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金
承
哲
著
『
神
と
遺
伝
子
─
─
遺
伝
子
工
学
時
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
』 

        

（
教
文
館
、
二
〇
〇
九
年
、
二
七
九
頁
） 

 
 

芦
名
定
道 

  

本
書
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
と
自
然
科
学
の
対
話
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
筆
者
金
承

哲
氏
（
金
城
学
院
大
学
人
間
科
学
部
教
授
）
が
、
そ
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
執
筆
し
た
労
作
で
あ
る
。

近
年
の
遺
伝
子
工
学
の
進
展
は
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
、
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
、
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
と
い
っ
た

話
題
と
共
に
、
現
代
社
会
の
多
方
面
に
お
い
て
大
き
な
関
心
を
集
め
て
い
る
が
、
そ
の
影
響
は
キ
リ
ス
ト

教
思
想
に
も
及
ん
で
い
る
。
筆
者
は
、
こ
う
し
た
問
題
状
況
が
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
神
学
と
に
と
っ
て

い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
、
数
多
く
の
関
連
文
献
を
参
照
し
つ
つ
、
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
遺
伝
子
工
学
的
試
み
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
既
存
の
神
学
的
倫
理
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を

脱
構
築
す
る
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
」
（72
頁
。
以
下
頁
数
の
み
を
記
載
）
と
い
う
現
代
神
学
の
思
想

的
現
状
認
識
に
立
っ
て
、
「
神
を
演
じ
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
手
が
か
り
に
錯
綜
し
た
問
題
状
況
を
整

理
分
析
し
、
現
代
神
学
が
直
面
す
る
問
い
を
神
学
的
体
系
全
体
の
中
で
深
化
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
書

の
目
的
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
書
は
、
「
遺
伝
子
工
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
日
本

語
で
書
か
れ
た
最
良
の
研
究
書
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

以
下
、
各
部
各
章
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

ま
ず
、
第
１
部
「
ク
ロ
ー
ン
羊
と
遺
伝
子
」
は
、
「
第
１
章 

ク
ロ
ー
ン
羊
の
誕
生
」
と
「
第
２
章 

ド

リ
ー
と
『
ド
リ
ー
』
以
上
」
の
二
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ヒ
ト
ロ
ー
ン
問
題
の

歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
宗
教
的
ま
た
神
学
的
問
い
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
る
。
ク
ロ
ー
ン
羊
ド
リ
ー
の
誕
生
は
、
当
初
か
ら
神
学
的
問
題
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
広
範
な
感
情
的

反
発
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
こ
う
し
た
反
応
の
背
後
に
は
、
「
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
の
人
の
遺

伝
子
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
観
念
」(35

)

が
存
在
し
て
お
り
、
筆
者
は
、
こ
の
「
遺
伝
子
決
定
論

(genetic determ
inism

)

」
こ
そ
が
最
大
の
誤
謬
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
指
摘
す
る
。
本
書
は
、

ク
ロ
ー
ン
技
術
が
長
い
農
業
に
お
け
る
「
育
種
」
の
営
み
の
延
長
上
に
位
置
す
る
と
同
時
に
、
遺
伝
子
工

学
が
、
「
古
い
ア
ト
ム
・
粒
子
モ
デ
ル
」
か
ら
「
遺
伝
子
コ
ー
ド
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
（
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
い

う
「
巻
物
」
）
へ
と
実
在
理
解
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
学
と
し
て
の
実
証
主
義
的
科
学

で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
こ
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
遺
伝
子
工
学
は
、
ド
リ
ー
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
人
間
の
自
己
理
解
に
お
け
る
存

在
論
的
根
拠
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
情
的
反
発
を
引
き
起
こ
し
、
さ
ら
に
は
人
間
の
自
己
理
解
の
根

源
と
し
て
の
神
理
解
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
「
ド
リ
ー
は
形
而
上
学
的
・
神
学
的
出
来
事
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
始
め
」(46

)

、
こ
う
し
て
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
へ
の
賛
否
の
議
論
が
、
「
神
を
演
じ
る
」
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
手
が
か
り
に

し
て
、
現
代
神
学
の
錯
綜
し
た
議
論
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
（
第
３
部
）
。 

 

続
く
第
２
部
「
科
学
と
神
学
と
倫
理
」
に
は
、
「
第
３
章 

キ
リ
ス
ト
教
と
分
子
生
物
学
」
と
「
第
４

章 

『
神
を
演
じ
る
』
に
つ
い
て
」
が
含
ま
れ
る
。
こ
こ
で
の
課
題
は
、
第
１
部
で
示
さ
れ
た
、
「
人
間

と
は
何
か
」
（
人
間
の
自
己
理
解
）
を
め
ぐ
る
遺
伝
子
工
学
（
さ
ら
に
は
科
学
的
研
究
全
般
）
と
「
神
学

的
地
平
と
の
絡
み
合
い
」(56

)

に
関
し
て
、
そ
も
そ
も
問
わ
れ
る
べ
き
事
柄
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
筆
者
は
、
遺
伝
子
工
学
的
試
み
を
め
ぐ
る
論
争
が
既
存
の
神
学
的
倫
理
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
脱
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構
築
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
は
、
ま
ず
人
間
を
神
や
他
の
生
物
か
ら
区
別

し
て
い
る
「
境
界
線
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
「
存
在
の
大
い
な
る
連
鎖
」
「
自
然
の
梯

子
」
と
い
う
階
層
的
な
世
界
秩
序
の
枠
組
み
─
─
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
西
洋
の
実
在
理
解
の
基
礎
─
─

に
お
い
て
人
間
存
在
を
規
定
し
て
き
た
境
界
線
が
、
今
や
流
動
化
し
、
脱
構
築
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

「
境
界
線
」
の
問
い
は
ま
さ
に
倫
理
的
問
い
で
あ
り
、
そ
の
流
動
化
は
モ
ノ
ー
が
指
摘
し
た
「
古
い
価
値

体
系
」
「
基
準
」
の
喪
失
と
い
う
事
態
を
指
示
し
て
い
る
。
境
界
線
を
流
動
化
さ
せ
る
働
き
に
お
い
て
、

ド
リ
ー
は
、
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
フ
ロ
イ
ト
の
業
績
に
た
と
え
ら
れ
る
」(76

)

。
「
神
を

演
じ
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
こ
う
し
た
「
科
学
者
た
ち
の
境
界
侵
害(transgression

)

に
つ
い
て
の
警

告
」(82

)

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
─
─
「
神
の
主
権
」
の
侵
害
と
「
母
な
る
自
然
」
に
対
す
る
反
逆

─
─
、
重
要
な
の
は
、
感
情
的
な
反
応
を
引
き
起
こ
す
「
神
を
演
じ
る
」
と
い
う
曖
昧
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
の

意
味
内
容
を
明
確
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
第
３
部
の
テ
ー
マ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

 

第
３
部
「
『
神
を
演
じ
る
』
を
め
ぐ
る
３
つ
の
立
場
と
脱
中
心
的
人
間
」
は
第
１
部
と
第
２
部
を
い
わ

ば
序
論
的
考
察
と
し
て
展
開
さ
れ
る
本
書
の
本
論
で
あ
る
。
ラ
ム
ジ
ー
ら
に
よ
る
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
へ
の
反

対
論
（
第
５
章
「
『
神
を
演
じ
て
は
な
ら
な
い
』
」
）
と
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
ら
に
よ
る
賛
成
論
（
第
７
章
「
『
神

を
演
じ
よ
う
！
』
」
）
と
を
両
端
に
し
て
、
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
テ
ッ
ド
・
ピ
ー
タ
ー
ス
ら
の
立
場
（
第

６
章
「
『
神
を
演
じ
て
い
る
の
か
』
」
）
を
詳
細
に
論
じ
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
議
論
へ
の
総
括
が
な
さ
れ
る

（
第
８
章
「
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
と
脱
中
心
的
人
間
」
）
。 

 

「
神
を
演
じ
て
は
な
ら
な
い
」
論
（
反
対
派
）
の
代
表
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
ラ
ム
ジ
ー
の
神
学

的
倫
理
の
基
盤
」
は
、
神
学
的
倫
理
と
は
「
価
値
の
無
限
の
中
心
」
「
垂
直
的
地
平
」
で
あ
る
神
に
つ
い

て
の
正
し
い
認
識
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

絶
対
的
基
準
が
失
わ
れ
る
と
き
、
水
平
的
次
元
で
の
倫
理
的
違
反
で
あ
る
「
神
を
演
じ
る
」
行
動
が
生
じ

る
。
ラ
ム
ジ
ー
の
神
学
的
倫
理
学
あ
る
い
は
神
学
的
人
間
学
に
つ
い
て
は
、
バ
ル
ト
の
創
造
論
や
契
約
理

解
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
自
然
法
理
解
へ
の
展
開
が
指
摘
で
き
る
が
、
彼
の
「
技
術
全
般
に
対
す
る
非
常

に
悲
観
的
態
度
」
は
、
「
創
造
の
秩
序
」
「
神
の
デ
ザ
イ
ン
」
（
＝
境
界
線
）
を
踏
み
越
え
て
は
な
ら
な

い
と
す
る
点
で
一
貫
し
て
い
る
。
本
書
で
は
こ
う
し
た
ラ
ム
ジ
ー
の
議
論
が
、
Ｌ
・
カ
ス
、
カ
ト
リ
ッ
ク

神
学
（
『
生
命
の
は
じ
ま
り
に
関
す
る
教
書
』
『
い
の
ち
の
福
音
』
な
ど
）
、
ヨ
ナ
ス
（
道
徳
的
実
在
論
）

な
ど
広
範
な
立
場
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
議
論
に
対
す
る
筆

者
の
批
判
は
次
の
二
点
に
集
約
で
き
る
。
「
人
間
の
尊
厳
」
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
遺
伝
子
的
同
一

性
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
は
遺
伝
子
決
定
論
で
あ
り
、
自
然
主
義
的
誤
謬
（
遺
伝
子
と
い
う
自
然
的
所
与
か

ら
道
徳
的
判
断
を
導
出
す
る
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
「
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
基
盤
は
、
『
創
造
の

秩
序
』
の
中
で
は
な
く
、
む
し
ろ
未
来
へ
の
開
放
性
に
お
い
て
求
め
ら
れ
」(155

)

ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

こ
の
反
対
派
の
対
極
に
あ
る
の
が
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
を
典
型
と
す
る
「
神
を
演
じ
よ
う
」
論
（
推
進
派
）

の
神
学
で
あ
る
。
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
「
状
況
倫
理
」
論
に
遡
る
フ
レ
ッ

チ
ャ
ー
の
議
論
が
、
「
『
神
の
死
の
神
学
』(Theology of D

eath of G
od ) 

と
の
関
連
の
中
で
把
握
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
」(210
)

と
い
う
点
で
あ
る
。
「
神
を
演
じ
る
」
こ
と
へ
の
批
判
は
、
神
を
「
隙
間
の
神
」 

に
貶
め
る
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
現
代
人
は
、
「
時
代
遅
れ
の
弁
神
論
」
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
与
え
ら

れ
た
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
通
し
て
人
間
ら
し
さ
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
そ
の
責

任
と
い
う
の
は
、
自
ら
の
責
任
の
下
で
新
し
い
世
界
を
造
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、

『
隙
間
の
神
』
の
代
わ
り
に
積
極
的
に
『
神
を
演
じ
る
』
こ
と
を
意
味
す
る
」(216

)

。
し
か
し
、
こ
の
推

進
派
の
賛
成
論
に
対
し
て
は
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
自
身
が
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
間
が
生
殖
技
術
を
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人
間
的
に
利
用
で
き
る
ほ
ど
信
用
で
き
る
か
ど
う
か
」(220

)

と
い
う
点
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 
こ
れ
ら
の
二
つ
の
立
場
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
、
第
７
章
で
論
じ
ら
れ
る
一
連
の
議
論
で
あ

り
、
そ
れ
は
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
が
果
た
し
て
「
神
を
演
じ
る
」
こ
と
に
な
る
の
か
と
反
語
的
に
問
い
つ
つ
、

科
学
的
営
み
を
神
の
創
造
活
動
に
協
力
す
る
こ
と
と
し
て
積
極
的
に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
反
対
派
と
推
進
派
の
厳
密
な
中
間
と
い
う
よ
り
も
、
推
進
派
に
よ
り
近
い
慎
重
派
・
穏
健

派
（
現
時
点
で
の
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
実
施
は
支
持
で
き
な
い
が
、
研
究
の
継
続
を
勧
め
る
立
場
）
と

言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
ロ
ナ
ル
ド
・
コ
ー
ル
＝
タ
ー
ナ
ー
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

ヘ
フ
ナ
ー
、
そ
し
て
、
テ
ッ
ド
・
ピ
ー
タ
ー
ス
な
ど
の
思
想
家
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ピ
ー
タ
ー
ス
の

議
論
を
中
心
に
紹
介
し
た
い
。
筆
者
が
も
っ
と
も
注
目
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
ピ
ー
タ
ー
ス
だ
か
ら

で
あ
る
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
以
下
の
見
解
（
コ
ー
ル
＝
タ
ー
ナ
ー
）
で
あ
る
。
「
神
は
、
遺
伝
子

的
変
化
を
成
す
た
め
に
、
自
然
的
過
程
を
通
じ
て
働
く
。
神
は
、
意
図
的
な
遺
伝
子
的
変
化
を
成
す
た
め

に
、
人
間
を
通
じ
て
働
く
」(163

)

。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
継
続
的
創
造
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
ピ
ー
タ

ー
ス
は
、
「
創
造
さ
れ
た
共
同
創
造
者
」
（
へ
フ
ナ
ー
）
と
い
う
観
点
か
ら
、
人
間
は
神
の
継
続
的
創
造

の
協
力
者
と
し
て
創
造
さ
れ
た
と
主
張
す
る
。
神
の
継
続
的
創
造
は
、
生
命
進
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
も
ち
ろ

ん
、
人
間
の
文
化
行
為
を
も
通
じ
て
推
進
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
は
完
結
し
た
実
在
で
は
な

く
、
神
の
新
た
な
創
造
行
為
─
─
奇
跡
的
治
癒
行
為
者
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
（170

以
下
）
─
─
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
自
然
的
所
与
と
し
て
の
遺
伝
子
と

「
人
間
の
尊
厳
」
や
「
魂
」
と
を
同
一
視
す
る
よ
う
な
「
遺
伝
子
決
定
論
」
は
神
学
的
に
間
違
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
人
間
と
神
の
関
係
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て

遺
伝
子
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」(174

)

。
つ
ま
り
、
魂
と
は
、
人
間
の
自
然
的
属
性
で
は

な
く
、
神
と
の
関
係
に
お
け
る
人
間
を
意
味
し
て
い
る
。
ピ
ー
タ
ー
ス
の
こ
の
よ
う
な
自
然
理
解
の
背
後

に
あ
る
の
は
、
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
「
終
末
論
的
倫
理
」
「
先
取
り
の
倫
理
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
キ
リ

ス
ト
教
倫
理
は
、
約
束
さ
れ
た
神
の
国
に
対
す
る
私
た
ち
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
く
も
の
」(188

)

で
あ
っ

て
、
神
の
終
末
論
的
未
来
を
現
段
階
で
先
取
り
し
つ
つ
、
神
の
創
造
行
為
に
協
力
す
る
こ
と
が
人
間
に
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
神
の
似
姿
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
は
、
実
は
創
造
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
」

(191
)

な
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
第
３
部
の
分
析
を
締
め
く
く
る
の
が
、
第
８
章
「
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
と
脱
中
心
的
人
間
」
で
あ
り
、

こ
こ
に
筆
者
の
結
論
が
示
さ
れ
る
。
筆
者
は
、
遺
伝
子
工
学
を
、
近
代
以
降
進
展
し
つ
つ
あ
る
人
間
の
脱

中
心
化
プ
ロ
セ
ス
（
地
動
説
・
無
限
宇
宙
論
か
ら
進
化
論
を
経
て
現
代
に
至
る
）
の
到
達
点
と
し
て
位
置 

づ
け
る
。
「
神
の
代
わ
り
に
自
分
自
身
の
う
ち
に
万
物
の
『
中
心
』
を
置
い
て
い
た
近
代
的
人
間
は
、
今

度
は
そ
の
『
中
心
』
と
し
て
の
自
己
が
複
製
さ
れ
る
状
態
に
直
面
し
て
唖
然
と
し
て
い
る
」(245

)

。
こ
の

プ
ロ
セ
ス
は
、
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
の
「
終
焉
」
（228

）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、 

求
め
ら
れ
る
の
は
、
「
『
神
を
演
じ
る
』
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
の
下
で
の
遺
伝
子
工
学
と
キ
リ
ス
ト
教
神

学
の
対
話
」(225

)

に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
徹
底
的
な
自
己
変
革
を
試
み
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
「
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
楽
観
主
義
的
人
間
論
」
を
批
判
し
つ
つ
、
ピ
ー
タ
ー
ス
の
示
す
可
能

性
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
、
本
書
に
お
け
る
筆
者
の
基
本
的
な
主
張
と
言
え
よ
う
。 

  

最
後
に
、
本
書
に
対
す
る
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
書
評
を
締
め
く
く
り
た
い
。 

（
一
） 

本
書
に
お
い
て
は
、
遺
伝
子
工
学
が
生
み
出
し
た
問
題
状
況
が
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、

神
学
的
に
問
わ
れ
る
べ
き
争
点
は
何
か
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
の



- 4 -

核
心
が
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
面
的
な
事
態
の
推
移
の
記
述
や
技
術
的
な
説
明
に
と
ど
ま

る
こ
と
な
く
、
思
想
的
な
掘
り
下
げ
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
。
読
者
は
、
本
書
を
通
し
て
、
現
代
神
学

の
現
状
に
つ
い
て
の
的
確
な
理
解
が
得
ら
れ
る
と
同
時
に
、
神
学
思
想
の
お
も
し
ろ
さ
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

（
二
） 

た
と
え
ば
、
遺
伝
子
工
学
は
、
進
化
論
に
ま
で
至
る
近
代
的
な
人
間
の
脱
中
心
化
の
プ
ロ
セ
ス

の
内
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
近
代
以
降
に
お
け
る
階
層
的
秩
序
の
流
動
化
、
そ
し
て
人
間
を
他
か

ら
区
分
す
る
境
界
の
曖
昧
化
を
極
限
に
ま
で
推
し
進
め
て
い
る
。
ヒ
ト
ク
ロ
ー
ン
問
題
で
し
ば
し
ば
論
じ

ら
れ
る
人
格
の
尊
厳
性
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
神
と
の
関
係
概
念
で
あ
り
、
伝
統
的
な
実
体
論
的
理
解
は

適
切
で
は
な
い
こ
と
が
、
説
得
的
に
論
じ
ら
れ
た
。 

（
三
） 

筆
者
自
身
は
、
「
神
を
演
じ
る
」
に
関
す
る
第
二
の
立
場
（
「
神
を
演
じ
て
い
る
の
か
」
）
に

立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
第
一
の
立
場
（
「
神
を
演
じ
て
は
な
ら
な
い
」
）
の
問
題
点
の
指
摘

と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
明
確
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
第
三
の
立
場
（
「
神
を
演
じ
よ
う
」
）
へ
の
批
判

は
不
明
確
で
あ
り
曖
昧
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
へ
の
批
判
的
論
点
が

や
や
希
薄
で
あ
り
、
ま
た
第
一
の
立
場
の
有
す
る
真
理
契
機
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い

う
点
に
繋
が
っ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
も
脱
構
築
も
、
モ
ダ
ン
の
流
動
化
の
状
態
記
述
（
あ
る
い
は
流

動
化
の
手
法
）
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
モ
ダ
ン
を
超
え
た
そ
れ
以
上
の
何
か
（
た
と
え

ば
、
終
末
論
的
未
来
）
を
指
し
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ピ
ー
タ
ー
ス
や
パ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
思
想

ラ
イ
ン
と
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
人
間
の
脱
中
心
化
の
思
想
ラ
イ
ン
と
は
相
互
に
ず
れ
を
内
包
し
て
お
り
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
と
い
う
点
が
、
本
書
で
は
曖
昧
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。 

（
四
） 

ま
た
本
書
の
記
述
か
ら
は
科
学
へ
の
批
判
的
関
わ
り
と
い
う
論
点
が
後
退
し
て
い
る
と
の
印
象

を
受
け
る
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
と
自
然
科
学
」
の
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
え

せ
科
学
・
疑
似
科
学
が
及
ぼ
す
問
題
に
対
す
る
い
わ
ば
預
言
者
的
批
判
と
言
う
べ
き
態
度
が
求
め
ら
れ
て

は
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
く
に
、
「
神
を
演
じ
よ
う
」
論
に
対
し
て
は
、
こ
の
視
点
か
ら
の
批
判
的

検
討
が
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。 

（
五
） 

第
二
の
立
場
か
ら
の
神
学
体
系
の
脱
構
築
・
再
構
築
と
い
う
課
題
は
き
わ
め
て
明
確
に
提
起
さ

れ
て
は
い
る
も
の
の
─
─
問
い
直
し
は
、
創
造
論
、
人
間
論
、
受
肉
論
、
救
済
論
、
終
末
論
の
よ
う
な
「
神

学
的
主
題
」(loci theologiae)

を
包
括
す
る
「
神
学
的
体
系
全
体
」
に
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る(108

以
下)

─
─
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
神
学
構
想
に
結
実
す
る
の
か
の
中
身
に
つ
い
て
は
十
分
な
展
開
が
見
ら
れ
な

い
。
た
と
え
ば
、
実
在
の
階
層
的
静
的
描
像
か
ら
歴
史
的
動
的
描
像
へ
の
転
換
、
あ
る
い
は
創
造
さ
れ
た

共
同
創
造
者
と
い
っ
た
論
点
は
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
神
学
体
系
全
体
に
い
か
な
る
帰

結
を
も
た
ら
し
、
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
生
産
的
な
神
学
思
想
が
形
成
さ
れ
る
か
は
、
問
い
と
し
て
残
さ
れ

て
い
る
。
筆
者
の
今
後
の
思
索
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。 


