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【
第
八
回
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
】

片
柳
榮
一
教
授
の
論
文

　
「
人
間
的
自
由
の
現
代
的
問
題
」
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

白　
　

忠　

鉉

ナ
グ
ネ
（
洛
雲
海
）
訳

今
回
、
第
八
回
韓
日
神
学
者
学
術
会
議
を
主
催
し
、
私
た
ち
を
お
招
き
く
だ
さ
っ
た
上
、
歓
待
し
て
く
だ
さ
っ
た
聖
学
院
大
学
の
皆
様
に

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
第
一
回
か
ら
第
八
回
ま
で
本
学
術
会
議
が
進
め
ら
れ
る
中
、
韓
国
と
日
本
と
の
間
に
、
ま
た
長
老
会
神
学
大

学
校
と
聖
学
院
大
学
と
の
間
に
、
学
問
的
、
信
仰
的
、
神
学
的
な
交
流
な
ら
び
に
交
際
が
拡
大
深
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
思
い
、
神
に
栄
光

を
帰
し
た
く
存
じ
ま
す
。
何
よ
り
も
、
今
回
の
学
術
的
対
話
は
「
キ
リ
ス
ト
教
人
間
論
」
と
い
う
主
題
の
も
と
、
両
国
の
卓
越
し
た
学
者
た

ち
に
よ
る
発
表
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
学
問
的
に
も
意
味
深
い
饗
宴
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
特
に
、
片
柳
榮
一
教
授
の
す
ば

ら
し
い
論
文
「
人
間
的
自
由
の
現
代
的
問
題
」
を
読
み
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
へ
の
参
与
が
許
さ
れ
た
こ
と
は
、
私
個
人
に
と
っ
て
も
非
常
に
大

き
な
喜
び
で
す
。
片
柳
榮
一
教
授
は
宗
教
哲
学
者
と
し
て
古
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
中
心
と
し
た
研
究
を
活
発
に
し
て
こ
ら
れ
た
方
で
あ
る

た
め
、
こ
の
「
キ
リ
ス
ト
教
人
間
論
」
と
い
う
主
題
を
核
心
的
に
、
洞
察
力
あ
る
す
ば
ら
し
い
仕
方
で
提
示
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論

文
か
ら
人
間
論
に
関
す
る
多
く
の
深
い
諸
洞
察
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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本
論
文
は
、
文
学
と
哲
学
と
神
学
に
関
す
る
多
様
な
知
識
な
ら
び
に
深
い
省
察
を
基
に
、
人
間
論
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
自
由
の
観
点
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
チ
ェ
コ
の
文
学
者
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
（Franz K

afka, 1883

―1924

）
の
『
掟
の
前
』、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
精
神
病
理
学
者
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
（V

iktor E
. Frankl, 1905

―1997

）
の
『
夜
と
霧
』
な
ら
び
に
『〈
生
き
る
意

味
〉
を
求
め
て
』、
ロ
シ
ア
の
文
豪
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
（Fyodor D

ostoevsky, 1821

―1881

）
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄

弟
』、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant, 1724

―1804

）
の
『
判
断
力
批
判
』、
ド
イ
ツ
の
神
学
者
デ
ィ
ー
ト
リ

ヒ
・
ボ
ン
ヘ
フ
ァ
ー
（D

ietrich B
onhöffer, 1906

―1945

）
の
『
抵
抗
と
信
従
』、
そ
し
て
ヒ
ッ
ポ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（A

ugustine 

of H
ippo, 354

―430

）
の
『
三
位
一
体
論
』
な
ど
を
多
様
な
仕
方
で
扱
う
こ
と
を
も
っ
て
、
人
間
の
自
由
に
関
す
る
論
議
を
豊
か
な
、
し
か

も
深
く
踏
み
込
ん
だ
仕
方
で
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
議
を
通
し
て
、
本
論
文
で
は
人
間
が
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
的
転
回
を
通
し
て
生
の
意
味
を
発
見
す
る
こ
と
が
真
の
人
間
的
自
由
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
そ
の
上
、
こ
う
し
た
真
の
人
間
的
自
由
と

い
う
も
の
は
人
間
自
身
の
深
き
内
奥
に
お
い
て
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
を
周
到
綿
密
に
展
開
し
た

上
、
提
示
さ
れ
た
片
柳
榮
一
教
授
に
深
い
感
謝
と
敬
意
を
表
す
る
。

よ
り
具
体
的
に
探
っ
て
み
る
な
ら
、
本
論
文
の
序
で
、
片
柳
教
授
は
カ
フ
カ
の
『
掟
の
前
』
に
現
れ
る
門
番
が
掟
の
中
に
入
れ
て
く
れ
る

よ
う
に
と
願
う
田
舎
出
の
男
に
語
っ
た
言
葉
、
す
な
わ
ち
「
誰
も
他
に
こ
こ
で
許
可
を
貰
う
者
は
い
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
入
り
口
は
、
唯

お
前
だ
け
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
か
ら
」
と
語
っ
た
言
葉
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、
想
像
を
刺
激
し
て
論

議
を
触
発
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
本
論
文
の
Ⅰ
章
で
は
門
番
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
解
明
す
る
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
フ
ラ
ン
ク
ル
の
文
章

か
ら
探
し
出
し
、
そ
れ
を
転
換
、
つ
ま
り
「
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
規
定
す
る
。
本
論
文
に
よ
れ
ば
、
転
換
と

は
人
間
が
生
に
つ
い
て
何
が
期
待
で
き
る
か
と
問
う
こ
と
で
は
な
く
、
生
の
方
が
人
間
に
何
が
期
待
で
き
る
か
を
問
う
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
ま
た
、
転
換
と
は
生
に
お
い
て
人
間
が
自
ら
問
う
側
と
し
て
で
は
な
く
、
問
わ
れ
る
者
と
し
て
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
個
人
的
な
体
験
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
本
論
文
で
は
、
た
と
え
死
の
収
容
所
の
よ
う
な
絶
望
的
状
況
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に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
生
の
状
況
に
つ
い
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
す
る
な
ら
ば
、
人
は
自
分
が
世
界
で

唯
一
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
悟
る
こ
と
と
な
り
、
自
己
の
生
を
生
き
て
い
く
た
め
の
勇
気
を
得
て
、
人
間
的
自
由
を
享
受

す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
主
張
さ
れ
る
。

本
論
文
の
Ⅱ
章
の
冒
頭
で
、
片
柳
教
授
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
に
出
て
く
る
無
神
論
者
イ
ワ
ン
の
思
想

（
神
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
為
し
得
る
自
由
が
あ
る
と
い
う
思
想
）
に
対
す
る
ド
ミ
ト
リ
イ
・
フ
ョ
ー
ド
ロ
ヴ
ィ
ッ

チ
の
問
い
、
す
な
わ
ち
「『
あ
ら
ゆ
る
無
神
論
者
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
悪
業
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
必
要
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
最
も
賢
明
な
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
る
！
』
と
こ
う
い
う
わ
け
で
す
ね
？
」
と
い
う
問
い
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
再
び
わ
れ
わ
れ

の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、
想
像
を
刺
激
し
て
論
議
を
触
発
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
本
論
文
で
は
カ
ン
ト
の
文
章
と
ボ
ン
ヘ
フ
ァ
ー
の
文
章
か
ら

そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
見
つ
け
出
し
、
そ
れ
が
提
示
さ
れ
る
。
本
論
文
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
、
人
間
が
神
の
存
在
の
可
否
や
神
の
報

償
懲
罰
の
可
否
に
よ
っ
て
義
務
を
遂
行
し
た
り
、
悪
行
を
し
た
り
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
自
身
が
卑
怯
か
つ
卑
屈
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
ボ
ン
へ
フ
ァ
ー
は
人
間
が
「
神
な
し
に
」
生
を
生
き
て
い
く
こ
と
が
人
間
の
成
人
し

た
こ
と
を
示
す
も
の
と
主
張
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
「
神
」
と
は
、
ボ
ン
へ
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
誤
っ
た
神
観
念
、
つ
ま
り
人
間
が

窮
境
か
ら
抜
け
出
せ
る
よ
う
助
け
る
機
械
仕
掛
け
の
神
観
念
と
し
て
の
神
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
本
論
文
で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

陳
述
、
す
な
わ
ち
「
神
を
、
こ
の
世
、
あ
る
い
は
こ
の
世
の
諸
々
の
部
分
を
支
配
す
る
そ
の
権
力
を
通
し
て
求
め
る
者
た
ち
は
、
…
…
神
か

ら
遠
ざ
け
ら
れ
、
離
れ
た
と
こ
ろ
へ
放
り
出
さ
れ
る
」
と
い
う
陳
述
を
引
用
し
つ
つ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
共
に
人
間
の
深
い
内
奥
に
、

「
こ
の
内
奥
よ
り
さ
ら
に
内
奥
に
、
宇
宙
、
世
界
の
創
り
主
な
る
神
が
在
す
」
と
喝
破
す
る
。
そ
の
後
、
論
文
の
結
論
と
し
て
、
片
柳
榮
一

教
授
は
「
こ
の
場
所
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
の
場
所
と
し
て
、
我
々
に
示
し
て
く
れ
た
場
所
に
深
く
連
な
っ
て
い
る
」

と
主
張
す
る
。
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こ
こ
で
、
評
者
は
本
論
文
の
論
旨
と
展
開
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
問
い
を
提
起
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
本
論
文
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を

よ
り
明
確
な
も
の
と
し
て
み
た
い
。

第
一
に
、
本
論
文
は
、
一
方
で
「
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
を
通
し
て
真
の
人
間
的
自
由
を
発
見
す
る
こ
と
と
、

他
方
で
誤
っ
た
観
念
と
し
て
の
神
で
は
な
く
人
間
の
深
い
内
奥
に
あ
る
マ
コ
ト
の
神
と
共
に
生
き
る
こ
と
と
を
結
び
つ
け
る
。
こ
の
よ
う
に

両
者
を
結
び
つ
け
る
こ
と
自
体
は
良
い
試
み
で
あ
ろ
う
が
、
人
間
的
自
由
と
神
の
存
在
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
果
た
し
て
説
得
力

あ
る
仕
方
で
論
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
論
議
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
無
神
論
と
い
う
前
提
の
上
で
人
間
的
自
由
を
主
張
す
る
人
々
が
依
然
多
く
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
米
国
イ
ェ
ー
ル
大
学

で
哲
学
を
教
え
る
シ
ェ
リ
ー
・
ケ
ー
ガ
ン
（Shelly K
agan

）
教
授
は
『
死
と
は
何
か
？
（D

eath

）』
と
い
う
著
作
に
お
い
て
人
間
の
自
由

（
意
志
）
を
認
め
は
す
る
も
の
の
、
そ
こ
で
の
議
論
は
有
神
論
的
前
提
を
有
す
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
そ
こ
で
、
ケ
ー
ガ
ン
教
授
は
、
人

間
の
死
は
個
人
の
消
滅
で
あ
り
、
霊
魂
も
な
く
、
永
遠
の
生
命
も
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
主
張
し
つ
つ
も
、
ケ
ー
ガ
ン
教
授

は
、
人
間
は
た
だ
一
度
だ
け
自
己
に
与
え
ら
れ
る
生
に
感
謝
し
、
そ
の
与
え
ら
れ
た
生
を
慎
重
に
生
き
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
と
、
彼
な
り
に
説
得
力
あ
る
仕
方
で
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
、
人
間
の
自
由
と
神
の
存
在
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
こ
と

は
、
キ
リ
ス
ト
教
人
間
論
を
扱
う
者
で
あ
れ
ば
、
必
ず
や
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
や
っ
か
い
な
難
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ど
う
す
れ
ば
説
得
力
あ
る
仕
方
で
両
者
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
論
文
に
お
い
て

も
よ
り
多
く
の
論
議
が
な
さ
れ
れ
ば
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
本
論
文
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
人
間
的
自
由
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
自
由
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
問
い

を
提
起
し
て
み
よ
う
。
カ
フ
カ
の
文
章
と
フ
ラ
ン
ク
ル
の
文
章
に
基
づ
い
た
本
論
文
は
、
主
と
し
て
一
人
の
人
間
の
個
人
的
か
つ
実
存
的
な

次
元
に
お
け
る
自
由
を
指
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
死
の
収
容
所
と
い
っ
た
絶
望
的
状
況
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
通

し
て
生
の
意
味
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
果
た
し
て
人
間
的
自
由
の
全
き
実
在
を
真
に
表
し
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
問
う
て
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み
よ
う
。
特
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
「
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
（logotherapy

）」、
す
な
わ
ち
「
意
味
中
心
療
法
」
を
通
し
て
意
味
を
発
見
す
る
と

い
う
こ
と
が
、
真
に
人
間
的
自
由
の
実
在
を
十
分
表
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
問
う
て
み
た
い
。
人
間
の
個
人
的
・
実
存
的
・
内
面
的

な
自
由
の
他
に
も
、
人
間
的
自
由
に
関
し
て
は
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ
た
諸
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
あ
る
い
は
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
人
間
的
自
由
の
総
体
的
実
在
を
表
そ
う
と
す
る
な
ら
、
構
造
的
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
に
並
行
さ
せ
る
必

要
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
人
間
が
社
会
の
悪
な
る
体
制
や
制
度
や
構
造
の
中
で
、
た
だ
意
味
を
発
見
す
る
こ
と
を
も
っ
て
で
は
な
く
、

諸
悪
を
い
か
に
改
革
・
変
革
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
扱
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー

（R
einhold N

iebuhr

）
が
一
九
三
二
年
に
出
版
し
た
『
道
徳
的
人
間
と
非
道
徳
的
社
会
（M

oral M
an and Im

m
oral Society: A

 Study in 

E
thics and Politics

）』
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
社
会
の
諸
構
造
に
関
し
て
も
そ
れ
を
扱
っ
て
こ
そ
、
人
間
の
自
由
の
全
き
実

在
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
場
合
、
た
と
え
死
の
収
容
所
に
お
け
る
よ
う
な
絶
望
的
状
況
の
中
で
あ
っ
て
も
、
彼
は
そ
こ
で
の
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
的
転
回
を
通
し
て
生
の
意
味
を
発
見
し
、
受
け
た
傷
か
ら
癒
や
さ
れ
、
人
間
的
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
な
ら
、
死
の
収

容
所
に
お
い
て
死
ん
で
い
っ
た
数
多
く
の
人
々
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
戦
争

や
独
裁
、
抑
圧
そ
し
て
差
別
な
ど
、
諸
悪
に
基
づ
く
構
造
の
中
で
何
の
力
も
な
く
死
ん
で
い
っ
た
数
多
く
の
無
名
の
人
々
に
つ
い
て
、
わ
れ

わ
れ
は
い
か
な
る
言
葉
を
発
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
死
に
赴
き
つ
つ
あ
る
中
で
な
お
生
の
意
味
を
発
見
し
、
人
間
的
自
由
を
享
受
し

つ
つ
死
ん
で
い
っ
た
の
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
力
な
く
苦
し
み
を
受
け
る
中
で
自
ら
転
換
な
ど
な
し
得
な
か
っ
た
大
部
分
の
人
々

に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
悪
構
造
の
中
で
致
し
方
な
く
悪
行
を
犯
し
つ
つ
も

自
ら
生
の
意
味
を
発
見
し
、
し
か
も
依
然
と
し
て
悪
構
造
の
中
で
悪
行
を
犯
し
続
け
て
い
る
よ
う
な
人
々
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
語

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

第
四
に
、
カ
フ
カ
に
関
す
る
一
つ
の
話
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
カ
フ
カ
自
身
は
文
学
を
通
し
て
実
存
的
に
意
味
あ
る
生
や
自
由
を
追
求
し
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た
か
の
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
本
人
自
身
は
恐
ろ
し
く
厳
し
い
父
親
か
ら
迫
り
く
る
と
て
つ
も
な
い
恐
怖
と
困
難
と
を
克
服
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
父
親
に
も
の
言
う
意
欲
も
出
ず
、
父
親
に
送
る
手
紙
（
す
な
わ
ち
『
父
へ
の
手
紙
﹇B

rief den 

Vater, 1919
﹈』）
を
書
き
は
し
た
も
の
の
、
最
後
ま
で
そ
れ
を
父
親
に
送
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
死
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
、

一
個
人
と
し
て
、
人
間
自
身
の
実
存
的
意
味
を
発
見
し
よ
う
と
そ
れ
を
追
求
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
人
間
関
係
に
お
け
る
真
の

人
間
的
自
由
に
ま
で
進
み
い
く
よ
う
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
人
間
的
自
由
の
総
体
的
実
在

と
い
う
も
の
を
十
分
に
表
す
た
め
に
、
よ
り
良
い
諸
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

第
五
に
、
人
間
的
自
由
を
神
の
存
在
と
結
び
つ
け
る
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
神
が
ど
の
よ
う
な
神
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
は
、
さ
ら
に
別
の
探
究
を
総
体
的
に
遂
行
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
神
は
、
単
に
裁
判
官
と
し
て
の
神
あ
る
い
は
為
政

者
と
し
て
の
神
で
は
な
く
、
理
性
的
宗
教
な
ら
び
に
理
性
的
倫
理
の
中
で
作
動
す
る
神
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
神
が
聖
書
の
神
と

同
一
の
方
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
ボ
ン
へ
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
の
神
は
、
人
間
が
窮
境
か
ら
抜
け
出
せ
る
よ
う
助
け
て
く
れ
る
全
能
の
神
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
の
神
は
弱
さ
や
苦
し
み
に
お
い
て
現
れ
る
聖
書
の
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
の
神
は
、

た
だ
人
間
の
内
奥
深
き
と
こ
ろ
に
存
す
る
神
で
は
な
く
、
三
位
一
体
な
る
お
方
と
し
て
の
神
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
キ
リ
ス
ト

教
人
間
論
を
探
求
し
つ
つ
人
間
的
自
由
と
有
神
論
と
を
結
び
つ
け
る
と
は
し
て
も
、
そ
の
神
が
ど
の
よ
う
な
神
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
明
ら
か
な
立
場
を
具
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
、
片
柳
榮
一
教
授
に
と
っ
て
、
神
は

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
お
方
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
的
自
由
の
実
在
を
よ
り
総
体
的
に
表
す
た
め
に
、
三
位
一
体
な
る
お
方
と
し
て
の
神

存
在
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
結
び
つ
け
の
作
業
は
い
っ
そ
う
説
得
力
あ
る
仕
方
で
提
示
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
か
。
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