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【
第
八
回
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
】

金
道
訓
教
授
へ
の
応
答

村
瀬　

天
出
夫 

1
．
は
じ
め
に

二
〇
一
八
年
度
の
「
日
韓
神
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
招
き
い
た
だ
い
た
こ
と
に
長
老
会
神
学
大
学
校
な
ら
び
に
聖
学
院
大
学
の
先
生
方

な
ら
び
に
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
ま
た
、
金
道
訓
先
生
の
貴
重
な
ご
講
演
に
つ
き
ま
し
て
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て

登
壇
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
に
心
よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

私
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
あ
り
ま
す
が
、
神
学
者
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
研
究
者
と
し
て
は
西
欧
科
学
史
と
い
う
分
野
に
か
か
わ
り
、
ま

た
特
に
「
科
学
と
宗
教
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
心
を
寄
せ
ま
す
一
般
信
徒
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
金
先
生
の
ご
講
演
へ
の

「
応
答
」
を
申
し
あ
げ
る
に
あ
た
っ
て
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
潮
流
に
期
待
さ
れ
る
点
、
ま
た
「
科
学
と
宗
教
と
の

対
話
」
に
お
け
る
「
科
学
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
私
見
を
ご
報
告
申
し
あ
げ
ま
す
。

ky6506村瀬天出夫bB偶.indd   76 19.3.28   9:51:28 AM



77 金道訓教授への応答

2
．「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
キ
リ
ス
ト
教
人
間
論
」

ま
ず
金
先
生
の
ご
講
演
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
内
容
を
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
心
理
学
領
域
で
あ
る
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理

学
」
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
間
に
は
「
相
通
じ
る
」
テ
ー
マ
が
存
在
す
る
こ
と
の
指
摘
か
ら
始
ま
る
序
論
（
Ⅰ
）
で
は
、
人
間
論
に
関
す
る

神
学
と
同
心
理
学
と
の
「
対
話
」
の
重
要
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
交
流
が
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
〈
肯
定
〉
神
学
運
動
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
人
間
論
を
再
考
す
る
必
要
性
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の
生
や
本
性
」
を

単
に
「
否
定
的
」
に
捉
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
総
体
的
」
に
理
解
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。

次
に
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
の
興
隆
の
経
緯
と
そ
の
中
心
概
念
の
説
明
と
検
討
が
な
さ
れ
ま
す
（
Ⅱ
）。
ま
ず
二
〇
世
紀
末
か
ら
注
目

を
集
め
て
い
る
同
心
理
学
の
特
徴
と
し
て
「
疾
病
モ
デ
ル
」
か
ら
「
健
康
モ
デ
ル
」
へ
の
転
換
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
精
神
疾
患
な

ど
の
病
理
構
造
の
理
論
的
把
握
と
そ
の
実
践
的
治
療
と
い
う
旧
来
の
心
理
学
か
ら
の
方
法
論
的
転
換
が
指
摘
さ
れ
、「
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」

「
人
間
の
豊
か
な
生
」
な
ど
新
ア
プ
ロ
ー
チ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
紹
介
と
と
も
に
、
近
年
の
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
研
究
の
興
隆
な
ら
び
に

神
学
領
域
へ
の
受
容
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
お
い
て
同
心
理
学
が
「
人
間
の
豊
か
な
生
に
対
す
る
科
学
的
探
究
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
ま
す
。
同
時
に
こ
の
よ
う
な
心
理
学
に
お
け
る
新
し
い
方
向
性
と
そ
の
目
標
設
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
経
験
や
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
情
緒
だ
け
に
基
づ
く
」
も
の
で
は
な
く
、「
苦
し
み
も
幸
福
も
両
者
と
も
に
人
間
を
作
り
上
げ
る
部
分
」
で
あ
る
と
指
摘
し
つ
つ
、

同
心
理
学
が
目
指
す
「
豊
か
な
生
」
の
実
現
に
お
い
て
は
「
生
の
暗
い
面
」
に
も
注
目
す
る
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
ま
す
。

続
い
て
「
幸
福
な
生
」
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
（
Ⅲ
）、
人
間
個
人
の
肉
体
的
・
精
神
的
な
健
康
維
持
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
意
義
を

問
い
つ
つ
、
さ
ら
に
「
意
味
追
求
す
る
存
在
」
と
し
て
の
人
間
論
が
展
開
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
意
味
追
求
と
そ
の
充
足
に
お
け
る
宗

教
的
感
性
（「
霊
性
」「
聖
な
る
感
性
」）
の
重
要
性
、
な
ら
び
に
昨
今
の
心
理
学
研
究
に
お
け
る
「
霊
性
」
に
対
す
る
学
術
的
興
味
の
高
ま
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り
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
徳
目
の
重
要
性
」
が
「
科
学
的
に
立
証
」
さ
れ
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
「
霊
性
」
は
次
の
章
（
Ⅳ
）
で
も
さ
ら
な
る
検
討
が
加
え
ら
れ
ま
す
。「
修
道
院
的
霊
性
」
に
お
け
る
禁
欲
的
姿
勢
、
近

代
哲
学
に
お
け
る
個
人
主
義
的
な
「
幸
福
」
理
解
（「
私
的
感
情
」
と
し
て
の
「
幸
福
」）、
ま
た
近
代
キ
リ
ス
ト
教
人
間
論
に
お
け
る
「
幸

福
や
歓
喜
」
と
い
っ
た
情
緒
的
要
素
の
「
些
少
化
」
を
反
省
し
つ
つ
、「
楽
し
み
、
喜
び
、
幸
福
な
ど
の
徳
目
」
を
「
霊
性
」
と
い
う
観
点

か
ら
再
評
価
す
る
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
新
た
な
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
論
の
構
築
へ
と
議
論
は
進
め
ら
れ
て
い

き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
構
築
作
業
に
お
い
て
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
か
ら
得
ら
れ
る
三
つ
の
知
見
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、「
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
キ
リ
ス
ト
教
人
間
論
」
に
お
け
る
十
一
の
要
点
が
示
さ
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
新
し
い
人
間
論
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
が
そ
の
「
土
台
」
と
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
結
論
部
（
Ⅴ
）
に
お
い
て
、
そ
の
地

上
で
の
働
き
と
御
業
（
受
肉
か
ら
公
活
動
、
受
難
と
復
活
ま
で
）
を
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
再
解
釈
」
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
作
業
が

「
希
望
と
喜
び
の
象
徴
」
で
あ
る
「
復
活
の
神
学
」
の
再
建
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

3
．「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」

こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
心
理
学
的
方
法
論
に
つ
い
て
そ
の
神
学
領
域
へ
の
批
判
的
か
つ
建
設
的
な
導
入
を
提
唱
さ
れ
る
金
先
生
の
ご
講
演

へ
の
応
答
と
し
ま
し
て
、
こ
こ
か
ら
は
心
理
学
（
な
い
し
科
学
）
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
対
話
」
に
関
す
る
私
見
を
申
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま

す
。ま

ず
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
に
つ
い
て
で
す
。
こ
の
領
域
は
金
先
生
も
ご
指
摘
の
と
お
り
、
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
た
比
較
的
新
し
い
心

理
学
の
潮
流
で
す
。
過
去
二
〇
年
に
こ
の
名
称
が
ア
メ
リ
カ
国
内
で
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
同
国
の
心
理
学
者
マ
ー

テ
ィ
ン
・
セ
リ
グ
マ
ン
（M

artin Seligm
an, 1942

―
）
の
功
績
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
）
1
（

。
彼
は
一
九
九
〇
年
代
末
に
ア
メ
リ
カ
心
理
学
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会
（A

m
erican Psychological A

ssociation: A
PA

）
の
会
長
に
就
任
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
機
関
誌
等
に
お
い
て
「
幸
福
」
と
「
楽
し

み
」
と
い
っ
た
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」
な
情
緒
と
そ
の
研
究
意
義
に
関
し
て
積
極
的
に
発
言
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
同
学
会
の

学
術
誌 A

m
erican Psychologist

（
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
ロ
ジ
ス
ト
）
の
特
別
号
と
し
て
「positive psychology

（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理

学
）」
と
題
す
る
特
集
が
、
彼
と
心
理
学
者
チ
ク
セ
ン
ト
ミ
ハ
イ
（M

ihaly C
sikszentm

ihalyi, 1934

―
）
に
よ
っ
て
組
ま
れ
、
ま
た
同
年

に
は
テ
ン
プ
ル
ト
ン
財
団
支
援
に
よ
る
同
心
理
学
研
究
に
関
す
る
褒
賞
制
度
も
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
二
年
に
発
表
さ
れ
た
セ
リ
グ

マ
ン
に
よ
る
一
般
向
け
の
著
書 A

uthentic H
appiness 

は
欧
州
お
よ
び
ア
ジ
ア
圏
で
翻
訳
さ
れ
、
日
本
語
訳
も
二
〇
〇
四
年
に
出
版
さ
れ

て
い
ま
す
）
2
（

。
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
セ
リ
グ
マ
ン
と
そ
の
同
僚
を
中
心
に
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
の
参
考
書
と
な
る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
や
論

集
、
大
学
授
業
用
の
テ
キ
ス
ト
が
編
纂
さ
れ
刊
行
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
セ
リ
グ
マ
ン
の
働
き
が
刺
激
と
な
っ
て
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
と
い
う
領
域
名
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
の
心
理

学
会
な
ら
び
に
一
般
社
会
に
お
い
て
認
知
を
得
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
上
記
の A

uthentic H
appiness 

の
「
ま
え
が
き
」

に
お
い
て
、
セ
リ
グ
マ
ン
は
二
〇
〇
一
年
の
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
に
つ
い
て
言
及
し
、
テ
ロ
後
の
社
会
に
お
け
る
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理

学
の
重
要
性
を
確
信
」
し
た
旨
を
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
発
言
は
、
同
心
理
学
が
学
術
的
な
ら
び
に
社
会
的
に
普
及
し
、
受
容
さ
れ

て
い
く
背
景
と
し
て
興
味
深
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

日
本
に
お
い
て
も
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
の
名
称
は
、
心
理
学
関
係
の
文
献
な
ら
び
に
一
般
書
店
の
書
籍
に
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。
精
確
な
統
計
デ
ー
タ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
特
に
過
去
一
〇
年
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
国
内

の
学
術
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（C

iN
ii

）
に
は
二
〇
一
〇
年
以
降
、
こ
の
名
称
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
論
文
が
毎
年
二
〇
本
前
後
登
録
さ
れ
、
ま

た
同
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
最
新
の
心
理
学
の
専
門
事
典
類
に
お
い
て
も
、
こ
の
見
出
し
語
に
よ
る
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
）
3
（

。
二
〇
〇
六

年
に
は
専
門
的
論
集
『
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
』
が
刊
行
さ
れ
、
そ
こ
で
は
心
理
学
に
お
け
る
新
し
い
潮
流
な
い
し
学
術
的
運
動
（positive 

psychology m
ovem

ent

）
と
し
て
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
）
4
（

。
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二
〇
一
〇
年
代
に
入
る
と
一
般
読
者
向
け
の
導
入
書
や
自
己
啓
発
書
も
一
般
書
店
に
並
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
一
般
向
け
書

籍
の
タ
イ
ト
ル
に
は
あ
る
種
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
こ
れ
ら
の
一
般
書
の
副
題
に
は
「
持
続
的
幸
福
」「
成
功
」

「
長
生
き
」「
自
分
ら
し
さ
を
見
つ
け
る
」
と
い
っ
た
表
現
や
、「
よ
い
生
き
方
を
科
学
的
に
考
え
る
」「
幸
せ
の
サ
イ
エ
ン
ス
」「
折
れ
な
い

心
の
作
り
方
」
と
い
っ
た
慣
用
句
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
実
利
的
・
功
利
的
な
表
現
は
な
に
よ
り
出
版
市
場
に
お
け
る
出
版
社
に
よ
る

（
特
定
の
社
会
集
団
・
年
齢
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
）
販
売
戦
略
の
表
れ
と
理
解
で
き
ま
す
が
、
同
時
に
一
般
社
会
に
お
け
る
需
要
を
示

し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
ぜ
今
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
が
学
問
的
に
注
目
を
集
め
、
ま
た
一
般
社
会
に
お
い
て
も
興
味
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
の
か
。
こ
の
よ
う

な
疑
問
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
同
心
理
学
と
の
対
話
を
進
め
る
う
え
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
わ

れ
わ
れ
が
幸
福
を
求
め
る
と
い
う
の
は
普
遍
的
な
傾
向
で
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
現
在
こ
れ
ほ
ど
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
」
で
あ
る
こ
と

が
強
調
さ
れ
）
5
（

、
ま
た
そ
こ
に
「
科
学
的
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
最
終

的
な
対
話
者
で
あ
る
一
般
社
会
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
信
仰
者
を
含
む
現
代
の
一
般
市
民
と
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
状
況
に
つ
い
て
、

大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
）
6
（

。

言
い
換
え
ま
す
と
、「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
最
も
重
要
な
知
見
の
一
つ
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心

理
学
」
が
求
め
ら
れ
る
社
会
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
人
間

の
強
さ
」
に
注
目
す
る
「
科
学
的
な
心
理
学
」
が
一
般
に
魅
力
的
で
あ
り
説
得
力
を
持
ち
う
る
の
か
。
そ
の
学
問
的
な
方
法
論
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
る
社
会
的
文
脈
も
ま
た
神
学
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
世
代
や
社
会
層
、
個
人
お
よ
び
集
団
が
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
文
化
や
伝
統
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た
点

で
、
多
様
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
そ
こ
に
共
通
す
る
一
般
的
な
特
徴
も
存
在
す
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
「
幸
福
」
と
い
う
価

値
に
関
す
る
理
解
と
そ
の
内
実
、
ま
た
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
自
意
識
と
そ
の
表
現
方
法
（
例
え
ば
自
分
が
「
幸
せ
で
あ
る
」
と
率
直
に
認
め
発
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言
す
る
社
会
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
社
会
も
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
）
と
い
っ
た
点
で
の
差
異
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
代
社
会
の
「
幸
福
」

追
求
を
め
ぐ
る
多
様
性
と
一
般
性
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
の
「
霊
性
」
と
そ
の
意
義
を
問
い
直
す
と
い
う
観
点
か
ら
も
興

味
深
い
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

4
．「
科
学
的
な
根
拠
」

「
科
学
的
な
心
理
学
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
出
ま
し
た
の
で
、
次
に
「
科
学
」
と
い
う
点
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
少
し
話
が
ず
れ
ま
す
が
、
ま
ず
最
近
の
医
療
に
焦
点
を
当
て
て
み
ま
す
。

現
代
の
医
療
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
治
療
上
の
有
効
性
に
関
し
て
「
科
学
的
根
拠
」
を
求
め
る
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一

般
的
に
「evidence-based m

edicine: E
B

M
」
と
呼
ば
れ
、
日
本
語
で
は
「
根
拠
に
基
づ
い
た
医
学
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま

た
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
特
に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
概
念
で
す
。

非
常
に
大
雑
把
に
言
っ
て
、
医
療
行
為
と
そ
の
治
療
効
果
と
い
う
も
の
は
医
療
者
の
「
経
験
」（experience

）
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
病
気
に
か
か
り
、
診
断
と
治
療
の
た
め
に
適
切
な
医
師
を
探
す
と
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
当
該
の
病
状
に
関
す
る
専
門
的
な
知
見
と
治
療
に
お
け
る
実
績
、
す
な
わ
ち
そ
の
医
師
が
有
す
る
経
験
の
豊
か
さ

を
重
視
す
る
と
い
う
の
は
ご
く
日
常
的
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
医
師
の
方
も
、
そ
の
よ
う
な
経
験
が
十
分
に
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
強
調
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
E
B
M
は
、
特
定
の
医
療
者
個
人
が
有
す
る
経
験
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
客
観
的
か
つ
妥
当
性
の
あ
る
「
根
拠
」
を
重

視
し
ま
す
。
そ
の
場
合
の
「
根
拠
」
と
は
、
先
行
す
る
疫
学
的
デ
ー
タ
、
す
な
わ
ち
特
定
の
治
療
法
の
有
効
性
に
関
す
る
臨
床
的
・
統
計
学

的
な
集
計
お
よ
び
評
価
を
受
け
た
知
識
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
（
具
体
的
に
は
、
専
門
誌
な
ど
で
公
表
さ
れ
審
査
を
受
け
た
論
文
と
そ
の
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デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
い
う
形
で
集
積
さ
れ
ま
す
）。
こ
れ
ら
の
科
学
的
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
あ
る
治
療
法
が
眼
前
の
患
者
に
対
し
て
も
有

効
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
と
い
う
手
続
き
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
は
治
療
行
為
の
品
質
を
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

有
効
性
を
高
め
つ
つ
治
療
法
の
さ
ら
な
る
改
善
に
も
貢
献
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
）
7
（

。

こ
の
よ
う
な
手
続
き
は
同
時
に
、
医
師
と
患
者
と
の
間
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
取
り
交
わ
す
際
の
重
要
な
要
素
で
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
科
学
的
な
情
報
を
根
拠
と
し
て
治
療
方
針
に
関
す
る
合
意
を
形
成
す
る
と
い
う
の
は
、
患
者
に
対
す
る
医
師
の
ア
カ

ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
果
た
す
と
も
理
解
で
き
ま
す
。
実
際
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
患
者
の
立
場
で
あ
れ
ば
、
医
師
の
「
経
験
」
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
治
療
法
の
選
択
に
お
い
て
、
よ
り
「
科
学
的
根
拠
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
も
の
を
選
ぶ
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
ま
た
同
時
に
、
効
果
へ

の
期
待
と
と
も
に
よ
り
前
向
き
に
治
療
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。「
科
学
的
な
根
拠
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
現
代
社
会
の
わ

れ
わ
れ
に
は
説
得
力
を
持
つ
と
と
も
に
安
心
感
を
与
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
現
代
の
医
学
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
で
神
学
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。「
根
拠
に
基
づ
い
た
医
学
」
と
い

う
ト
レ
ン
ド
が
示
唆
す
る
こ
と
の
一
つ
は
、
医
学
に
お
い
て
も
「
科
学
的
で
あ
る
こ
と
」、
言
い
換
え
れ
ば
「
科
学
的
な
根
拠
を
有
す
る
こ

と
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
学
も
ま
た
「
科
学
的
な
根
拠
」
が
求
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
科
学
時
代
に
お
け
る

い
わ
ば
「evidence-based theology

」
と
い
っ
た
も
の
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、「
科
学
的
な
根
拠
」

が
存
在
す
る
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
状
況
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
い
を
次
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

5
．「
科
学
的
」
と
は

ま
ず
「
科
学
的
」
と
い
う
言
葉
で
含
意
さ
れ
る
事
態
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
考
え
て
み
ま
す
。
一
般
に
「
自
然
科
学
」
と
呼
称
さ
れ
る
も

の
の
特
徴
は
歴
史
的
、
制
度
的
、
方
法
論
的
な
観
点
か
ら
見
て
た
い
へ
ん
多
様
で
あ
り
、
ま
た
変
化
に
富
ん
で
い
ま
す
。
方
法
論
的
な
面
に
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限
る
と
す
れ
ば
、
自
然
科
学
の
根
本
的
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
「
物
質
還
元
主
義
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）
8
（

。

す
な
わ
ち
、
世
界
に
生
起
す
る
も
ろ
も
ろ
の
自
然
現
象
は
、
そ
の
基
本
的
な
物
質
単
位
の
振
舞
い
に
分
解
（
還
元
）
し
て
理
解
さ
れ
る
、

と
い
う
立
場
で
す
。
こ
こ
で
の
物
質
単
位
と
い
う
の
は
、
物
理
学
で
言
え
ば
分
子
や
原
子
、
さ
ら
に
陽
子
や
中
性
子
と
い
っ
た
素
粒
子
な
ど

の
元
素
的
な
単
位
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
挙
動
を
数
理
的
に
（
つ
ま
り
質
量
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
、
速
度
、
距
離
、
定
数
と
い
っ
た
数
量

単
位
を
用
い
て
）
記
述
す
る
こ
と
が
物
理
学
の
特
徴
と
言
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
自
然
現
象
を
物
質
の
振
舞
い
に
還
元
す
る
方
法
は
、
他
の
「
科
学
的
」
な
手
続
き
と
方
法
論
（
観
察
と
実
験
、
数
量
化
と
定

式
化
、
仮
説
演
繹
法
と
検
証
主
義
な
ど
）
を
も
可
能
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
科
学
の
特
質
と
さ
れ
る
「
客
観
性
」「
普
遍
性
」「
実
証
性
」
が

担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
基
本
的
な
物
質
要
素
へ
の
還
元
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
自
然
認
識
と
そ
の
記
述
に
お
い
て
「
物
質
」
以

外
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
意
識
」「
意
図
」「
精
神
」
と
い
っ
た
「
こ
こ
ろ
」
に
関
す
る
も
の
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
と
い
う
特
徴
で
す
。

例
え
ば
現
代
の
進
化
論
で
は
、
キ
リ
ン
の
首
が
長
い
の
は
高
い
木
に
な
っ
た
果
実
を
食
べ
よ
う
と
し
た
（
そ
の
よ
う
に
意
志
し
た
）
結
果

で
は
な
く
、
遺
伝
的
変
異
に
よ
っ
て
た
ま
た
ま
首
の
長
い
キ
リ
ン
が
発
生
し
、
そ
の
遺
伝
子
を
持
つ
キ
リ
ン
が
（
ほ
か
の
首
の
短
い
キ
リ
ン

よ
り
）
与
え
ら
れ
た
環
境
に
適
応
し
て
い
た
た
め
、
生
存
競
争
に
打
ち
克
っ
た
結
果
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
ま
す
。
生
物
の
多
様
性
は
、
そ
の

生
物
群
の
「
意
志
」
の
結
果
で
は
な
く
、
ま
た
神
の
創
造
の
「
意
図
」
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
、
た
だ
偶
然
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
そ
の
よ

う
な
遺
伝
子
と
形
質
が
残
っ
た
結
果
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
科
学
的
な
自
然
観
に
お
い
て
は
、
自
然
の
内
部
に
「
意
志
」「
目
的
」「
感
情
」

な
ど
を
措
定
す
る
こ
と
は
厳
し
く
拒
否
さ
れ
ま
す
。

豪
雨
や
雷
鳴
が
発
生
す
る
の
は
人
間
に
対
す
る
神
の
怒
り
（
感
情
）
や
警
告
（
目
的
）
で
は
な
く
、
ま
た
雨
乞
い
を
す
る
人
々
の
心
的
願

望
の
結
果
で
も
な
く
、
そ
れ
は
も
ろ
も
ろ
の
物
理
的
な
気
象
条
件
の
結
果
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
物
理
学
の
「
慣
性
の
法
則
」
に
従

え
ば
、
物
体
が
そ
の
運
動
状
態
を
保
つ
の
は
、
物
体
が
そ
の
よ
う
に
「
保
と
う
」
と
意
図
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
物
体
と
い
う
も
の
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の
性
質
で
あ
る
か
ら
と
説
明
さ
れ
ま
す
。
科
学
的
な
説
明
に
お
い
て
は
「
こ
こ
ろ
」
に
関
わ
る
要
素
が
排
除
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
物
質

還
元
主
義
は
現
象
の
物
質
的
側
面
に
の
み
焦
点
を
合
わ
せ
、
心
的
要
素
に
よ
る
説
明
を
タ
ブ
ー
と
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
「
こ
こ
ろ
」
を
排
除
す
る
物
質
還
元
主
義
は
、
近
代
以
降
の
心
理
学
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
行
動
主
義

（behaviorism
）」
と
呼
ば
れ
る
二
〇
世
紀
初
頭
に
生
ま
れ
た
「
科
学
化
」
さ
れ
た
心
理
学
で
す
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
心
理
学
の
記
述
対

象
か
ら
意
識
な
ど
の
「
こ
こ
ろ
」
の
働
き
（
観
察
不
可
能
な
主
観
的
な
現
象
）
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
も
っ
ぱ
ら
「
行
動
」（
計
測
可
能

で
客
観
的
な
現
象
）
を
観
察
対
象
と
し
、
そ
の
心
理
モ
デ
ル
と
し
て
刺
激
と
反
応
と
の
法
則
的
関
係
（「
刺
激
反
応
説
」）
を
う
ち
立
て
よ

う
と
す
る
立
場
で
す
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
ど
の
よ
う
な
刺
激
（
入
力
）
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
（
苦
痛
や
快
楽
と
い
っ
た
意
識
状
態
に

伴
う
で
あ
ろ
う
）
身
体
的
な
反
応
（
出
力
）
を
示
す
の
か
と
い
っ
た
実
験
を
繰
り
返
し
、
統
計
的
処
理
に
よ
っ
て
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
の
法
則
性
を
定
式
化
し
て
い
き
ま
す
。「
こ
こ
ろ
」（
心
理
）
を
「
物
質
」（
身
体
）
に
関
す
る
客
観
的
・
実
証
的
な
デ
ー
タ
に
還
元

し
よ
う
と
す
る
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
き
わ
め
て
「
科
学
的
」
で
す
。
実
際
、
行
動
主
義
を
提
唱
し
た
ワ
ト
ソ
ン
（John B

. W
atson, 1878

―

1958

）
は
こ
の
還
元
主
義
的
な
方
法
に
よ
っ
て
心
理
学
の
科
学
化
を
目
論
ん
だ
わ
け
で
す
。

現
代
の
人
工
知
能
研
究
に
も
こ
の
よ
う
な
行
動
主
義
的
モ
デ
ル
が
適
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
機
械
が
意
識
を
持
ち
え
る
の
か
」
と
い
う

問
い
は
、「
意
識
と
い
う
も
の
が
入
力
と
出
力
の
方
程
式
の
集
合
に
還
元
で
き
る
の
か
」
と
い
う
問
い
と
等
値
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ

で
次
第
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
刺
激
と
い
う
入
口
と
、
反
応
と
い
う
出
口
を
観
測
し
て
い
る
に
と

ど
ま
り
、
そ
の
入
口
と
出
口
を
持
つ
部
屋
自
体
、
す
な
わ
ち
「
こ
こ
ろ
」
な
い
し
「
意
識
そ
の
も
の
」
は
依
然
と
し
て
中
身
の
見
え
な
い

「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
（「
中
国
語
の
部
屋
﹇C

hinese room

﹈」
の
思
考
実
験
）
9
（

）。
科
学
的
な
方
法
は
「
こ

こ
ろ
」
を
扱
う
の
が
苦
手
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
「
科
学
的
で
あ
る
こ
と
」
の
原
理
的
な
限
界
が
あ
り
そ
う
で
す
。

先
に
述
べ
た
「
神
学
に
お
け
る
科
学
的
な
根
拠
」
と
い
う
観
点
か
ら
最
後
に
、
少
々
極
端
な
思
考
実
験
を
し
て
み
ま
す
。
還
元
主
義
に
特

徴
づ
け
ら
れ
る
科
学
的
な
方
法
は
、
例
え
ば
神
学
的
な
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
「
霊
性
」
に
つ
い
て
何
事
か
の
「
根
拠
」
を
与
え
る
の
で
し
ょ
う
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か
。例

え
ば
、
あ
る
特
定
の
刺
激
な
い
し
状
況
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
幸
福
」（
と
い
う
概
念
の
も
と
に
定
義
さ
れ
る
行
動
な
い
し
統

計
上
有
意
味
な
数
値
群
の
変
化
）
と
い
う
反
応
が
得
ら
れ
る
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
方
程
式
を
も
と

に
、
前
項
の
刺
激
群
に
「
霊
性
」
に
関
わ
る
要
素
を
含
め
る
（
同
時
に
、
反
応
に
影
響
を
与
え
る
他
の
副
次
的
要
素
は
適
切
に
排
除
し
た
と

し
ま
す
）。
そ
こ
で
、
も
し
後
項
に
お
け
る
反
応
が
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
（「
幸
福
」）」
な
も
の
と
認
め
ら
れ
た
と
し
ま
す
。
そ
の
場
合
、
そ
の

「
霊
性
」
と
「
幸
福
」
と
の
間
（
連
関
）
に
は
「
科
学
的
な
根
拠
」
が
あ
る
と
（
少
な
く
と
も
一
回
は
）「
立
証
」
さ
れ
た
と
、
一
応
は
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

極
度
に
単
純
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
で
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
「
刺
激
と
反

応
」
と
い
う
科
学
的
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
両
者
を
つ
な
ぐ
経
路
、
す
な
わ
ち
「
こ
こ
ろ
」
そ
の
も
の
は
今
な
お
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
ま

ま
で
あ
り
、
そ
の
中
に
つ
い
て
は
不
問
に
付
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
科
学
的
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
方
法
に
お
い
て
は
、
つ
ね
に

何
か
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

6
．
展
望

い
ず
れ
に
せ
よ
、
科
学
的
な
方
法
論
や
心
理
学
的
な
知
見
が
、
神
学
の
ど
の
領
域
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
の
か
定
め
る
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
組
織
神
学
か
ら
歴
史
神
学
、
そ
し
て
実
践
神
学
に
至
る
広
大
な
学
術
領
域
と
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
問
題
領
域
に
お
け

る
位
置
づ
け
で
す
。

特
に
心
理
学
と
神
学
と
の
交
流
の
歴
史
を
見
て
み
ま
す
と
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
と
り
わ
け
実
践
神
学
に
お
け
る
蓄
積
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
）
10
（

。
例
え
ば
宗
教
教
育
（
宗
教
的
判
断
お
よ
び
信
仰
獲
得
に
お
け
る
発
達
心
理
学
の
見
地
）、
説
教
学
（
宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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ン
の
成
立
条
件
）、
そ
し
て
司
牧
（
心
理
分
析
、
会
話
療
法
、
心
理
学
的
治
療
モ
デ
ル
に
基
づ
く
信
仰
生
活
に
お
け
る
助
言
と
指
導
）
な
ど

が
指
摘
で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
実
践
的
な
場
面
に
お
け
る
心
理
学
的
知
見
の
受
容
と
そ
の
延
長
線
上
に
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
と
の
交
流
を
位
置
づ
け
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
上
述
の
「
根
拠
に
基
づ
い
た
医
学
（
E
B
M
）」
と
の
類
推
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、

「
科
学
的
根
拠
」
に
よ
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
充
足
や
神
学
的
主
張
の
基
礎
づ
け
も
、
例
え
ば
伝
道
や
司
牧
、
ま
た
護
教
的
な
局
面
に

お
い
て
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
神
学
に
お
け
る
心
理
学
と
の
対
話
の
重
要
性
、
ま
た
「
宗
教
と
科
学
の
対
話
」
一
般
の
意
義
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
も
求
め
ら

れ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
上
述
の
物
質
還
元
主
義
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
科
学
的
な
方
法
論
の
限
界
性
を
確
認
す
る
と
い
う
点
で
す
。

科
学
的
な
知
見
と
方
法
を
参
照
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
「
根
拠
」
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
方
法
論
の
限
界
も
見
極
め
る
必
要

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
科
学
的
方
法
論
の
限
界
性
の
彼
岸
に
、
神
学
の
可
能
性
も
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
科
学
的
な
い
し
心
理
学
的
方
法
に
よ
っ
て
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
を
見
極
め
、
そ
れ
を
す
く
い
上
げ
る
こ
と
に
神

学
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

一
般
的
に
科
学
は
「
経
験
的
」
な
も
の
を
志
向
し
、
宗
教
は
「
超
越
的
」
な
も
の
を
志
向
す
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
両
者
は
明
ら

か
に
対
蹠
的
な
関
係
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
宗
教
と
科
学
の
「
対
話
」
に
は
価
値
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
互
い
は

互
い
に
自
ら
を
映
し
出
す
鏡
と
な
る
は
ず
で
す
。「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
心
理
学
」
と
い
う
鏡
が
映
し
出
す
も
の
、
そ
れ
は
同
心
理
学
の
方
法
論
的
・

原
理
的
境
界
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
お
け
る
神
学
の
可
能
性
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

最
後
に
、
金
先
生
が
構
想
さ
れ
る
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
キ
リ
ス
ト
教
人
間
論
」
に
つ
き
ま
し
て
、
一
般
信
徒
の
素
朴
な
疑
問
を
お
伝
え
し
て

こ
の
「
応
答
」
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
終
末
論
お
よ
び
救
済
論
と
の
関
わ
り
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
に
は
つ
ね
に
終
末
論
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
一
般
的
に
「
終
末
」
と
い
う
言
葉
は
破
滅
的
な
意
味
合
い
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を
持
っ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
（
な
い
し
ユ
ダ
ヤ
教
）
に
お
け
る
終
末
思
想
と
い
う
も
の
は
、
世
界
の
終
わ
り

に
対
す
る
現
実
的
な
悲
観
主
義
と
い
う
よ
り
も
、
新
し
い
時
代
と
新
し
い
世
界
に
対
す
る
期
待
な
い
し
憧
憬
と
い
っ
た
一
種
の
超
越
的
な
楽

観
主
義
の
あ
ら
わ
れ
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
期
待
と
憧
れ
に
こ
そ
救
済
論
が
成
立
す
る
根
幹
の
一
つ
が
あ
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

地
上
に
お
け
る
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
生
の
充
足
」
と
終
末
論
お
よ
び
救
済
論
と
の
神
学
的
な
連
関
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
。
そ
の

点
が
金
先
生
の
新
し
い
人
間
論
に
お
い
て
ま
す
ま
す
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
「
応
答
」
の
ご
報
告
を
終
え
た
い
と
思
い
ま

す
。
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れ
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葉
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。
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瞭
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れ
る
場
合
、
例
え
ば
「
ポ
ジ
テ
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じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
上
の
不
明
瞭
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