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【
第
二
回
日
韓
神
学
者
会
議
】

ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
と
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン

――
「
モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
批
判
を
め
ぐ
っ
て
」
に
対
す
る
論
評

金　
　

恩　

恵

洛　
雲
海
・
訳

ま
ず
、
私
に
こ
の
よ
う
な
貴
重
な
論
文
に
対
し
て
論
評
す
る
機
会
を
お
与
え
く
だ
さ
っ
た
聖
学
院
大
学
と
、
韓
日
神
学
者
間
の
学
問
的
対

話
を
通
し
た
貴
重
な
学
び
の
機
会
を
お
与
え
く
だ
さ
っ
た
髙
橋
義
文
教
授
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

髙
橋
義
文
博
士
は
、
ニ
ー
バ
ー
と
モ
ル
ト
マ
ン
と
の
間
に
あ
る
相
当
な
時
代
的
隔
た
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
神
学
を
比
較
し
、
彼

ら
と
の
神
学
的
対
話
を
通
し
て
そ
の
神
学
的
本
質
に
つ
い
て
省
察
し
た
。
こ
の
試
み
は
、
主
と
し
て
モ
ル
ト
マ
ン
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
、

捕
虜
と
な
っ
て
い
た
時
代
に
読
ん
だ
ニ
ー
バ
ー
の
『
人
間
の
本
性
と
運
命
』
に
つ
い
て
の
論
評
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
論
評
は
、
ニ
ー

バ
ー
と
モ
ル
ト
マ
ン
と
の
比
較
に
よ
っ
て
学
位
を
取
得
し
た
コ
ー
ネ
リ
ソ
ン
が
、
博
士
論
文
を
出
版
し
た
際
、
そ
の
本
の
序
文
を
飾
っ
た
モ

ル
ト
マ
ン
の
文
章
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
髙
橋
義
文
教
授
は
そ
の
序
文
に
お
い
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
全
般
的
に
ニ
ー
バ
ー
を
「
罪
に
対
す

る
あ
る
悲
観
主
義
的
な
態
度
」
で
一
貫
し
た
神
学
者
で
あ
る
と
見
な
す
。
つ
ま
り
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
的
現
実
主

義
が
共
産
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
立
す
る
た
め
の
社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
重
視
す
る
（
コ
ン
テ
キ
ス
ト
的
な
）
一
種
の
状
況
神
学
に
過
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ぎ
な
い
こ
と
、
ま
た
彼
の
「
希
望
の
神
学
」
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
逆
説
的
神
学
」
か
ら
ブ
ロ
ッ
ホ
の
い
わ
ゆ
る
「
希
望
の
原
理
」
に
立

脚
し
た
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
に
肯
定
的
な
「
神
の
国
の
神
学
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
、
モ
ル
ト
マ
ン
は

ニ
ー
バ
ー
の
神
学
へ
入
り
込
み
、
そ
の
問
題
点
を
五
つ
の
項
目
に
ま
と
め
て
指
摘
す
る
。
特
に
、
第
一
と
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
罪

の
問
題
が
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
を
神
と
の
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
一
般
的
な
現
象
と
見
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二

に
、
そ
れ
は
利
己
主
義
と
自
己
の
追
求
を
制
御
す
る
た
め
の
国
家
権
力
の
要
請
と
い
う
仕
方
で
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
神
の
恵
み
と

い
う
概
念
に
対
応
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
ニ
ー
バ
ー
の
現
実
主
義
が
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
と
い

う
逆
説
に
留
ま
っ
て
し
ま
い
、
ル
タ
ー
の
神
学
で
終
わ
っ
て
お
り
、
恵
み
に
よ
る
真
の
キ
リ
ス
ト
者
の
希
望
に
つ
い
て
口
に
す
る
こ
と
が
で

き
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
第
四
に
、
罪
の
結
果
と
し
て
の
審
判
に
終
わ
る
ニ
ー
バ
ー
の
悲
観
論
と
は
異
な
り
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
は

終
末
論
的
な
神
の
国
を
強
調
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
五
と
し
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
罪
の
み
を
深
刻
に
受

け
入
れ
な
が
ら
も
、
神
の
善
き
創
造
の
回
復
と
未
来
の
希
望
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
お
り
、
ひ
た
す
ら
非
永
続
的
な
権
力
の
均
衡

に
よ
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
主
張
は
、
髙
橋
義
文
教
授
に
よ
れ
ば
、
ニ
ー
バ
ー
の
神

学
が
常
に
最
悪
の
場
合
を
穿
鑿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
の
希
望
を
見
逃
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
ニ
ー
バ
ー
を
現
状
維
持
的
な
現
実
主
義
者

と
見
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

モ
ル
ト
マ
ン
の
ニ
ー
バ
ー
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
的
評
価
に
対
し
て
、
論
者
で
あ
る
髙
橋
教
授
は
同
意
し
な
い
と
主
張
す
る
。
モ
ル

ト
マ
ン
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
が
二
〇
世
紀
中
盤
の
状
況
神
学
で
あ
る
だ
け
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
主
題
的
（
本
質
的
）
な
も
の
と
は
な
り
得

な
い
と
見
な
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
ニ
ー
バ
ー
の
現
実
主
義
が
聖
書
に
で
は
な
く
、
非
聖
書
的
な
政
治
的
悲

観
主
義
に
基
づ
く
も
の
だ
か
ら
だ
と
主
張
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
ニ
ー
バ
ー
が
罪
と
規
定
し
て
い
る
「
利
己
主
義
お
よ
び
自
己

利
益
」
が
聖
書
的
罪
で
は
な
い
と
い
う
モ
ル
ト
マ
ン
の
主
張
に
対
し
て
、
髙
橋
教
授
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
理
解
は
自
由
と
こ
れ
に
よ
っ
て
起

き
る
不
安
が
罪
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の
位
置
に
代
え
て
、
そ
こ
に
自
ら
を
置
こ
う
と
す
る
傲
慢
と
し
て
の
普
遍
的
原
罪
と
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い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
髙
橋
教
授
は
こ
れ
を
も
う
一
歩
進
め
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪

概
念
は
、
罪
の
多
様
性
を
指
し
示
す
「
罪
の
地
形
学
（topography

）」
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
現
代
的
な
意
味
を
付
け
加
え
る
魅
力
的
な
罪

理
解
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
理
解
は
、
神
学
的
か
つ
啓
示
的
な
理
解
に
基
礎
を
置
い
た
現
代
的
な
現
実
理

解
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
理
解
は
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
と
い
う
ル
タ
ー
の
逆
説
的
存
在
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
モ
ル
ト
マ

ン
の
主
張
に
対
し
て
は
、
髙
橋
教
授
は
、
ニ
ー
バ
ー
が
原
罪
に
関
す
る
説
明
の
末
尾
に
人
間
の
「
原
義
」（justitia originalis

）
に
つ
い
て

の
論
議
を
別
に
用
意
し
、
人
間
の
義
な
る
創
造
的
可
能
性
に
対
し
て
言
及
し
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
の
像
と
も
似

た
事
柄
と
し
て
、
真
の
自
己
超
越
と
い
う
自
由
を
享
受
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
共
に
、
歴
史
の
限

界
を
勘
案
し
た
「
決
定
さ
れ
て
い
な
い
諸
可
能
性
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
髙
橋
教
授
は
ニ
ー
バ
ー
か
ら
未
来
の
神
の
国
に

対
す
る
可
能
性
を
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
最
後
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
神
の
審
判
の
み
を
強
調
す
る
と
い
う
モ
ル
ト
マ
ン
の
主
張

に
対
し
て
、
髙
橋
教
授
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
審
判
の
強
調
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
い
う
否
定
媒
介
を
経
由
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

弁
護
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ニ
ー
バ
ー
に
対
す
る
モ
ル
ト
マ
ン
の
批
判
に
つ
い
て
、
髙
橋
教
授
は
三
つ
の
点
を
も
っ
て
要
約
す
る
。
第
一
に
、
ニ
ー

バ
ー
の
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
的
主
題
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
主

題
的
神
学
で
は
な
く
、
状
況
神
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
は
一
方
的
か
つ
悲
観
的
な
だ
け
で
、
そ
こ
に
は
希
望

が
な
い
と
い
う
こ
と
の
三
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
一
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
教
授
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
の
出
発
は
啓
示
で
あ

り
、
こ
れ
を
通
し
て
共
産
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
見
な
す
。
第
二
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
に
関
す
る
議
論

は
あ
ま
り
に
過
剰
だ
と
い
う
モ
ル
ト
マ
ン
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
教
授
は
、
罪
理
解
に
お
い
て
モ
ル
ト
マ
ン
と
ニ
ー
バ
ー
の
罪
の
性
格

に
対
す
る
理
解
に
相
違
が
あ
る
と
見
な
す
。
髙
橋
教
授
は
、
ニ
ー
バ
ー
の
罪
理
解
が
伝
統
的
神
学
の
贖
罪
論
の
観
点
か
ら
成
り
立
っ
て
お
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り
、
そ
れ
が
ル
タ
ー
の
十
字
架
の
神
学
を
歴
史
的
現
実
へ
と
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
歴
史
的
に
は
和
解
に
ま
で
開
か
れ
た
神

学
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
に
お
い
て
は
む
し
ろ
十
字
架
の
主
題
が
罪
よ
り
は
苦
難
の
方
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
「
十

字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
」
は
贖
罪
に
で
は
な
く
、
御
子
に
お
け
る
神
の
死
を
も
っ
て
人
間
を
苦
難
か
ら
解
放
す
る
神
で
あ
る
と
す
る

こ
と
に
よ
り
、
伝
統
的
贖
罪
論
を
放
棄
し
て
社
会
批
判
を
志
向
す
る
こ
と
で
終
え
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
髙
橋
教
授
は
モ
ル

ト
マ
ン
の
『
希
望
の
神
学
』
が
出
版
さ
れ
た
際
に
出
さ
れ
た
大
木
英
夫
教
授
の
論
評
を
引
用
し
、
希
望
と
い
う
宗
教
性
が
キ
リ
ス
ト
教
の
発

展
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
主
張
と
、
ま
た
ひ
た
す
ら
審
判
を
超
え
た
「
愛
の
宗
教
」
を
提
示
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ー
バ
ー
の

「
否
定
媒
介
」
的
視
点
が
、
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
と
の
主
張
を
も
っ
て
結
ん
で
い
る
。

私
は
、
本
論
文
を
通
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
二
人
の
学
者
の
神
学
的
立
場
に
対
す
る
髙
橋
教
授
の
緻
密
な
論
争
と
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
り
根

本
的
真
理
を
尋
ね
求
め
よ
う
と
す
る
学
問
的
努
力
に
尊
敬
を
表
し
、
今
後
の
よ
り
進
展
し
た
研
究
と
討
論
の
た
め
に
い
く
つ
か
の
考
え
を
分

か
ち
合
い
た
い
と
思
う
。

第
一
に
、
髙
橋
教
授
が
二
人
の
学
者
を
比
較
す
る
と
き
、
ニ
ー
バ
ー
に
対
す
る
そ
の
豊
か
な
理
解
に
比
べ
て
み
る
と
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
神

学
に
つ
い
て
は
、
た
だ
一
冊
の
本
に
書
か
れ
た
序
文
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
主
張
に
は
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
よ
う
に
持
続
的
な
神
学
的
省
察
に
よ
っ
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
世
界
に
対
し
て
、
責
任
的
に
応
答
し
て
い
こ
う
と
す
る
大

神
学
者
の
神
学
を
、
一
冊
の
本
の
序
文
に
言
及
さ
れ
た
内
容
を
も
っ
て
比
較
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
行
き
過
ぎ
た
縮
小
化
の
危
険
が
あ
る

と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
私
は
ニ
ー
バ
ー
の
罪
に
対
す
る
理
解
が
非
聖
書
的
で
あ
る
と
い
う
点
と
、
ニ
ー
バ
ー
の
人
間
理
解
が
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪

人
」
と
い
う
ル
タ
ー
の
逆
説
的
存
在
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
、
そ
し
て
、
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
は
一
方
的
に
悲
観
的
な
だ
け
で
、
そ
こ

に
は
希
望
が
な
い
と
い
う
モ
ル
ト
マ
ン
の
批
判
に
対
す
る
髙
橋
教
授
の
考
え
に
は
基
本
的
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
の
罪
理
解

に
基
づ
い
た
人
間
理
解
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
簡
単
な
言
及
よ
り
躍
動
的
で
あ
る
。
ニ
ー
バ
ー
が
使
っ
た
「
不
可
能
の
可
能
性
」（Im

possible 
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Possibility

）
と
は
、
彼
の
著
書
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
』
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
神
学
思
想
に
お
け
る
よ
う
に
、
人
間
の
罪
の

み
な
ら
ず
社
会
的
罪
に
対
し
て
深
く
熟
考
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
し
、
人
間
と
社
会
の
不
可
能
性
の
み
を
論
じ
た
悲
観
論
者
と
し
て
の
み

と
ど
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
ま
た
愛
の
超
越
的
理
想
に
対
す
る
可
能
性
の
み
に
信
頼
し
て
人
間
と
社
会
に
対
す
る
楽
観
論
を
語
る

と
い
う
こ
と
で
は
、
な
お
一
層
な
い
。
ニ
ー
バ
ー
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
現
実
主
義
的
歴
史
理
解
の
行
き
過
ぎ
た
悲
観
論
を
批
判
し
な
が

ら
も
、
同
時
に
あ
ま
り
に
行
き
過
ぎ
た
仕
方
で
人
間
の
罪
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
罪
の
現
実
の
力
を
過
度
に
許
容
す
る
こ
と
に
な

る
罪
の
運
命
論
的
誤
謬
、
あ
る
い
は
「
現
存
す
る
不
義
に
対
す
る
間
接
的
承
認
」
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
罪
の
運
命
論
的
誤

謬
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
特
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
自
ら
の
社
会
倫
理
的
観
点
か
ら
愛
と
共
に
正
義
を
強
調
し
た
し
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
の
預
言
者
的
伝
統
を
大
切
に
考
え
、
神
無
き
人
間
の
状
況
に
対
す
る
悲
観
的
立
場
と
、
神
の
恩
寵
と
愛
を
通
し
て
社
会
正
義
を
行
う
た
め

の
無
限
の
可
能
性
を
提
示
し
て
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
髙
橋
教
授
が
ニ
ー
バ
ー
の
罪
と
人
間
理
解
を
過
度
に
贖
罪
論
的
な
観
点
か
ら
理
解

す
る
な
ら
、
そ
れ
も
や
は
り
ニ
ー
バ
ー
の
神
学
を
縮
小
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ニ
ー

バ
ー
の
神
学
は
モ
ル
ト
マ
ン
の
希
望
の
神
学
と
充
分
に
話
し
合
え
る
空
間
が
多
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
に
対
立
的
な
構
図

を
両
者
の
間
に
展
開
す
る
必
要
な
ど
な
い
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
後
期
ニ
ー
バ
ー
の
諸
著
作
と
彼
に
つ
い
て
の
ニ
ー
バ
ー
研
究
者
た
ち
に

よ
る
批
判
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
彼
の
冷
戦
観
や
権
力
の
均
衡
に
対
す
る
理
解
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
お
り
、
ニ
ー
バ
ー
の
キ

リ
ス
ト
教
現
実
主
義
は
「
現
実
主
義
的
」
な
性
格
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
彼
が
生
涯
を
通
し
て
批
判
し
た
ア
メ
リ
カ
の
道
徳
的

理
想
主
義
と
も
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
く
な
り
、
彼
の
逆
説
的
ビ
ジ
ョ
ン
の
方
向
を
喪
失
し
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー

バ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
現
実
主
義
は
、
変
革
の
勇
気
で
は
な
く
、
変
革
の
必
要
性
を
提
起
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
た
と
批
判
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
自
ら
の
『
希
望
の
神
学
』
を
越
え
る
よ
う
に
し
て
最
近
刊
行
し
た
『
希
望
の
倫
理
』

（
二
〇
一
〇
）
が
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い
。

最
後
に
、
髙
橋
教
授
は
次
の
よ
う
な
主
張
を
も
っ
て
そ
の
発
題
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
に
お
い
て
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は
、
十
字
架
の
主
題
は
罪
と
い
う
よ
り
も
苦
難
の
方
に
あ
り
、「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
」
は
贖
罪
す
る
神
と
い
う
よ
り
は
御
子

に
お
け
る
神
の
死
を
も
っ
て
人
間
を
苦
難
か
ら
解
放
す
る
神
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
伝
統
的
贖
罪
論
を
放
棄
し
て
社
会
批
判
を

志
向
す
る
こ
と
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
終
わ
り
に
お
い
て
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
「
希
望
の
神
学
」
が
世
に
出
さ
れ
た
と
き

の
大
木
英
夫
教
授
の
論
評
を
引
用
し
、〈
希
望
と
い
う
宗
教
〉
性
は
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
審
判

を
超
え
た
〈
愛
の
宗
教
〉
を
提
示
し
た
ニ
ー
バ
ー
の
「
否
定
媒
介
」
と
い
う
観
点
の
方
が
、
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
で

あ
る
。

私
に
と
っ
て
は
、
特
に
こ
う
し
た
「
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
的
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
、
時
に
は
き
わ
め
て
排
他
的
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
が
、
自
ら
の
考
え
と
は
異
な
る
神
学
的
な
観
点
に
対
し
て
は
暴
力
へ
と
変
化
す
る
可
能
性
も
あ

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ポ
ス
ト
帝
国
主
義
（postim

perialism

）、
ポ
ス
ト
植
民
地
主
義
（postcolonialism

）、
ポ
ス
ト
西
欧
中
心
主
義

（post-W
est-centris

）
1
（m

）
を
生
き
て
行
く
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
時
代
に
お
い
て
は
、
今
や
こ
と
さ
ら
注
意
を
傾
け
る
べ
き
神
学
的
観
点
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。〈
否
定
媒
介
〉
を
通
し
た
〈
愛
の
宗
教
〉
が
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
犠
牲
者
た
ち
の
公

義
を
語
っ
て
き
た
こ
と
か
、
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
罪
人
（
加
害
者
）
の
義
認
の
方
だ
け
を
強
調
し
、
無
気
力
な
罪
人
の
名
前
を
も
っ
て
不
正

義
な
る
歴
史
に
対
し
て
沈
黙
し
、
救
済
論
の
み
な
ら
ず
創
造
論
に
つ
い
て
の
真
摯
な
熟
考
を
通
し
た
人
間
の
責
任
に
つ
い
て
も
沈
黙
す
る
し

か
な
か
っ
た
こ
と
か
、
と
い
う
こ
と
を
思
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
よ
り
深
刻
な
生
態
系
の
危
機
、
核
兵
器
、
両
極
化
な
ど
の
世
界
的

現
実
を
見
つ
め
る
と
き
、
私
に
は
、
む
し
ろ
罪
人
と
し
て
の
人
間
に
対
す
る
救
贖
論
的
な
神
の
愛
を
否
定
し
な
い
で
、
神
は
そ
の
御
言
葉
と

し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
自
ら
を
啓
示
さ
れ
た
が
故
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
既
に
実
現
さ
れ
た
神
の
国
の
希
望
を

語
る
モ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
の
方
が
、
今
は
よ
り
必
要
な
状
況
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
の
キ
リ
ス
ト
論
的
終
末
論
と
比

べ
れ
ば
、
終
末
論
的
キ
リ
ス
ト
論
を
提
示
し
た
モ
ル
ト
マ
ン
の
こ
う
し
た
観
点
は
、
キ
リ
ス
ト
の
到
来
に
あ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
救
い
の
完

成
が
成
就
し
、
キ
リ
ス
ト
と
共
に
終
末
論
的
未
来
が
既
に
始
ま
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
終
末
論
的
未
来
は
未
来
を
放
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棄
す
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
未
来
は
現
在
を
現
存
す
る
未
来
と
し
て
作
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ル
ト
マ

ン
は
『
希
望
の
倫
理
』
に
お
い
て
、
神
の
国
の
倫
理
は
イ
エ
ス
の
後
に
従
う
倫
理
で
あ
り
、
イ
エ
ス
の
後
に
従
う
倫
理
は
彼
の
未
来
を
早

め
、
こ
れ
を
先
取
り
す
る
倫
理
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
の
光
の
中
に
あ
っ
て
、
全
て
万
物
の

新
し
い
創
造
を
早
め
、
こ
れ
を
先
取
り
し
よ
う
と
す
る
モ
ル
ト
マ
ン
の
「
希
望
の
神
学
」
こ
そ
は
、
ニ
ー
バ
ー
と
の
対
話
を
通
し
て
見
た
論

文
の
「
序
文
」
で
言
及
さ
れ
た
よ
う
に
、
髙
橋
教
授
が
探
求
し
よ
う
と
す
る
「
現
代
的
妥
当
性
」
に
つ
い
て
の
一
つ
の
立
場
と
な
り
得
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

ポ
ス
ト
帝
国
主
義
と
ポ
ス
ト
植
民
地
主
義
は
学
問
的
領
域
で
通
用
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
ポ
ス
ト
西
欧
中
心
主
義
は
西
欧
中
心
主
義
の
解
体
と

脱
西
欧
主
義
的
観
点
を
考
慮
し
た
も
の
と
し
て
、
先
に
列
挙
し
た
言
葉
と
の
配
列
の
た
め
に
私
自
身
が
用
い
た
概
念
で
あ
る
。




