見
た
通
り
へ

l
ゲ
ル
以
後
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
人
間
学
的
課
題
に
は
哲
学
的
な
思
惟
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
故
に
神
学
は
単
純
に
哲

学
的
な
も
の
を
そ
の
思
索
の
中
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
彼
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
神
学
は
こ
の
課
題
と
の
取

り
組
み
に
際
し
て
、
あ
る
特
定
の
近
代
の
主
観
性
哲
学
の
諸
構
造
の
ひ
と
つ
に
立
脚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
。
そ
う
で
は
な
く



て
、
神
学
自
身
が
む
し
ろ
主
観
性
そ
の
も
の
の
究
極
的
な
根
拠
づ
け
と
い
う
課
題
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
「
神
学
者
は

そ
れ
に
よ
っ
て
現
代
に
至
る
ま
で
の
思
惟
の
歴
史
全
体
に
直
面
し
て
こ
の
問
題
に
関
す
る
独
自
の
判
断
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
バ
」

と
彼
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
彼
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
カ

l
ル
・
バ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
純
粋
神
学
の
行
き
方
へ
の
批
判
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
「
神
学
者
は
あ
る
哲
学
形
態
、
あ
る
い
は
他
の
哲
学
形
態
に
散
漫
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
哲
学
的

な
思
惟
の
問
題
史
を
独
自
に
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
学
自
体
が
こ
の
主
観
性
の
根
拠
づ
け
の
問
題
に
貢
献
す
る
よ
う
な
こ
と
が
必
要

な
の
於
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
は
、

こ
の
主
観
性
の
根
拠
付
け
と
い
う
問
題
に
お
い
て
中
心
的
な
課
題
で
あ
り
、
神
学
と
主
観
性

の
哲
学
と
が
共
有
し
て
き
た
問
題
で
あ
り
、
今
日
の
無
神
論
の
神
学
批
判
に
か
ん
が
み
て
「
主
観
性
を
は
じ
め
て
そ
の
も
の
と
し
て
構
成
す

る
人
聞
の
自
由
の
可
能
性
へ
の
聞
い
が
こ
の
課
題
の
中
心
に
お
か
れ
る
べ
き
だ
」
と
考
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
自
由
の
問
題
こ
そ
、
精
神
史
的
に
も
、
ま
た
近
代
の
無
神
論
に
よ
る
神
観
念
の
批
判
と
い
う
点
に
か
ん
が
み
て
も
、

こ
の
課
題

に
お
い
て
神
学
が
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
問
題
だ
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
由
の
問
題
こ
そ
無
神
論
と
近
代
の
精
神

史
的
な
文
脈
か
ら
し
て
、

人
聞
の
問
題
と
神
の
思
想
と
が
結
び
つ
く
舞
台
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
自
由
は
主
体
の
自
己
構
成
と
し

て
可
能
な
の
か
、
あ
る
い
は
自
由
と
は
贈
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
自
由
は
解
放
と
い
う
そ
の
つ
ど
の
思
い
が
け
な
い
出
来
事
と
し

て
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
が
フ
ィ
ヒ
テ
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
の
主
観
性
め
ぐ
る
哲
学
的
な
課
題
に
お
い
て
未
解
決
な

問
題
で
あ
る
。

あ
る
い
は
こ
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
神
へ
の
あ
ら
ゆ
る
信
仰
は
無
神
論
が
言
う
よ
う
に
、
自
由
の
否
定

初期ノfネンベルクにおける神の問題(1)251 



を
意
味
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
逆
に
自
由
そ
の
も
の
の
起
源
は
生
の
宗
教
的
な
主
題
設
定
の
も
と
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
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問
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
と
の
取
り
組
み
が
人
間
学
の
重
要
な
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
こ
で
神
的
な
も
の
こ
そ
自
由

の
起
源
で
あ
る
と
い
う
構
造
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
人
聞
の
本
質
的
な
構
成
に
お
け
る
神
的
な
も
の
の
意
味
を
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
既
に
述
べ
た
通
り
、
神
信
仰
は
自
由
の
否
定
を
意
味
す
る
の
か
、

そ
れ
と

も
自
由
の
起
源
は
宗
教
的
、
あ
る
い
は
神
的
な
も
の
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
主
観
性
に
つ
い
て

の
哲
学
的
な
反
省
と
い
う
課
題
は
、
人
間
の
自
由
と
神
の
思
想
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

前
者
の
考
え
、
す
な
わ
ち
神
へ
の
信
仰
は
人
聞
の
自
由
を
否
定
す
る
、
す
な
わ
ち
人
聞
の
主
観
性
を
根
拠
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

と

い
う
の
が
今
日
の
無
神
論
、

と
り
わ
け
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
「
自
由
の
無
神
論
」
と
呼
ぶ
立
場
の
神
学
批
判
で
あ
る
。

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の

前
者
の
立
場
を
人
間
学
と
い
う
舞
台
に
お
い
て
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
自
由
は
宗
教
的
、

あ
る
い
は
神
的
な
現
実
に
そ
の
起
源
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
主
張
す
る
こ
と
で
、
人
間
は
宗
教
的
な
も
の
な
し
に

人
間
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
神
論
の
中
に
、
あ
る
い
は
ま
た
今
日
の
神
論
の
中
に
、
人
聞
の
自
由
を
排
除
す
る

神
観
念
が
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
場
合
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ス
コ
ラ
の
古
典
的
な
神
観
念
や
中
世
の
神
の
予

定
と
人
聞
の
自
由
と
の
関
係
の
こ
と
を
彼
は
考
え
て
い
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
神
観
念
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
人
間
は
自
由
の
経

験
に
よ
っ
て
、
神
へ
の
信
仰
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
近
代
の
無
神
論
、

と
り
わ
け
自
由
の
無
神
論
の
批
判
は
ど
こ
ま
で
も
正
し
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
彼
は
考
え
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
神
論
は
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
考
え
て



い
?
h
v

。
そ
れ
に
対
し
て
神
学
的
人
間
学
の
課
題
は
、
神
が
人
間
の
自
由
の
根
拠
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
も
は
や
人
間
の
自
由
の
否

定
と
し
て
は
現
れ
な
く
な
る
よ
う
な
仕
方
で
神
の
現
実
性
の
理
解
を
展
開
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
課
題
と
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の

際
重
要
な
こ
と
は
、
「
神
を
現
存
す
る
事
物
か
ら
の
類
比
に
よ
っ
て
存
在
者
と
み
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
考

え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
場
合
、

た
と
え
そ
の
よ
う
な
神
が
存
在
す
る
の
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
は
人
聞
の
自
由
に
よ
っ
て
凌
駕

さ
れ
る
も
の
の
本
質
で
し
か
あ
り
得
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
こ
の
課
題
を
充

た
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
自
由
の
根
拠
は
現
存
す
る
い
か
な
る
存
在
者
で
も
あ
り
え
ず
、
自
由
に
、

な
わ
ち
到
来
す
る
神
で
し
か
有
り
得
な
い
」
と
考
え
る
場
合
の
み
可
能
と
な
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
も
し
神
が
将
来
の
力
と
し
て
、

そ
の
将
来
を
開
示
す
る
現
実
性
、
す

り
到
来
す
る
こ
と
の
う
ち
に
そ
の
支
配
力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
神
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
こ
で
は
将
来
の
現
実
性
と
自

由
の
本
質
と
人
聞
の
こ
の
よ
う
な
相
応
関
係
と
共
に
、
自
由
の
根
拠
と
し
て
神
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
見
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
自
由
が
将
来
へ
と
指
示
さ
れ
て
い
る
在
り
方
の
中
に
自
由
の
根
源
と
し
て
の
神
を
見
い
だ
す
と
い
う
こ
と
の

可
能
性
を
彼
は
考
え
て
お
り
、

そ
れ
は
ま
っ
た
く
可
能
性
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
神
は
人
間
の
自
由

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

人
間
の
自
由
の
起
源
と
し
て
、
す
な
わ
ち
人
間
の
本
質
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
登
場
す

る
こ
と
に
な
る
。

神
学
的
な
人
間
学
は
こ
の
よ
う
な
課
題
を
受
け
止
め
、
人
間
の
現
存
在
の
宗
教
的
な
次
元
に
関
す
る
事
柄
を
顧
慮
し
、

そ
れ
を
主
題
化
す

る
課
題
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
人
聞
の
本
質
の
構
成
に
お
け
る
神
的
な
も
の
の
必
然
性
の
証
明
と
い
う
課
題
で

つ
ま
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あ
り
、
神
学
的
な
人
間
学
に
は
こ
れ
以
上
の
課
題
は
期
待
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
具
体
的
な
現
実
性
に
つ
い
て
の
議
論
は
、

パ
ネ
ン
ベ
ル

254 

ク
に
よ
れ
ば
既
に
人
間
学
で
の
課
題
を
越
え
て
い
る
。
そ
れ
は
神
的
な
も
の
の
現
実
に
つ
い
て
の
歴
史
的
経
験
の
変
化
の
記
録
集
と
し
て
の

宗
教
史
の
神
学
の
課
題
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
聖
書
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ひ
と
つ
の
歴
史
的
な
具
体
的
存
在
が
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(
5
)
 

(6) 

。司N
h
F

山

何

回

0
・

mwω0・N
印

mwmH0・N

。

ωω

。・
第
三
、
四
章
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

部
分
的
な
考
察
の
た
め
の
断
片
的
な
結
ぴ

以
上
初
期
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
「
神
」
の
問
題
と
の
取
り
組
み
に
お
け
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
「
神
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
人

問
学
的
な
基
盤
を
発
掘
す
る
」
と
い
う
構
造
の
最
初
の
部
分
、
「
神
観
念
の
人
間
化
」
と
「
基
礎
神
学
と
し
て
の
人
間
学
」
に
関
す
る
議
論



を
概
観
、
検
討
し
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
基
礎
神
学
と
し
て
の
人
間
学
に
与
え
た
課
題
は
、
自
然
神
学
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
で
考
え
ら

れ
る
よ
う
な
人
間
の
認
識
が
直
接
神
の
認
識
に
至
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、

人
間
学
に
神
の
存
在
証
明
を
ま
か
せ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
も
な
い
。
こ
の
人
間
学
に
負
わ
さ
れ
た
課
題
は
人
間
の
本
質
は
神
な
し
に
は
な
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
、
神
的
な
も
の
は
人
間

の
規
定
に
お
け
る
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
-
証
明
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
神
の
存
在
や
、
神
的
な
も
の
の
現
実
性
に
つ
い
て
の
議
論

は
既
に
述
べ
た
通
り
基
礎
神
学
と
し
て
の
人
間
学
を
踏
ま
え
た
上
で
展
開
さ
れ
る
「
神
の
現
実
性
に
つ
い
て
の
検
証
の
法
廷
」
で
あ
る
「
諸

宗
教
史
の
神
学
」

さ
ら
に
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
神
観
念
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
に
不
可
欠
な
も
の
と
考
え
て
い
る
形
市
上
学
を
め
ぐ
っ

て
の
議
論
の
回
復
と
い
う
課
題
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
次
回
以
後
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

の
展
開
、

こ
の
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
試
み
は
カ

l
ル
・
バ
ル
ト
の
神
学
が
「
神
語
リ
タ
モ
ウ
」
と
い
う
仕
方
で
「
上
か
ら
」

の
出
発
点
を
持
っ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
人
間
学
と
い
う
神
の
現
実
性
の
真
理
性
に
つ
い
て
の
議
論
の
法
廷
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
の
経
験
と
神
の
リ
ア

リ
テ
ィ

l
の
接
点
が
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
、
「
下
か
ら
」

の
出
発
点
を
持
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
点
で
こ
の
神
学
は
二
十
世
紀

後
半
の
新
し
い
展
開
の
ひ
と
つ
の
方
向
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
こ
こ
で
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
神
学
の
こ
の
よ
う
な
展
開
に
対
す
る
誤
解
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
「
下
か
ら
」

の
道
を
行
く
時
に
、
決
し
て
人
聞
の
問
い
と
神
の
答
え
の
単
純
な
一
致
や
、
人
間
の
経
験
を
神
認
識

へ
と
直
結
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
い
わ
ば
非
連
続
の
連
続
を
考
え
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
点
で
は
「
聞
い
は
、
も
し
そ
れ
自
体
に
固
有
な
重
要
さ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

」
の
聞
い
に
先
だ
っ
て
存
在
し
て
い
た
答
え
が
そ

初期パネンベルクにおける神の問題(1)255 



れ
に
ま
さ
に
相
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
時
に
、
聞
い
と
し
て
存
在
し
続
け
る
」
と
語
り
、
神
自
身
が
答
え
で
あ
り
、

こ
の
矢
口
、
ぇ

が
人
間
の
現
実
存
在
を
動
か
し
て
い
る
聞
い
を
基
礎
づ
け
て
い
る
と
考
え
た
バ
ル
ト
の
線
を
彼
自
身
そ
う
考
え
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
構
造

256 

に
お
い
て
は
継
承
し
て
い
る
。

(
そ
の
意
味
で
は
逆
に
こ
の
「
下
か
ら
」

の
神
学
は
、

ど
こ
ま
で
「
下
か
ら
」
な
の
か
と
い
う
点
で
は
さ
ら

に
よ
く
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
)

ま
た
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
こ
の
神
観
念
の
人
間
学
化
と
い
う
言
い
方
で
、

人
間
学
を
神
学
の
基
礎
論
に
し
た
道
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
神
認

識
を
人
間
学
的
な
課
題
か
ら
開
始
す
る
道
を
設
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
至
る
こ
と
が
で
き
る
神
的
な
も
の
と
、
聖
書
の
神
と
を
同
一
視
し
て

は
い
な
い
。
人
間
学
は
神
の
現
実
性
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
法
廷
で
あ
る
が
、

こ
の
法
廷
は
歴
史
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
逆
に
言
え
ば
終
末

論
的
な
法
廷
で
あ
り
、
神
の
現
実
性
の
問
題
は
さ
ら
に
諸
宗
教
の
歴
史
と
い
う
い
わ
ば
第
二
法
廷
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
人
間
論
を
扱
っ
た
諸
論
文
で
も
、
た
と
え
ば

A
・
グ
レ
ー
サ
ー
も

P
・
ア
イ
ヒ

ャ

l
も
こ
の
点
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
ま
た

K
・
コ
ッ
ホ
の
批
判
も
そ
の
音
山
味
で
は
的
外
れ
で
あ
る
。

」
の
神
観
念
を
め
ぐ
っ
て
の
人
間
学
と
い
う
法
廷
は

一
方
で
神
観
念
の
人
間
学
化
を
受
け
止
め
る
場
で
あ
り
、
他
方
で
無
神
論
に
よ
っ

て
人
間
の
本
質
構
成
要
素
と
し
て
の
神
が
批
判
を
受
け
て
い
る
中
で
、
神
的
な
も
の
の
回
復
を
な
す
場
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の

人
間
学
に
よ
っ
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
、
普
遍
性
を
構
想
し
て
お
り
、
具
体
的
な
歴
史
的
形
態
と
し
て
の
特
定
の
宗
教
や
神
学
の
立
場
を
意
図

的
に
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
最
後
に
今
回
考
察
し
た
基
礎
神
学
と
し
て
の
人
間
学
の
構
想
と
い
う
点
に
し
ぼ
っ
て
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
こ
の
構
造
の
問
題
点
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。



既
に
見
て
き
た
通
り

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
神
学
的
な
人
間
学
は
、
神
観
念
の
人
間
学
化
と
そ
れ
に
対
応
し
て
神
観
念
の
無
神
論
的

な
否
定
を
人
間
学
的
に
集
積
す
る
こ
と
の
故
に
、
今
日
基
礎
神
学
と
い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
課
題
を
な
す
た

め
に
は
こ
の
神
学
的
な
人
間
学
は
「
経
験
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
人
間
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
科
、
す
な
わ
ち
人
間
生
物
学
や
社
会
学
、

て
心
理
学
と
い
う
言
っ
た
学
科
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
と
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
構
制
と
と
も
に
、
包
括
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
ぜ
ひ
と
も
必
要

と
な
じ
」
と
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
述
べ
た
。
こ
の
課
題
の
た
め
に
は
「
現
存
在
の
不
確
実
さ
に
つ
い
て
の
い
い
回
し
と
言
っ
た
よ
う
な
メ
タ
フ

ァ
!
的
な
表
現
様
だ
」
で
は
も
は
や
十
分
だ
と
は
言
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
間
学
的
な
諸
学
科
と
の
対
話
に
お
け
る
反
省

的
な
考
察
が
欠
け
て
い
る
が
故
に
、
し
ば
し
ば
独
善
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
。

そ
の
場
合
彼
は
弁
証
法
神
学
、

題

関
心
の
意
義
に
関
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
命
題
の
よ
う
な
、
学
問
的
な
探
求
を
要
せ
ず
と
も
手
に
い
れ
ら
れ
る
人
聞
の
自
己
経
験
に
の
み
依
存
初

す
る
命
駈
」
は
、
た
と
え
そ
れ
が
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「
普
遍
性
と
い
う
点
で
は
も
は
や
十
分
で
は
な
吋
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
一お刀

ノレン、不期甘
H
ソ

今

4
a

わ
け
バ
ル
ト
と
ブ
ル
ト
マ
ン
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
ま
た
他
方
で
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
聞
の
生
の
う
ち
に
あ
る
無
制
約
的
な

確
か
に
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
が
基
礎
神
学
と
し
て
の
人
間
学
と
い
う
構
造
を
提
示
す
る
時
に
は
そ
こ
で
彼
は
普
遍
性
の
問
題
を
意
識
し
て
い
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
学
と
彼
が
言
う
場
合
に
は
「
現
代
で
は
中
心
的
な
努
力
を
傾
け
る
べ
き
主
要
目
標
」
で
あ
り
、
「
人
間
に
つ
い

て
の
包
括
的
な
学
問
で
あ
る
」
人
間
学
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
で
は
「
神
」
観
念
の
人
間
学
化
の
帰
結
を
想
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
こ
に
は
普
遍
性
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
神
観
念
の
人
間
学
化
の
命
題
、

さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
る
無
神
論
の
舞
台
と
し
て
の
人
間
学
と
い
う
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
視
点
は
、
ゲ2

 

果
た
し
て
神
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