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【
第
二
回
日
韓
神
学
者
会
議
】

二
一
世
紀
に
お
け
る
北
東
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
界
の
対
話
の
た
め
に

――
「
韓
国
に
お
け
る
モ
ル
ト
マ
ン
受
容
と
そ
の
理
解
」
へ
の
応
答

藤　

原　

淳　

賀

序

長
老
会
神
学
大
学
校
か
ら
敬
愛
す
る
先
方
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
に
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
申シ
ン

玉オ
ク

秀ス

教
授
の
韓
国
に
お
け

る
モ
ル
ト
マ
ン
受
容
に
つ
い
て
の
非
常
に
包
括
的
な
論
文
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
感
謝
致
し
ま
す
。
韓
国
に

お
い
て
モ
ル
ト
マ
ン
の
影
響
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
以
前
か
ら
伺
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
状
況
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
特
に
保
守
的

神
学
者
、
ま
た
リ
ベ
ラ
ル
な
神
学
者
に
対
す
る
知
的
影
響
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
教
会
指
導
者
へ
の
――
し
か
も
趙チ
ョ
ー
ヨ
ン
ギ

鏞
基
牧
師
等
と
い
っ

た
カ
リ
ス
マ
派
も
含
ん
で
の
――
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
具
体
的
か
つ
建
設
的
な
対
話
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
新
し
い
発

見
で
し
た
。
大
学
で
講
じ
ら
れ
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
神
学
が
、
韓
国
に
お
い
て
教
会
の
実
践
と
出
会
っ
て
い
る
よ
き
例
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
韓
国
が
経
験
し
た
リ
バ
イ
バ
ル
が
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
と
い
う
神
学
的
枠
組
み
を
得
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
っ
た
様
子
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
申
教
授
の
論
文
を
読
み
な
が
ら
、
韓
国
に
お
け
る
モ
ル
ト
マ
ン
の
重
要
性
を
受
け
止
め
、
今
回
の
神
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
テ
ー
マ
と
し
て
モ
ル
ト
マ
ン
が
選
ば
れ
た
こ
と
の
意
味
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
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モ
ル
ト
マ
ン
は
現
代
を
代
表
す
る
重
要
な
神
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
神
学
は
ス
ケ
ー
ル
も
大
き
く
、
ま
た
新
し
い
方
向
へ
と
人
々
を

導
く
よ
う
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
韓
国
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
人
口
が
国
家
人
口
の
二
〇
％
を
越
え
、
キ
リ
ス
ト
者
の
大
統
領

や
数
多
く
の
政
治
家
、
財
界
人
を
輩
出
し
、
社
会
的
に
も
キ
リ
ス
ト
教
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
一
方
で
、
教
会
と
社
会
の
分
離
と

い
う
二
元
論
的
な
状
況
が
あ
り
、
そ
れ
を
越
え
て
行
く
こ
と
に
大
き
な
課
題
を
感
じ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
、
前
回
（
二
〇
〇
九
年
）
の
長

老
会
神
学
大
学
校
に
お
け
る
日
韓
神
学
者
会
議
の
時
に
受
け
ま
し
た
。
韓
国
の
教
会
は
、
福
音
の
純
粋
性
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
、
社
会

に
積
極
的
に
ま
た
建
設
的
に
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
公
共
神
学
（Public T

heology

）
を
熱
心
に
論
じ
て
い

る
印
象
を
持
っ
て
い
ま
す
。
モ
ル
ト
マ
ン
の
組
織
神
学
・
社
会
倫
理
学
は
聖
書
的
神
学
と
い
う
基
礎
づ
け
の
上
に
あ
り
、
そ
の
う
え
で
社
会

問
題
、
環
境
問
題
を
含
ん
だ
宇
宙
論
的
な
広
が
り
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
方
向
性
に
お
い
て
も
韓
国
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
貢
献
を
し
た
こ
と

と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
を
媒
介
と
し
て
私
た
ち
日
韓
の
神
学
者
た
ち
が
対
話
を
す
る
時
、
社
会
へ
の
参
与
、
苦
難
の
問
題
、
神
の
国

と
希
望
の
神
学
と
い
う
テ
ー
マ
が
重
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

社
会
へ
の
参
与

日
本
の
主
流
派
の
教
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
神
学
で
し
た
。
日
本
に
お
い
て
は
、
現
在
で
も
モ
ル
ト
マ
ン

よ
り
も
バ
ル
ト
の
影
響
の
ほ
う
が
大
き
い
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
日
本
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
多
く
の
人
々
が
教
会
に
来
た
時
代

も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
全
体
と
し
て
教
会
は
社
会
か
ら
孤
立
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
理
由
の
中
に
、
バ
ル
ト
神
学
の
神
の
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言
葉
へ
の
集
中
と
超
越
的
性
質
、
ま
た
日
本
の
バ
ル
ト
主
義
者
の
不
適
切
な
受
け
取
り
方
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
バ
ル
ト
主
義
者

は
、
社
会
問
題
に
関
わ
ら
な
い
こ
と
が
バ
ル
ト
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

大
都
市
か
ら
離
れ
た
地
方
社
会
で
は
特
に
こ
の
「
社
会
か
ら
孤
立
し
た
教
会
」
と
い
う
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
度
の
東
日
本

大
震
災
は
大
き
な
転
機
と
な
り
ま
し
た
。
教
会
は
、
な
す
べ
き
当
然
の
こ
と
と
し
て
食
糧
支
援
や
泥
か
き
を
含
め
た
被
災
地
支
援
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
教
会
は
、
社
会
へ
の
関
与
の
重
要
性
を
大
き
く
意
識
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

モ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
は
、
バ
ル
ト
神
学
の
克
服
の
試
み
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。
韓
国
で
も
、
モ
ル
ト
マ
ン
神
学
を
最
初
に
受
容

し
て
い
っ
た
の
は
バ
ル
ト
研
究
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
申
教
授
は
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
モ
ル
ト
マ
ン
を
介
し
て
韓
国
と
日
本

の
神
学
的
対
話
を
考
え
る
と
き
に
、
社
会
へ
の
参
与
と
い
う
視
点
か
ら
バ
ル
ト
神
学
を
い
か
に
捉
え
直
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ

て
く
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

「
苦
難
」
の
問
題

モ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
の
背
後
に
は
、
彼
自
身
の
戦
後
の
牢
獄
で
の
神
の
希
望
の
経
験
や
ド
イ
ツ
人
と
し
て
の
罪
悪
感
と
苦
難
が
大
き
な
原

動
力
と
し
て
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

韓
国
に
お
け
る
苦
難
の
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
も
広
く
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
二
〇
世
紀
に
お
け
る
日
本
と
の
関
係
に
お
け
る
韓
国

の
苦
難
、
朝
鮮
戦
争
、
更
に
は
古
く
か
ら
の
近
隣
諸
国
と
の
関
係
に
お
け
る
苦
難
。
韓
国
教
会
が
モ
ル
ト
マ
ン
を
深
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
背

景
に
は
こ
の
よ
う
な
苦
難
の
経
験
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
困
難
な
中
で
苦
難
を
正
面
か
ら
信
仰
を
持
っ
て
受
け
止

め
て
い
っ
た
韓
国
の
教
会
か
ら
日
本
の
教
会
は
多
く
学
ぶ
も
の
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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日
本
で
は
北
森
嘉
蔵
が
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
を
戦
後
間
も
な
い
一
九
四
六
年
に
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
神
の
痛
み
と
い
う
問
題
を
中
心

的
に
扱
っ
た
と
い
う
点
で
大
変
に
重
要
で
あ
り
、
世
界
の
神
学
的
潮
流
に
お
け
る
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
ま
た
北
森
の
神
学
は
日

本
の
文
化
を
神
学
に
反
映
さ
せ
た
意
図
的
に
「
日
本
的
」
な
神
学
で
す
。
し
か
し
古
屋
安
雄
教
授
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
北
森
の

「
痛
み
」
に
は
日
本
人
と
し
て
の
痛
み
は
あ
る
の
で
す
が
、
日
本
が
苦
難
を
与
え
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
々
の
苦
難
と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
自
国
の
文
化
を
中
心
に
置
い
て
肯
定
的
に
扱
お
う
と
す
る
と
き
、
大
き
な
盲
点
を
持
つ
こ
と
に
な

る
と
い
う
例
だ
と
思
い
ま
す
。

聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
で
は
、
こ
の
よ
う
な
神
学
を
日
本
化
し
て
い
く
「
日
本
的
」
神
学
で
は
な
く
、
日
本
の
問
題
を
神
学
的
に
扱
う

「
日
本
の
神
学
（theology of Japan
）」
と
い
う
方
向
で
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
的
に
扱
い
、

そ
れ
を
越
え
た
あ
る
べ
き
文
化
の
形
成
を
考
察
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
北
森
の
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
は
、「
痛
み
」
へ
の
集
中
が
強
く
、「
復
活
の
力
」
ま
た
「
神
の
国
」
と
い
う
要
素
が
弱
い
と
い
う

弱
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
神
の
国
、
希
望
と
い
っ
た
テ
ー
マ
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
神
の
国
」
と
「
希
望
」
の
神
学

モ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
は
、『
希
望
の
神
学
』
に
明
確
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
バ
ル
ト
神
学
を
越
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
課
題

と
し
て
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
初
期
モ
ル
ト
マ
ン
の
最
も
大
き
な
貢
献
は
未
来
的
終
末
論
（future eschatology

）
の
回
復
と
言
っ
て
よ
い

で
し
ょ
う
。
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
や
ブ
ル
ト
マ
ン
が
歴
史
的
終
末
論
を
否
定
し
た
一
方
で
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
一
九
六
〇
年
代
に
、
将
来
起
こ
る

出
来
事
と
し
て
の
終
末
論
を
主
張
し
ま
し
た
。
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
イ
エ
ス
の
復
活
を
将
来
起
こ
る
出
来
事
の
先
取
り
と
し
て
見
、
万
物
の
新
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し
い
創
造
に
「
究
極
的
な
希
望
」
を
見
ま
す
。
そ
し
て
聖
書
的
信
仰
を
も
っ
て
、
来
る
べ
き
「
神
の
国
」
に
沿
う
よ
う
な
か
た
ち
で
社
会
に

関
わ
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。

更
に
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
完
全
な
死
と
し
て
の
十
字
架
と
復
活
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
の
世
に
あ
っ
て
、
新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
生

き
、
社
会
に
関
わ
っ
て
い
く
教
会
と
は
ど
の
よ
う
な
共
同
体
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
大
変
に
重
要
な
問
い
で
す
）
1
（

。

こ
の
問
い
は
先
述
し
た
「
日
本
の
神
学
（theology of Japan

）」
の
関
心
と
重
な
り
ま
す
。
教
会
は
神
の
国
の
先
取
り
と
し
て
の
性
質
を

生
き
つ
つ
社
会
に
規
範
を
示
し
、
異
な
っ
た
あ
り
方
を
示
し
て
い
く
の
か
。
教
会
と
し
て
い
か
に
政
治
の
問
題
に
関
わ
る
の
か
。
新
約
聖
書

の
「
善
を
も
っ
て
悪
に
打
ち
勝
つ
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
の
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
様
々
な
対
話
を
持
つ
必
要
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
北
東
ア
ジ
ア
に
あ
る
神
の
国
の
先
取
り
と
し
て
、
日
本
と
韓
国
の
教
会
は
大
変
に
重
要
な
役
割

が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

一
九
六
〇
年
に
H
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ー
バ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。「
一
九
、
二
〇
両
世
紀
に
、
キ
リ
ス
ト
者
は
み
ず

か
ら
を
教
会
の
成
員
と
考
え
る
よ
り
は
第
一
に
、
国
家
的
、
文
化
的
社
会
の
成
員
で
あ
る
と
考
え
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
文
明
の
補
助
物
と

考
え
る
誘
惑
に
、
先
行
す
る
ど
の
時
代
よ
り
も
強
く
さ
ら
さ
れ
た
）
2
（

」。
し
か
し
、
二
一
世
紀
に
お
い
て
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
私
た
ち
が

注
意
深
く
ま
た
毅
然
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
北
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
強
烈
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
高
ま
り
を
現
在
経
験
し
て
い
ま
す
。
神
の
国
の
希
望
は
、
日
本
の
教
会
に
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を

生
き
る
よ
う
に
導
く
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
教
会
、
英
国
の
教
会
、
ア
メ
リ
カ
の
教
会
、
そ
し
て
韓
国
の
教
会
に
対
し
て
も
同
様
の

こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
教
会
が
、
自
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
、
越
え
出
て
、
神
の
国
の
先
取
り
と
し
て
の
新
し
い
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
を
生
き
、
社
会
に
健
全
な
文
化
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い

て
、
神
学
者
や
牧
師
が
指
導
的
な
役
割
を
果
た
す
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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注

（
1
） 

こ
こ
で
は
十
分
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
ジ
ョ
ン
・
ヨ
ー
ダ
ー
や
ス
タ
ン
リ
ー
・
ハ
ワ
ー
ワ
ス
、
ま
た
グ
レ
ン
・
ス
タ
ッ

セ
ン
ら
が
主
張
す
る
よ
う
な
平
和
を
作
り
出
す
性
質
を
持
っ
た
具
体
的
な
諸
教
会
が
最
も
重
要
な
貢
献
を
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

A
tsuyoshi Fujiw

ara, T
heology of C

ulture in a Japanese C
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