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【
第
一
〇
回
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
】

北
森
嘉
蔵
の
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
表
れ
た

神
学
的
人
間
論
に
対
す
る
批
判
的
考
察

金　
　

永　

元

ナ
グ
ネ
（
洛
雲
海
）
訳

Ⅰ　

序
論
――
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
時
代
の
痛
み
と
『
神
の
痛
み
の
神
学
』

人
間
は
情
緒
あ
る
い
は
感
情
の
動
物
で
あ
る
。
理
性
中
心
主
義
を
追
求
す
る
人
で
あ
れ
ば
、
感
情
は
正
し
い
判
断
と
知
識
と
を
妨
害
す
る

偶
然
の
要
因
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
克
服
す
べ
き
人
間
的
要
素
と
し
て
評
価
を
切
り
下
げ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
人
間
に
と
っ

て
感
情
を
度
外
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
人
間
の
重
要
な
部
分
を
消
去
す
る
行
為
で
あ
る
。
さ
ら
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

が Sein und Zeit

（『
存
在
と
時
間
』）
に
お
い
て
遂
行
し
た
現
存
在
（D

asein

）
の
分
析
に
従
う
な
ら
、
感
情
と
は
認
識
論
的
か
つ
存
在
論

的
に
意
味
の
な
い
一
つ
の
付
録
の
よ
う
な
要
素
な
の
で
は
な
く
、
人
間
が
世
界
を
認
識
す
る
基
盤
と
な
る
存
在
論
的
土
台
の
一
つ
の
様
相

（m
ode

）
で
も
あ
る
。
人
間
は
常
に
あ
る
気
分
に
お
い
て
世
界
を
認
識
し
判
断
す
る
と
い
う
点
で
、
感
情
は
認
識
と
意
志
の
基
盤
に
な
る
と

言
え
る
）
1
（

。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
あ
る
時
代
の
情
緒
を
把
握
し
分
析
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
と
人
間
の
存
在
論
的
か
つ
認
識
論
的
核
心

を
把
握
す
る
一
つ
の
見
事
な
道
で
あ
る
と
言
え
る
。
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い
か
な
る
時
代
に
も
そ
の
時
代
を
代
表
す
る
情
緒
な
る
も
の
が
あ
る
。
喜
び
の
時
代
と
呼
べ
る
時
が
あ
り
、
暗
黒
の
時
代
と
呼
ば
れ
る
時

も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
全
世
界
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
一
つ
の
情
緒
あ
る
い
は
感
情
が
す
べ
て
の
人
に
支
配
的
に
適
用
さ
れ
る
と
は
言
い

得
な
い
。
各
個
人
、
各
共
同
体
、
ひ
い
て
は
各
国
や
地
域
の
状
況
に
よ
っ
て
相
反
す
る
情
緒
が
同
時
に
存
在
し
得
る
。
し
か
し
、
あ
る
特
定

の
時
期
に
全
世
界
が
特
定
の
情
緒
を
共
有
す
る
と
い
う
よ
う
な
時
代
も
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
期
、
全
世
界
は
悲
し
み
あ
る
い
は
痛
み
と

い
っ
た
情
緒
を
共
有
し
た
。
そ
し
て
現
在
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
（W

ith-C
orona

）
あ
る
い
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
（Post-C

orona

）
期
に
あ
る
わ

れ
わ
れ
を
支
配
す
る
情
緒
ま
た
は
感
情
を
、
悲
し
み
や
痛
み
と
規
定
す
る
こ
と
に
異
議
を
提
起
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。現

在
、
わ
れ
わ
れ
の
痛
み
の
情
緒
を
、
神
学
的
あ
る
い
は
哲
学
的
に
整
理
し
た
作
品
は
ま
だ
出
現
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界

大
戦
の
痛
み
の
情
緒
を
基
に
、
ア
ジ
ア
的
な
、
よ
り
正
確
に
は
日
本
的
な
観
点
か
ら
神
学
的
議
論
を
展
開
し
、
世
界
的
関
心
と
評
価
と
を
受

け
た
作
品
と
し
て
は
、
北
森
嘉
蔵
の
『
神
の
痛
み
の
神
学
）
2
（

』
が
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
今
日
、
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と
し
全
世
界
を
規
定
し
て

い
る
情
緒
と
し
て
の
痛
み
を
主
題
と
し
て
書
か
れ
た
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
表
れ
た
人
間
論
を
分
析
し
、
痛
み
の
神
学
に
表
れ
た
人
間
論

の
意
義
と
限
界
と
を
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
事
実
、
神
学
的
人
間
論
の
領
域
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
時
期
に
よ
っ
て
神
学
的
人
間
論
の
扱
う
テ
ー
マ
は
変
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
近
代
以
前
は
、
創
造
論
に
お
け
る
神
の
像か
た
ち

（Im
ago D

ei

）

の
問
題
、
ま
た
堕
落
、
罪
、
救
い
の
問
題
が
人
間
論
の
領
域
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
神
を
認
識
し
理
解
す
る
主
要

な
拠
点
と
し
て
の
人
間
の
主
体
が
人
間
論
に
お
け
る
主
題
と
な
り
、
現
在
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
時
代
に
至
っ
て
か
ら
は
、
解
体
主
義
哲
学
の
影
響

を
も
っ
て
近
代
的
主
体
と
は
区
別
さ
れ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
主
体
、
あ
る
い
は
主
体
解
体
と
い
っ
た
脈
絡
で
の
人
間
に
関
す
る
理
解
の
問
題

が
、
そ
の
中
心
的
主
題
と
な
る
）
3
（

。
時
期
的
に
、
北
森
に
適
用
さ
れ
る
神
学
的
人
間
論
の
主
題
は
、
認
識
論
的
に
、
ま
た
存
在
論
的
に
神
と
関

係
す
る
場
所
と
し
て
の
人
間
実
存
の
問
題
と
な
る
。

事
実
、『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
の
議
論
は
、
神
論
に
お
け
る
父
神
受
苦
説
（Patripassianism

）
の
問
題
に
集
中
し
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て
き
た
。
そ
の
結
果
、
人
間
論
に
関
わ
る
論
議
は
非
常
に
珍
し
い
も
の
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
認
識
し
な
が
ら
、
本
論
文
で
は
、
ま

ず
西
欧
、
日
本
、
韓
国
に
お
け
る
代
表
的
な
反
応
と
解
釈
に
関
す
る
簡
略
な
分
析
を
試
み
て
み
よ
う
。
そ
れ
を
通
し
て
、
本
書
の
中
心
的
主

題
が
神
を
認
識
・
理
解
す
る
、
痛
み
と
い
う
人
間
の
実
存
に
そ
の
土
台
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
核
心
が
人
間
論
に
あ
る
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
表
れ
た
神
の
痛
み
の
内
容
と
意
味
と
を
整
理
し
、
神
の
痛
み
と
い
う
解

釈
学
的
レ
ン
ズ
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
る
神
の
痛
み
の
媒
介
と
し
て
の
人
間
の
姿
を
、
北
森
が
類
比
と
象
徴
を
通
し
て
い
か
に
描
い
て
い
る

か
、
こ
の
こ
と
を
批
判
的
に
顕
わ
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
表
れ
た
神
学
的
人
間
論
の
具
体
的
姿
が
顕
わ
と
さ
れ
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
後
に
結
論
と
し
て
、
今
日
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
時
代
に
お
け
る
ア
ジ
ア
の
痛
み
に
関
し
て
、『
神
の
痛
み
の
神

学
』
の
有
す
る
価
値
と
共
に
そ
の
限
界
を
簡
略
に
論
じ
よ
う
と
思
う
。

Ⅱ　
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
の
性
格
――
世
界
的
な
反
応
を
め
ぐ
っ
て

1　
西
欧
神
学
の
反
応
に
表
れ
た
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
の
核
心
︱︱
神
論
vs
人
間
論

ア
ジ
ア
神
学
の
う
ち
、
特
に
日
本
の
神
学
の
中
で
実
質
的
な
ア
ジ
ア
的
神
学
と
し
て
西
欧
の
主
流
な
神
学
界
か
ら
関
心
を
寄
せ
ら
れ
た
最

初
の
本
は
、
恐
ら
く
北
森
の
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
で
あ
ろ
う
。
本
書
が
西
欧
の
神
学
界
に
紹
介
さ
れ
、
英
語
（
一
九
六
五
、
二
〇
〇
五
）、

ド
イ
ツ
語
（
一
九
七
二
）、
ス
ペ
イ
ン
語
（
一
九
七
五
）、
イ
タ
リ
ア
語
（
一
九
七
五
）、
韓
国
語
（
一
九
八
七
、
二
〇
一
七
）
等
に
翻
訳
さ

れ
、
世
界
的
な
関
心
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
、
代
表
と
し
て
は
カ
ー
ル
・
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
（C

arl M
ichalson

）
と
ユ
ル
ゲ

ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
（Jürgen M

oltm
ann

）
の
影
響
と
言
え
よ
う
。『
神
の
痛
み
の
神
学
』
を
最
初
に
西
欧
世
界
に
紹
介
し
た
人
物
は
マ
イ
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ケ
ル
ソ
ン
で
あ
る
。
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
は
自
著 Japanese C

ontributions to C
hristian T

heology

（『
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
対
す
る
日
本
の
貢

献
』）
の
第
Ⅲ
章
全
体
を
も
っ
て
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
を
詳
し
く
紹
介
し
、
彼
の
神
学
が
世
界
の
神
学
界
に
対
し
て
持
つ
意
味
と
可
能
性

を
示
す
こ
と
に
用
い
た
）
4
（

。
わ
れ
わ
れ
は
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
の
分
析
を
北
森
神
学
の
土
台
に
関
す
る
議
論
、
次
い
で
そ
の
影
響
と
含
意
に
つ
い
て

の
分
析
と
し
て
整
理
し
得
る
。
ま
ず
北
森
神
学
の
土
台
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
北
森
の
神
学
は
日
本
的
な
土

台
、
特
に
仏
教
的
な
土
台
を
持
ち
つ
つ
も
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
特
に
京
都
学
派
に
お
い
て
流
行
し
て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
深
く
依

存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
は
、
北
森
の
神
学
が
「
当
時
、
日
本
の
神
学
の
流
れ
に
お
い
て
最
も
自
意
識
的
に
日
本

的
）
5
（

」
と
評
価
し
つ
つ
、「
苦
難
（suffering

）」
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
神
と
共
同
体
と
を
結
び
つ
け
る
共
通
用
語
を
、
当
時

の
日
本
の
苦
難
の
経
験
に
お
い
て
、
日
本
の
伝
統
と
言
い
得
る
仏
教
用
語
を
用
い
て
、
神
学
的
に
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
）
6
（

。
ま

た
彼
は
、
北
森
の
神
学
が
哲
学
的
に
は
仏
教
的
背
景
を
持
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
流
派
を
伴
う
京
都
学
派
の
影
響
を
受
け
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で

あ
る
と
評
価
し
、
そ
の
特
徴
を
フ
ロ
シ
キ
（Furoshiki

、
風
呂
敷
）
神
学
と
表
現
す
る
）
7
（

。
正
―
半
―
合
な
る
原
理
を
通
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

事
態
を
結
局
は
一
点
で
止
揚
（A

ufhebung

）
す
る
よ
う
な
性
格
を
持
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
よ
う
に
、
北
森
の
神
学
は
、
神
の
痛
み
な

る
焦
点
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
包
ま
れ
る
と
い
っ
た
構
造
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
も
の
と
見
ら
れ
る
。
第
二
に
、
北
森
神

学
の
神
学
的
土
台
は
ル
タ
ー
の
神
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
は
、
北
森
に
支
配
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
神
学
的
人
物
は

ル
タ
ー
で
あ
り
、
特
に
彼
の
十
字
架
の
神
学
（theologia crucis
）
が
嘉
蔵
の
神
に
痛
み
の
神
学
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
見
て
い

る
）
8
（

。
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
が
北
森
を
英
語
圏
に
紹
介
し
た
後
、
一
九
六
二
年
に
は
米
国
セ
ン
ト
・
ル
イ
ス
（St. Louis

）
に
あ
る
ル
タ
ー
派
の
伝

統
下
に
設
立
さ
れ
た
コ
ン
コ
ル
デ
ィ
ア
神
学
校
（C

oncordia Sem
inary

）
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
マ
イ
ヤ
ー
（R

ichard M
eyer

）
も “Tow

ard 

a Japanese T
heology: K

itam
ori ’s T

heology of the Pain of G
od ”

（「
日
本
の
神
学
に
向
け
て
――
北
森
の
神
に
痛
み
の
神
学
」）
に
お

い
て
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
の
分
析
に
言
及
し
、
北
森
が
ル
タ
ー
派
神
学
校
で
教
育
を
受
け
た
事
実
と
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
見
出
さ
れ
る
圧
倒

的
多
数
の
ル
タ
ー
か
ら
の
引
用
を
根
拠
に
し
て
、
北
森
の
神
学
は
明
ら
か
に
ル
タ
ー
派
の
伝
統
な
る
土
台
の
上
に
あ
る
も
の
と
評
価
す
る
）
9
（

。
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さ
ら
に
マ
イ
ヤ
ー
は
、
北
森
の
神
学
が
当
時
の
日
本
の
神
学
の
主
流
を
な
し
て
い
た
バ
ル
ト
神
学
と
、
ち
ょ
う
ど
流
行
し
は
じ
め
て
い
た
自

由
主
義
神
学
を
克
服
し
、
ル
タ
ー
派
的
伝
統
の
も
と
、
日
本
的
神
学
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
評
価
す
る
）
10
（

。
し
た
が
っ
て
、
北
森
の
神

学
は
基
本
的
に
ル
タ
ー
派
の
伝
統
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
得
よ
う
。

次
に
、
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
が
提
示
し
た
北
森
神
学
の
神
学
的
含
意
と
そ
の
可
能
性
と
を
見
て
み
よ
う
。
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
が
革
命
的
と
ま
で
評

価
す
る
北
森
神
学
の
核
心
は
、
痛
み
の
類
比
（analogia doloris

）
で
あ
る
）
11
（

。
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
は
、
北
森
の
痛
み
の
類
比
が
カ
ト
リ
ッ
ク
神

学
の
存
在
の
類
比
（analogia entis

）
と
、
ま
た
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
（K

arl B
arth

）
の
信
仰
の
類
比
（analogia fidei

）
と
も
区
別
さ
れ

る
北
森
神
学
の
核
心
で
あ
り
、
こ
の
痛
み
の
類
比
こ
そ
は
三
位
一
体
論
、
キ
リ
ス
ト
論
、
救
済
論
、
さ
ら
に
教
会
論
や
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
に

至
る
ま
で
革
命
的
に
変
化
さ
せ
得
る
北
森
神
学
の
解
釈
学
的
軸
で
あ
る
と
考
え
る
）
12
（

。
そ
し
て
、
こ
の
痛
み
の
類
比
は
明
ら
か
に
ル
タ
ー
派
の

伝
統
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
）
13
（

。
も
ち
ろ
ん
、
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
に
も
北
森
神
学
の
主
要
な
批
判
点
で
あ
る
父
神
受
苦
説
に
つ
い
て
、
北
森
の

反
論
に
自
ら
の
解
釈
を
加
え
て
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
）
14
（

、
こ
の
こ
と
は
痛
み
の
類
比
が
持
つ
含
意
と
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
説
明

す
る
過
程
で
少
し
く
言
及
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
核
心
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
る
と
、

多
く
の
人
が
考
え
る
よ
う
に
、
北
森
神
学
の
中
心
は
神
論
と
い
う
よ
り
は
神
学
方
法
論
、
あ
る
い
は
そ
の
方
法
論
の
核
心
と
な
る
人
間
の
経

験
な
ら
び
に
内
面
、
す
な
わ
ち
人
間
の
痛
み
の
実
存
と
見
な
し
得
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
う
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
そ
の
信
憑
性
を
示
す
資
料
が
あ
る
。
北
森
は
一
九
六
一
年
に
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
テ
ー

マ
に
関
す
る
N
H
K
の
番
組
で
、
東
京
大
学
宗
教
学
科
長
で
あ
る
岸
本
英
夫
教
授
、
同
大
学
の
増
谷
文
雄
教
授
、
そ
し
て
東
京
の
国
学
院

大
学
で
神
道
を
教
え
る
小
野
祖
教
教
授
と
共
に
討
論
す
る
中
で
、
宗
教
と
は
「
究
極
性
に
対
す
る
文
化
的
か
つ
人
間
的
な
現
象
で
あ
る
」
と

い
う
岸
本
の
主
張
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
個
人
的
に
、
少
な
く
と
も
こ
の
定
義
の
主
要
な
観
点
に
つ
い
て
は
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
ま
だ
超
越
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の
問
題
が
残
り
ま
す
…
…
正
直
に
申
し
ま
す
と
、
私
は
西
欧
の
伝
統
的
な
超
越
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
多
少
懐
疑
的
で
す
。

西
欧
に
お
け
る
超
越
は
「
天
に
い
る
神
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
般
に
人
間
の
上
の
存
在
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
、
超
越
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
み
理
解
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
超
越
は
ま
た
人
間

の
下
、
あ
る
い
は
人
間
の
中
に
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
る
で
人
間
実
存
の
根
底
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
で

す
。
私
は
こ
れ
こ
そ
が
聖
書
の
本
当
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
人
間
存
在
の
土
台
を
探
求
す
る
こ
と
は
、

非
人
間
化
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
人
間
の
実
存
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は

な
く
、
直
面
し
た
り
見
抜
い
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
…
…
人
間
は
、
実
存
の
根
底
に
お
い
て
超
越
と
接
触
す
る
時
に

の
み
完
全
に
理
解
さ
れ
得
る
の
で
す
）
15
（

。

北
森
の
神
学
が
西
欧
に
知
ら
れ
始
め
た
ば
か
り
の
時
期
に
見
出
さ
れ
る
北
森
自
身
の
こ
の
主
張
は
、
彼
の
主
要
な
関
心
事
が
神
の
超
越
よ

り
は
内
在
の
方
に
あ
り
、
超
越
に
つ
い
て
語
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
人
間
の
実
存
に
お
け
る
超
越
と
の
出
会
い
に
あ
る
、
と
い
う
点
を
明
確

に
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
意
味
に
お
け
る
神
論
が
北
森
神
学
の
中
心
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン

が
見
な
し
た
よ
う
に
、
超
越
を
認
識
し
経
験
す
る
人
間
実
存
の
構
造
と
動
き
の
仕
方
の
方
に
そ
の
中
心
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
事

実
、
痛
み
と
い
う
事
柄
を
神
学
的
論
議
の
中
心
に
据
え
た
こ
と
自
体
が
、
そ
の
こ
と
を
傍
証
し
も
す
る
。
し
か
し
、
多
く
の
学
者
た
ち
は
、

北
森
の
人
間
論
に
関
心
を
持
つ
よ
り
は
、
そ
の
人
間
論
か
ら
導
出
さ
れ
る
神
論
の
独
自
性
の
方
に
関
心
を
持
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
が
二
番
目
に
見
よ
う
と
す
る
モ
ル
ト
マ
ン
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
後
、
北
森
の
神
学
が
世
界
的
な
関
心
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
英
訳
が
出
版
（
一
九
六
五

年
）
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
質
的
な
契
機
は
モ
ル
ト
マ
ン
が D

er G
ekreuzigte G

ott

（『
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
』）

に
お
い
て
北
森
の
神
学
に
言
及
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
彼
は
、
教
会
が
閉
鎖
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
、
明
治
学
院
大
学
で
起
き
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た
学
生
蜂
起
を
描
写
し
た
高
尾
利
数
の
文
章
を
引
用
し
つ
つ
、
こ
の
蜂
起
を
「
神
学
が
徹
底
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
も
っ
て
解
消
」
さ
れ

る
事
情
と
解
釈
し
た
バ
イ
ヤ
ー
ハ
ウ
ス
（P. B

eyerhaus

）
の
主
張
に
反
論
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
預
言
者
的
象
徴
行
動
」
と
規
定
し
た
。

モ
ル
ト
マ
ン
は
、
こ
の
問
題
を
信
仰
の
関
係
性
な
ら
び
に
同
一
性
の
問
題
を
扱
う
過
程
で
一
つ
の
例
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
関
係

性
と
同
一
性
と
の
対
立
を
克
服
す
る
原
理
と
し
て
モ
ル
ト
マ
ン
が
提
示
す
る
の
は
、
十
字
架
の
弁
証
法
あ
る
い
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
）
17
（

。

以
後
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
論
的
観
点
か
ら
歴
史
的
か
つ
人
間
論
的
に
接
近
可
能
な
イ
エ
ス
論
（Jesuslogie

）

と
、
教
会
と
信
仰
に
よ
っ
て
接
近
可
能
な
キ
リ
ス
ト
論
（C

hristologie

）
と
の
間
に
お
け
る
ジ
レ
ン
マ
の
問
題
に
置
き
換
え
て
説
明
す
る

の
だ
が
、
こ
の
問
題
も
十
字
架
の
弁
証
法
あ
る
い
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
と
見
る
。
こ
の
問
題
を
モ

ル
ト
マ
ン
が
い
か
に
解
決
し
結
論
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
は
、
本
論
文
の
範
囲
外
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
の
関
心
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
北
森
の
神
の
痛
み
の
神
学
を
本
質
的
に
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
モ
ル
ト
マ
ン

は
、
キ
リ
ス
ト
の
苦
難
に
お
い
て
神
が
苦
難
に
遭
わ
れ
る
と
い
う
十
字
架
の
原
理
を
、
イ
エ
ス
論
と
キ
リ
ス
ト
論
の
対
立
あ
る
い
は
ジ
レ
ン

マ
の
解
決
点
と
し
て
提
示
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
北
森
の
神
学
を
日
本
に
現
れ
た
十
字
架
の
神
学
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ

る
）
18
（

。
す
な
わ
ち
、
彼
は
北
森
の
神
の
痛
み
の
神
学
に
関
す
る
論
議
を
キ
リ
ス
ト
論
の
範
疇
の
中
に
、
よ
り
広
く
言
う
な
ら
、
三
位
一
体
論
の

範
疇
の
中
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
北
森
の
神
学
を
、
戦
争
と
い
う
残
酷
な
痛
み
の
中
で
人
間

と
共
に
苦
し
み
給
う
神
に
つ
い
て
語
る
あ
る
種
の
十
字
架
の
神
学
で
あ
る
と
解
釈
す
る
一
つ
の
流
れ
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

モ
ル
ト
マ
ン
は
北
森
の
神
の
痛
み
の
神
学
の
核
心
を
神
論
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
論
と
見
な
し
た
の
で
あ
り
、
多
く
の
学
者
た
ち
は
こ
う
し

た
解
釈
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。

モ
ル
ト
マ
ン
の
こ
う
し
た
解
釈
は
、
人
間
の
痛
み
に
関
す
る
北
森
の
理
解
が
自
分
と
は
異
な
る
と
い
う
点
を
看
過
し
た
結
果
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
北
森
は
明
ら
か
に
、「
神
の
怒
は
神
と
人
間
と
の
断
絶
で
あ
り
、
神
の
怒
の
現
実
化
が
人
間
の
痛
み
で
あ
る
）
19
（

」
と
宣
言
す
る
。
マ

イ
ケ
ル
ソ
ン
も
、
北
森
が
戦
争
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
し
つ
つ
、
神
が
人
間
と
共
に
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
と
い
っ
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た
神
の
共
感
を
主
張
し
た
の
だ
と
す
る
解
釈
は
誤
り
で
あ
り
、
北
森
に
と
っ
て
の
人
間
の
痛
み
は
神
の
怒
り
の
結
果
で
あ
る
と
分
析
し
て
い

る
）
20
（

。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
北
森
の
神
学
の
核
心
は
、
神
の
怒
り
に
よ
っ
て
生
じ
る
人
間
の
痛
み
が
神
の
痛
み
を
も
っ
て
解
決
さ
れ
る

方
法
な
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
と
共
に
苦
し
み
を
受
け
給
い
共
感
し
給
う
神
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
彼
の
神
学
の
核
心
で
あ
り
出
発
点
で
も
あ
る
も
の
は
人
間
の
痛
み
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
北
森
の
神
学
の
土
台
は
モ
ル
ト
マ
ン
の
場

合
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
論
や
三
位
一
体
論
で
は
な
く
、
人
間
の
苦
し
み
の
実
存
で
あ
り
、
よ
り
特
定
す
る
な
ら
、
日
本
の
苦
し
み
の
実
存
と

言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
次
章
で
北
森
の
人
間
論
を
扱
う
際
に
、
よ
り
は
っ
き
り
と
現
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、
モ
ル
ト
マ
ン
に
即
し
て
北
森
の
神
学
を
神
論
中
心
に
解
釈
す
る
傾
向
は
今
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
マ
ク

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（W

arren M
cW

illiam
s

）
は
、
一
九
八
〇
年
に
発
表
し
た
論
文
の
中
で
、
人
間
の
苦
し
み
の
状
況
に
関
わ
る
神
の
苦
し
み

と
共
感
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
現
代
神
学
と
し
て
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
『
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
神
』、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
コ
ー
ン
（Jam

es 

C
one

）
の G

od of the O
ppressed

（『
抑
圧
さ
れ
た
者
の
神
』）、
北
森
の
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
を
挙
げ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
マ
イ

ケ
ル
ソ
ン
の
分
析
を
土
台
と
し
て
、
北
森
の
神
が
人
間
の
状
況
に
関
し
て
直
接
苦
し
み
を
感
じ
る
お
方
で
あ
る
と
見
な
す
わ
け
で
は
な
い

が
）
21
（

、
依
然
と
し
て
彼
の
分
析
は
、
神
の
苦
し
み
と
い
う
概
念
か
ら
立
ち
表
れ
る
神
へ
の
新
し
い
理
解
お
よ
び
父
神
受
苦
説
な
る
問
題
に
焦

点
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
モ
ル
ト
マ
ン
の
解
釈
の
枠
を
抜
け
出
せ
ず
に
い
る
）
22
（

。
ト
ー
マ
ス
・
ジ
ェ
イ
・
オ
ー
ド
（T

hom
as Jay O

ord

）
も

D
ivine Im

passibility: Four V
iew

s of G
od ’s E

m
otions and Suffering

（『
神
の
無
感
覚
性
――
神
の
感
情
と
苦
し
み
に
関
す
る
四
つ
の
観

点
』）
に
お
い
て
、
北
森
の
神
学
を
強
い
苦
し
み
の
可
能
性
（strong passibility

）
を
主
張
す
る
神
学
に
分
類
す
る
こ
と
か
ら
、
依
然
、
神

論
の
範
疇
内
で
、
特
に
父
神
受
苦
説
の
問
題
を
中
心
に
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
23
（

。

し
か
し
、
先
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
北
森
の
関
心
の
基
盤
は
神
の
苦
し
み
の
可
能
性
や
キ
リ
ス
ト
論
に
お
け
る
十
字
架
の
再
解
釈
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
苦
し
み
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
神
と
つ
な
が
り
得
る
か
と
い
う
問
題
に
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
北
森
神

学
の
核
心
は
、
神
の
苦
し
み
の
可
能
性
を
語
る
神
の
属
性
に
つ
い
て
の
再
解
釈
に
で
は
な
く
、
人
間
の
苦
し
み
の
実
存
に
お
い
て
出
会
う
神
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の
超
越
を
通
し
て
、
い
か
に
こ
の
苦
し
み
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
扱
う
テ
ー
マ
は
こ
の
問
題

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
扱
う
前
に
、
韓
国
と
中
国
で
は
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ

と
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

2　
韓
国
と
中
国
の
反
応
と
受
容

韓
国
に
お
け
る
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
つ
い
て
の
関
心
は
、
主
に
韓
国
の
痛
み
の
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

に
出
版
さ
れ
た
二
つ
の
翻
訳
版
の
訳
者
序
文
で
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
一
九
八
七
年
に
翻
訳
版
を
出
し
た
朴パ
ク
・
ソ
ッ
キ
ュ

錫
圭
は
、
訳
者
序
文

で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

本
書
翻
訳
の
所
感
を
書
い
て
い
る
頃
、
わ
が
国
の
と
あ
る
大
学
生
が
拷
問
を
受
け
て
死
ん
だ
。
数
人
の
拷
問
担
当
警
察
官
が

学
生
の
腕
を
巻
き
上
げ
、
彼
の
髪
を
摑
み
、
浴
槽
の
水
に
浸
し
て
殺
し
た
の
だ
。
圧
迫
（repression

）、
こ
の
圧
迫
が
、
ど

う
し
て
頸
部
を
圧
迫
し
た
だ
け
で
あ
り
得
よ
う
か
。
そ
れ
は
人
間
の
生
命
に
対
す
る
圧
迫
、
人
間
が
自
ら
を
正
当
に
守
る
権
利

に
つ
い
て
の
圧
迫
、
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
圧
迫
な
の
だ
。
ど
う
し
て
人
間
の
圧
迫
だ
け
で
あ
り
得
よ
う
か
。
神
の
似
姿
と
し

て
の
彼
を
圧
殺
す
る
こ
と
は
、
神
の
自
由
と
尊
厳
と
を
圧
迫
し
殺
す
こ
と
と
同
じ
な
の
だ
。
彼
の
死
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は

再
び
ゴ
ル
ゴ
ダ
で
殺
さ
れ
た
神
の
死
を
見
る
の
で
あ
る
）
24
（

。

朴
錫
圭
は
、
当
時
の
韓
国
で
の
政
治
的
状
況
下
で
苦
し
み
を
受
け
た
あ
る
大
学
生
の
死
を
神
の
痛
み
の
神
学
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
彼
は

こ
の
学
生
の
死
を
通
し
て
、
当
時
の
韓
国
人
が
抱
い
て
い
た
痛
み
や
苦
し
み
を
象
徴
的
に
表
そ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
る
で
、
ホ
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ロ
コ
ー
ス
ト
の
生
存
者
に
し
て
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
受
賞
者
エ
リ
・
ビ
ー
ゼ
ル
（E

lie W
iesel

）
の N

ight

（1960

）（『
夜
』）
に
出
て
く
る

少
年
の
、
あ
の
有
名
な
絞
首
刑
の
場
面
に
つ
い
て
の
描
写
に
も
似
た
こ
の
文
章
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
モ
ル
ト
マ
ン
の
『
十
字
架
に
つ
け
ら

れ
た
神
』
の
影
響
を
発
見
し
得
る
。
朴
錫
圭
は
、
韓
国
の
痛
み
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
そ
の
痛
み
に
共
感
す
る
神
と
い
う
焦
点
を

も
っ
て
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
を
眺
め
て
い
る
と
い
う
点
が
明
確
に
分
か
る
。

最
近
出
版
さ
れ
た
翻
訳
版
で
も
、
当
時
の
韓
国
の
痛
み
に
関
わ
る
仕
方
で
本
書
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
に
、
本
書
を
新
し
く

訳
し
た
李イ

ウ
ォ
ン
ジ
ェ
は
、
翻
訳
書
の
終
わ
り
に
掲
載
さ
れ
た
「
解
題
」
の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
が
こ
の
本
を
知
っ
た
の
は
二
〇
一
四
年
の
春
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
も
な
く
セ
ウ
ォ
ル
号
が
沈
没
し
た
の
で
あ
る
〈
訳

注
：
二
〇
一
四
年
四
月
一
六
日
、
韓
国
・
全
羅
南
道
珍
島
郡
沖
合
い
の
海
上
で
沈
没
し
た
船
名
を
と
っ
て
セ
ウ
ォ
ル
号
沈
没
事

故
と
呼
ば
れ
る
。
修
学
旅
行
中
の
高
校
生
を
含
む
乗
員
乗
客
四
七
六
名
中
三
〇
〇
名
以
上
が
死
亡
・
行
方
不
明
と
な
る
大
惨
事

と
な
っ
た
〉。
人
々
は
再
び
苦
し
み
に
つ
い
て
の
物
語
と
共
に
、
本
書
の
こ
と
を
口
に
し
は
じ
め
た
。
本
書
を
再
び
翻
訳
し
よ

う
と
の
話
が
出
た
の
は
そ
の
頃
だ
っ
た
。
捜
索
は
長
引
き
、
船
は
水
中
か
ら
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
翻
訳
の
た
め
に
と
、
本

書
を
丁
寧
に
読
み
直
す
中
で
、
人
々
が
こ
の
本
か
ら
読
み
尽
く
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
物
語
は
、
時
に
微
妙
に
、
時
に
か
な
り

異
な
る
と
い
う
点
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
）
25
（

。

こ
の
文
章
か
ら
改
め
て
確
認
で
き
る
事
実
は
、
韓
国
に
お
い
て
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
が
関
心
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
は
、
明
ら

か
に
苦
し
み
と
い
う
状
況
が
発
生
し
た
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
韓
国
で
も
い
ま
だ
こ
の
本
に
対
す
る
誤
解

が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
本
の
内
容
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
語
る
よ
う
な
神
の
苦
し
み
や
共
感
に
対
す
る
神
論
が
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
と

見
る
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
最
近
（
二
〇
一
九
年
）
韓
国
で
本
書
に
関
す
る
論
文
を
発
表
し
た
李イ

ド
ン
ヨ
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ン
の
文
章
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
彼
は
「
北
森
嘉
蔵
の
神
の
苦
難
に
関
す
る
論
議
に
対
す
る
批
判
的
考
察
――
彼
の
著
書
『
神
の
痛
み
の
神

学
』
を
中
心
に
」
に
お
い
て
、
本
書
の
核
心
を
依
然
と
し
て
神
の
苦
難
に
関
す
る
論
議
、
す
な
わ
ち
父
神
受
苦
説
の
問
題
と
見
て
議
論
を
進

め
た
の
で
あ
る
）
26
（

。
し
か
し
、
李
ウ
ォ
ン
ジ
ェ
は
こ
の
本
の
核
心
を
苦
難
に
遭
い
給
う
神
に
で
は
な
く
、
当
時
の
日
本
人
が
痛
み
を
理
解
し
て

解
決
す
る
方
法
に
あ
る
と
見
る
）
27
（

。
す
な
わ
ち
、
神
論
で
は
な
く
て
人
間
論
が
中
心
な
の
で
あ
る
。

『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
表
れ
た
人
間
論
の
問
題
を
批
判
的
に
分
析
す
る
前
に
、
さ
ら
に
一
つ
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
か
ら
次
へ
と

移
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
争
に
対
す
る
北
森
の
認
識
問
題
と
、
そ
れ
に
関
す
る
韓
国
と
中
国
の
反
応
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
事

実
、『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
お
い
て
、
北
森
は
戦
争
に
関
す
る
直
接
的
言
及
を
ほ
と
ん
ど
し
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
時
代
を

死
の
時
代
、
あ
る
い
は
痛
み
の
時
代
と
呼
ぶ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
態
度
に
つ
い
て
、
李
ド
ン
ヨ
ン
は
、
太
平
洋
戦
争
に
よ
る
日

本
の
痛
み
に
の
み
集
中
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
痛
み
を
発
生
さ
せ
た
状
況
自
体
に
つ
い
て
の
反
省
を
本
書
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

と
の
批
判
を
提
起
す
る
）
28
（

。
ま
た
、
中
国
で
は
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
の
編
集
者
洪フ
ン
リ
ャ
ン亮
も
、
そ
の
序
文
で
「
彼
の
抽
象
化
さ
れ
た
痛
み
に
は
、

日
本
の
国
家
主
義
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
人
民
の
苦
し
み
が
欠
如
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
29
（

。
筆
者
は
、
痛
み
の
神
学
と
関
連
づ
け
て
こ
の

問
題
を
提
起
す
る
こ
と
は
、
韓
国
と
中
国
の
観
点
か
ら
は
可
能
な
批
判
で
あ
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
北
森

神
学
が
提
示
し
た
痛
み
の
問
題
に
関
す
る
接
近
の
仕
方
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
考
え
る
。
事
実
、
痛
み
の
問
題
に
関
し
て

見
出
さ
れ
る
北
森
神
学
の
問
題
は
、
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
問
題
は
、
痛
み
の
神
学
に
表
れ
た
人
間
論
を
扱
っ
た
後
、
結
論

の
と
こ
ろ
で
そ
の
意
味
と
限
界
の
問
題
を
叙
述
す
る
と
き
に
、
詳
し
く
扱
う
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、
今
か
ら
神
の
痛
み
の
神
学
に
表
れ

た
人
間
論
に
つ
い
て
、
本
格
的
に
探
っ
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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Ⅲ　
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
表
れ
た
人
間
論

1　
神
の
痛
み
の
根
拠
ま
た
土
台
と
し
て
の
審
美
的
人
間
論

前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
文
の
基
本
的
な
主
張
は
、
北
森
の
神
の
痛
み
の
神
学
の
核
心
あ
る
い
は
出
発
点
は
、
神
論
で
は
な
く
人

間
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
森
は
、
確
か
に
神
の
痛
み
と
い
う
、
明
ら
か
に
神
論
に
関
わ
る

主
題
か
ら
本
書
の
議
論
を
始
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
神
の
痛
み
に
関
す
る
議
論
が
依
拠
す
る
土
台
を
明
ら
か
に
す
る
際
に
は
、
何
が
北
森

神
学
の
基
礎
と
な
る
か
が
明
白
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

北
森
が
自
身
の
神
学
の
拠
り
所
と
し
て
い
る
聖
書
的
根
拠
が
明
ら
か
と
な
る
聖
句
は
、
エ
レ
ミ
ヤ
書
三
一
章
二
〇
節
の
言
葉
で
あ
る
。

「
エ
ホ
バ
い
ひ
た
ま
ふ
エ
フ
ラ
イ
ム
は
我わ
が

愛あ
い

す
る
と
こ
ろ
の
子こ

悦よ
ろ
こ

ぶ
と
こ
ろ
の
子こ

な
ら
ず
や
、
我わ
れ

彼か
れ

に
む
か
ひ
て
語か
た

る
毎こ
と

に
彼か
れ

を
念お
も

は
ざ

る
を
得え

ず
、
是こ
れ

を
も
て
我わ

が
腸
は
ら
わ
た

か
れ
の
為た
め

に
痛い
た

む
、
我わ
れ

必か
な
ら

ず
彼か
れ

を
恤あ
わ
れ

む
べ
し
」。
彼
は
こ
こ
で
腸
は
ら
わ
た

痛い
た

む
（hā

・m
ū

m
ê

・'ay

）

と
い
う
表
現
を
中
心
に
分
析
す
る
の
で
あ
る
が
、
ル
タ
ー
訳
（m

ein H
erz bricht m

ir

）
と
日
本
語
の
文
語
訳
、
そ
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の

注
釈
を
土
台
と
し
て
、
こ
れ
を
神
の
痛
み
（schm

erz, dolor

）
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
）
30
（

。

こ
の
よ
う
に
エ
レ
ミ
ヤ
書
三
一
章
二
〇
節
に
基
づ
い
て
聖
書
に
お
け
る
痛
み
の
概
念
を
確
認
し
た
後
に
、
彼
は
イ
ザ
ヤ
書
六
三
章
一
五

節
（
ね
が
は
く
は
天て
ん

よ
り
俯ふ
し

視み
そ

な
は
し 

そ
の
榮え
い

光く
わ
う

あ
る
き
よ
き
居す
み
か所

よ
り
見み

給た
ま

へ
汝な
ん
じ

の
熱ね
っ

心し
ん

と
汝な
ん
じ

の
大ち
か
ら能

あ
る
み
わ
ざ
と
は
今い
ま

い
づ
こ

に
あ
り
や 

汝な
ん
じ

の
切せ
つ

な
る
仁い
つ
く
し
み慈
と
憐あ
わ
れ
み憫
と
は
お
さ
へ
ら
れ
て
我わ
れ

に
あ
ら
は
れ
ず
）
を
基
に
し
て
、
こ
の
痛
み
を
憐
憫
あ
る
い
は
愛
の
概
念

と
聖
書
言
語
的
に
関
連
づ
け
る
の
で
あ
る
）
21
（

。
こ
こ
で
、
仁い
つ
く
し
み慈
と
愛
と
い
う
言
葉
は hā m

ā h 
と
い
う
動
詞
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
北
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森
は
こ
こ
で
の
意
味
を
、
先
に
取
り
上
げ
た
エ
レ
ミ
ヤ
書
の
場
合
と
は
異
な
り
、
我
々
の
罪
悪
に
も
か
か
わ
ら
ず
常
に
変
わ
る
こ
と
な
き
神

の
愛
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
北
森
は
、
こ
う
し
た
聖
書
言
語
的
分
析
を
基
に
、hā m

ā h 

と
い
う
動
詞
に
関
し
て
、

次
の
よ
う
に
結
論
を
下
す
の
で
あ
る
。

か
く
考
察
し
て
来
る
と hā m

ā h 

な
る
語
が
、
同
時
に
「
痛
み
」
と
「
愛
」
と
に
融
通
可
能

0

0

0

0

な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

発
見
し
得
る
の
で
あ
る
。
神
の
愛
に
背
い
て
い
る
人
間
に
注
が
れ
る
神
の
愛
、
す
な
わ
ち
「
神
の
痛
み
」
は
、
こ
の
人
間
の
叛

逆
を
全
く
征
服
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
た
だ
ち
に
ま
た
神
の
「
愛
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に hā m

ā h 

な
る
語
が
同

時
に
「
痛
み
」
と
「
愛
」
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
語
学
上
の
秘
義
で
は
な
く
、
こ
の
語
の
指
し
示
す
恩
寵
の
事
実

0

0

0

0

0

の

秘
義
で
あ
る
。
即
ち
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
が
た
だ
ち
に
復
活
の
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
宣
義
が
た
だ
ち
に
聖
化
で
あ
る
と
い
う
恩

寵
の
秘
義
で
あ
る
）
32
（

。

わ
れ
わ
れ
は
北
森
の hā m

ā h 

と
い
う
動
詞
に
関
す
る
分
析
に
お
い
て
、
大
き
な
論
理
的
飛
躍
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
め
、
彼

は
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
注
釈
者
た
ち
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
忠
実
に
こ
の
動
詞
の
意
味
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、

終
わ
り
に
な
る
と
、
彼
は
そ
の
分
析
を
急
に
十
字
架
と
復
活
、
そ
し
て
宣
義
と
聖
化
の
間
に
お
け
る
弁
証
法
的
関
係
と
結
び
つ
け
る
の
で
あ

る
。
事
実
、
傍
か
ら
見
る
と
論
理
的
飛
躍
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
展
開
は
、
北
森
が
エ
レ
ミ
ヤ
書
三
一
章
二
〇
節
の
解
釈
を
イ
ザ
ヤ
書

六
三
章
一
五
節
の
解
釈
と
結
び
つ
け
る
以
前
に
、
エ
レ
ミ
ヤ
書
に
関
す
る
分
析
の
結
論
部
分
に
お
い
て
す
で
に
発
展
さ
せ
て
い
た
エ
レ
ミ
ヤ

書
の
分
析
に
関
す
る
準
―
形
而
上
学
的
な
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
見
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
神
の
痛
み
」
は
「
神
の
愛
」
と
は
別
の

0

0

事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
「
神
の
痛
み
」
は
「
神
の
愛
」
に
一
旦
既
に
背0
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い
て

0

0

い
る
者
へ
の
愛
で
あ
る
。「
神
の
痛
み
」
は
直
接
的
な
「
神
の
愛
」
を
ば
否
定
的
媒
介
契
機
と
し
て
自
己
の
中
に
止
揚
し

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
神
の
愛
」
よ
り
一
段
高
次
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
こ
そ
「
神
の
痛
み
」
は
十
字
架
の
愛

0

0

0

0

0

を
証

す
る
も
の
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
…
…
直
接
的
な
「
神
の
愛
」
が
律
法

0

0

に
外
な
ら
ぬ
。
こ
の
律
法
に
よ
っ
て
証
せ
ら
れ
つ

つ
、
し
か
も
こ
の
律
法
の
外
に
顕
わ
れ
た
神
の
愛
こ
そ
、
福
音

0

0

と
し
て
の
「
神
の
痛
み
」
で
あ
る
。「
神
の
痛
み
」
も
十
字
架

の
愛
も
共
に
神
の
愛
を
否
定

0

0

し
て
い
る
人
間
の
罪
を
否
定

0

0

し
て
注
が
れ
る
愛
、
即
ち
否
定
の
否
定
と
し
て
の
絶
対
肯
定

0

0

0

0

の
愛
で

あ
る
）
33
（

。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
北
森
の
語
る
神
の
痛
み
と
愛
と
の
間
の
関
係
が
、
聖
書
的
根
拠
か
ら
始
ま
る
よ
り
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
弁
証
法
の
止

揚
概
念
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
点
を
明
確
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
神
の
痛
み
の
神
学
に
お
い
て
、
神
理
解
の
核
心

的
概
念
と
し
て
提
示
す
る
神
の
痛
み
と
愛
と
を
結
び
つ
け
る
根
拠
は
、
こ
の
聖
書
言
語
的
分
析
に
お
い
て
も
聖
書
の
注
釈
的
な
根
拠
で
は
な

く
、
彼
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
神
の
痛
み
と
愛
に
対
す
る
弁
証
法
的
思
考
な
の
で
あ
る
。
今
少
し
果
敢
に
主
張
す
る
な
ら
ば
、
北
森
が
エ
レ

ミ
ヤ
書
三
一
章
二
〇
節
を
も
っ
て
神
の
痛
み
を
発
見
し
、
こ
れ
を
神
の
愛
と
弁
証
法
的
関
係
を
も
っ
て
捉
え
た
の
は
、
徹
底
し
た
聖
書
注
釈

に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
彼
が
影
響
を
受
け
て
い
た
京
都
学
派
の
仏
教
的
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
見
方
を
、
エ
レ
ミ
ヤ
三
一
章
二
〇
節
に
投
射

し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
思
考
と
い
う
見
地
か
ら
見
出
さ
れ
る
神
の
痛
み
と
愛
と
の
関
係
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
何
は
さ
て
お
き
、
神
の
痛
み
と
愛
と
の
関
係
は
、
こ
れ
を
対
等
な
水
準
に
お
け
る
反
対
命
題
あ
る
い
は
対
立
命
題
と
見
な
す
こ
と
は
で

き
な
い
。「
神
の
『
愛
』
が
神
の

0

0

『
痛
み

0

0

』
そ
の
も
の
の
勝
利

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
限
り
、『
愛
』
は
『
痛
み
』
の
延
長
も
し
く
は
余
韻
で
あ
り
、『
痛
み
』

と
い
う
一
の
事
実
か
ら
分
析
的

0

0

0

に
出
て
く
る
必
然
的
な
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
限
り
『
愛
』
は
『
痛
み
』
の
『
裏
側
』（
ヴ
レ
ー
デ
）

に
伴
い
持
た
れ
て
お
る
も
の
で
あ
り
、『
痛
み
』
は
『
愛
』
の
お
い
て
在
る
場
所
で
あ
る
）
34
（

」。 
も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
愛
が
痛
み
に
完
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全
に
止
揚
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
。「
こ
の
現
実
と
い
う
面
か
ら
見
ら
れ
る
限
り
、『
愛
』
は
『
痛
み
』
と
は
別
の

0

0

事
態
で
あ
る
）
35
（

」。
こ
う
し
た

彼
の
主
張
に
注
目
す
る
な
ら
、
愛
と
痛
み
の
関
係
は
、
完
全
な
総
合
な
き
止
揚
関
係
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
な
ら
、
愛
の
反
対
命

題
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

北
森
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
神
の
怒
り
で
あ
る
。
北
森
は
、
神
の
怒
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
は
っ
き
り
語
り
つ
つ
、
神
の
愛
、
神
の
怒

り
、
痛
み
と
の
関
係
を
整
理
し
て
い
る
。

神
が
生
け
る
神
で
あ
り
真
実
の
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
我
々
罪
人
に
死
を
命
じ
給
う
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
明
ら

か
に
な
る
。
こ
の
事
実
が
神
の
怒

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
…
…
神
の
痛
み

0

0

は
、
こ
の
神
の
怒
の
対
象
を
愛
せ
ん
と
し
給
う
神
の
御
心

で
あ
る
。
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
（T

heodosius H
arnack

）
は
、
十
字
架
に
お
い
て
は
神
の
怒
と
神
の
愛
と
い
う
二

つ
の
も
の
か
ら
第
三
の
も
の

0

0

0

0

0

（tertium
）
が
生
じ
た
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
「
第
三
の
も
の
」
こ
そ
神
の
痛
み
で
あ
る
。
ル

タ
ー
に
よ
れ
ば
、
ゴ
ル
ゴ
タ
に
お
い
て
は
「
神
が
神
と
闘
っ
た
」
の
で
あ
る
（da streydet G

ott m
it G

ott

）。
い
か
に
し
て

も
罪
人
に
死
を
命
じ
給
う
べ
き
神
と
こ
の
罪
人
を
愛
せ
ん
と
し
給
う
神
と
が
闘
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
神
が
別
の
神
で
は
な
く

し
て
同
一
の
神

0

0

0

0

で
あ
り
給
う
と
い
う
事
実
こ
そ
、
神
の
痛
み
で
あ
る
）
36
（

。

結
局
の
と
こ
ろ
、
神
の
痛
み
と
は
、
罪
人
に
対
す
る
神
の
怒
り
と
愛
の
対
立
に
お
け
る
第
三
の
定
立
と
し
て
登
場
し
た
概
念
な
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
神
を
理
解
す
る
た
め
の
最
も
深
い
原
理
と
は
愛
で
も
怒
り
で
も
な
く
、
そ
の
両
者
全
て
を
包
む
痛
み
な
の
で
あ
る
。
彼
は

こ
の
包
む
と
い
う
概
念
の
契
機
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
中
に
あ
る
と
い
う
事
実
を
認
め
る
こ
と
で
、
神
の
痛
み
に
つ
い
て
の
自
ら
の
分

析
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
負
っ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
認
め
る
の
で
あ
る
）
37
（

。
つ
ま
り
、
先
ほ
ど
筆
者
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
北
森
が
愛
の
神

と
怒
り
の
神
の
間
の
対
立
を
解
決
す
る
弁
証
法
的
契
機
を
見
つ
け
よ
う
と
し
た
動
機
の
背
後
に
は
、
当
時
の
京
都
学
派
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
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哲
学
の
影
響
が
明
確
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
北
森
自
ら
が
認
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
は
、
彼
の
最
も
説
得
力
に
欠
け

る
部
分
で
は
あ
る
が
、
北
森
の
神
学
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
、
特
に
京
都
学
派
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
）
38
（

。

ま
た
マ
イ
ヤ
ー
も
、
北
森
の
解
釈
が
様
々
な
面
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
39
（

。

し
か
し
、
北
森
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
神
概
念
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
お
い
て
こ
の

よ
う
に
対
立
す
る
両
者
を
包
む
も
の
は
、
相
互
に
傷
つ
け
合
う
特
殊
者
で
は
な
く
、
自
ら
は
こ
う
し
た
こ
と
に
影
響
を
受
け
な
い
一
般
者
で

あ
る
の
に
対
し
、
北
森
の
包
む
神
は
痛
む
神
だ
か
ら
で
あ
る
）
40
（

。
北
森
の
痛
む
神
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
観
点
か
ら
見
た
と
き
、
十
分
に
包
む

絶
対
者
、
あ
る
い
は
完
全
に
止
揚
す
る
絶
対
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
北
森
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に

お
け
る
痛
み
の
よ
う
な
感
情
は
、
い
ま
だ
表
象
（Vorstellung

）
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
上
位
の
総
合
的
概
念
（B

egriff

）

に
は
至
れ
ず
に
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
）
41
（

。
感
情
―
表
象
―
概
念
を
経
て
、
神
に
つ
い
て
の
完
全
な
る
知
識
へ
と
至
る
道
を
提
示
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
学
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
神
の
痛
み
な
る
も
の
は
、
未
だ
表
象
の
段
階
に
も
至
れ
ず
に
い
る
の
で
あ
っ
て
、
十
分
絶
対
的
に
包
む
最

終
的
な
総
合
と
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る
）
42
（

。
し
か
し
北
森
は
、
神
の
痛
み
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
語
る
表
象
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
領
域
を
指
し
示

す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
）
43
（

。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
北
森
は
、
西
田
幾
多
郎
と
共
に
京
都
学
派
を
率
い
た
思
想
家
で
あ
り
、
自
身
の
師

匠
で
も
あ
っ
た
田
辺
元
の
文
章
を
挙
げ
、
そ
こ
で
は
愛
が
絶
対
弁
証
法
的
理
性
の
感
情
的
支
え
に
な
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
基
づ
き
、
神
の
痛
み
は
表
象
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
）
44
（

。
特
に
「
人
間
の
罪
と
共
に
自
ら
痛
み
悩
む
こ
と

な
く
単
に
超
然
と
し
て
之
を
超
え
る
絶
対
は
、
之
を
愛
と
呼
び
神
と
称
し
、
慈
悲
と
唱
へ
仏
と
呼
ぶ
も
、
我
々
の
宗
教
的
要
求
を
満
足
す
る

も
の
で
な
い
と
共
に
、
そ
の
普
遍
性
は
無
媒
介
な
る
包
越
に
留
ま
り
絶
対
媒
介
の
意
味
に
於
け
る
具
体
的
普
遍
で
は
あ
り
得
な
い
）
45
（

」
と
い
う

部
分
が
、
北
森
の
主
張
を
裏
付
け
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
構
造
に
依
拠
し
つ
つ
、

な
お
ヘ
ー
ゲ
ル
の
根
本
的
概
念
構
造
と
性
格
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
点
、
そ
し
て
そ
の
根
拠
が
論
理
的
構
造
批
判
自
体
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
人
間
の
宗
教
的
要
求
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
適
切
な
批
判
で
あ
る
と
は
見
な
し
難
い
。
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
論
理
的
か
つ
構
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造
的
弱
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
森
が
神
の
痛
み
を
神
概
念
の
核
心
と
し
て
提
示
す
る
根
本
的
な
動
機
と
は
何
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

論
理
的
で
構
造
的
な
限
界
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悲
し
み
あ
る
い
は
痛
み
を
神
理
解
の
根
源
と
見
な
す
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に

で
は
な
く
、
自
然
と
悲
し
み
を
感
じ
て
表
す
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
強
調
す
る
日
本
的
審
美
主
義
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
森

は
、
神
の
痛
み
の
神
学
が
主
知
主
義
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
超
え
る
と
い
っ
た
主
張
を
提
示
し
た
後
、
神
の
痛
み
の
神
学
が
学
問
と
し
て
価

値
を
持
つ
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
日
本
的
審
美
主
義
を
も
っ
て
主
張
す
る
）
46
（

。
そ
し
て
、
こ
の
日
本
的
審
美
主
義
の
代
表
例
と
し
て
、
本

居
宣
長
が
日
本
の
『
古
事
記
』
に
出
て
く
る
大
和
朝
廷
の
日
本
武
尊
命
（
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
）
に
関
し
て
言
及
し
た
内
容
を
挙
げ

る
。
そ
し
て
、
彼
は
「
日
本
的
な
る
も
の
は
『
悲
し
む
べ
き
事
を
ば
悲
し
み
泣
』
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
『
つ
つ
み
隠
し
て
其
色
を
見

せ
』
ぬ
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
つ
つ
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
代
表
さ
れ
る
日
本
的
審
美
主
義
が
神
の
痛
み
を
主
張
す
る
基
礎
で
あ
る
こ

と
を
顕
わ
と
す
る
の
で
あ
る
。
朴パ
ク
・
ギ
ュ
テ

奎
太
に
よ
れ
ば
、
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
、
事
と
物
と
に
代
弁
さ
れ
る
存
在
一
般
に
共
感
し
共

鳴
し
て
万
事
の
心
を
知
る
こ
と
を
意
味
す
る
）
47
（

。
さ
ら
に
進
ん
で
、
宣
長
は
も
の
の
あ
は
れ
を
個
人
の
精
神
活
動
を
超
え
て
家
庭
や
国
に
ま
で

適
用
し
た
）
48
（

。
ま
た
金キ
ム

テ
ホ
に
よ
れ
ば
、「
も
の
の
あ
は
れ
は
、
人
間
の
感
情
ば
か
り
か
、
神
話
に
登
場
す
る
神
の
感
情
と
し
て
も
理
解
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
人
間
と
神
の
間
の
交
感
可
能
性
ま
で
を
も
確
言
」
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
）
49
（

。
す
な
わ
ち
、
も
の
の
あ
は
れ
は
、

当
時
の
日
本
人
の
世
界
観
に
お
い
て
、
個
人
、
共
同
体
、
歴
史
の
み
な
ら
ず
神
の
領
域
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
普
遍
的
感
性

に
基
づ
い
た
認
識
論
で
あ
る
と
整
理
し
得
る
の
で
あ
る
）
50
（

。
こ
う
し
た
点
で
、
李
ウ
ォ
ン
ジ
ェ
が
「
解
題
」
に
お
い
て
宣
長
の
も
の
の
あ
は
れ

を
基
礎
と
す
る
痛
み
の
情
緒
に
つ
い
て
理
解
し
た
こ
と
が
、
北
森
が
神
に
お
い
て
痛
み
を
発
見
し
、
人
間
に
お
い
て
痛
み
を
発
見
し
、
神
と

人
間
と
が
痛
み
を
共
感
す
る
際
の
基
礎
と
な
る
と
見
る
こ
と
に
は
、
明
ら
か
に
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
）
51
（

。
す
な
わ
ち
、
北
森
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学

を
基
礎
と
し
な
が
ら
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
超
え
て
、
神
の
根
本
的
属
性
と
し
て
痛
み
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の

伝
統
内
に
お
け
る
反
省
の
影
響
で
は
な
く
、
当
時
の
日
本
の
国
学
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
日
本
的
審
美
主
義
あ
る
い
は
感
性
的
認
識
論
の
影

響
が
大
き
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
北
森
の
神
の
痛
み
に
関
す
る
理
解
の
根
源
は
、
伝
統
的
神
論
に
つ
い
て
の
直
接
的
再
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解
釈
に
で
は
な
く
、
当
時
の
日
本
の
審
美
的
人
間
理
解
に
深
く
根
付
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
北
森
の
神
の
痛
み
の
神
学
の
基
礎
は
、
前
章

に
お
い
て
論
究
し
た
西
欧
に
既
存
の
解
釈
的
方
向
と
は
異
な
る
神
学
的
人
間
論
の
方
に
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、
今
か

ら
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
感
性
的
人
間
理
解
に
基
づ
い
て
、
神
と
人
間
の
痛
み
を
い
か
に
類
比
的
・
象
徴
的
に
結
び
つ

け
ら
れ
る
か
、
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
探
っ
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

2　
痛
み
の
類
比
と
象
徴
に
表
れ
た
人
間
論

『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
お
い
て
は
、「
人
間
の
痛
み
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
単
な
る
闇
で
あ
り
無
意
義
で
あ
り
非
生
産
的
」
で
あ
っ
て
、

何
よ
り
も
そ
の
本
質
は
「
神
の
怒
り
」
で
あ
る
）
52
（

。
そ
の
痛
み
に
は
意
味
が
あ
り
、
神
の
痛
み
を
も
っ
て
人
間
の
痛
み
が
癒
や
さ
れ
る
た
め
に

は
、
神
の
痛
み
と
人
間
の
痛
み
と
が
い
か
な
る
仕
方
で
あ
れ
結
び
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
「
痛
み
の
類

比
（analogia doloris

））53
（

」
と
い
う
。
北
森
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
存
在
の
類
比
（analogia entis

）
を
批
判
し
、
痛
み
の
類
比
が
持
つ
強
み
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
）
54
（

。
類
比
と
は
、
非
類
似
性
の
中
で
類
似
性
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
存
在
の
類
比
は
人
間
存
在
を
媒

介
と
し
て
類
似
性
を
語
る
も
の
と
し
て
、
結
局
は
人
間
の
不
従
順
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
）
55
（

。
北
森
は

こ
の
不
従
順
な
る
問
題
を
解
決
し
得
る
唯
一
の
類
比
こ
そ
が
痛
み
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
マ
リ
ア
に
お
い
て
イ
エ
ス
を
媒
介
と
し
「
神
の
痛

み
と
人
間
の
痛
み
が
結
び
合
わ
」
さ
れ
た
よ
う
に
、
神
の
痛
み
の
対
象
で
あ
る
「
人
間
を
媒
介
に
し
て
神
の
痛
み
と
人
間
の
痛
み
が
結
び
合

わ
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
56
（

。

こ
の
よ
う
な
痛
み
の
類
比
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
北
森
は
存
在
の
類
比
に
言
及
し
つ
つ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
い

て
信
仰
の
類
比
（analogia fidei

）
は
容
認
さ
れ
る
も
の
の
、
信
仰
の
類
比
は
存
在
の
類
比
の
持
つ
問
題
を
解
決
し
な
い
で
除
去
す
る
た
め
、

実
質
的
に
は
存
在
の
類
比
の
持
つ
不
従
順
と
い
う
問
題
を
具
体
的
に
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
）
57
（

。
こ
の
こ
と
は
、
信
仰
の
類
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比
が
人
間
的
可
能
性
を
完
全
に
拒
否
す
る
こ
と
で
、
類
比
と
し
て
の
機
能
、
す
な
わ
ち
神
と
人
間
と
を
実
質
的
に
結
び
つ
け
る
機
能
が
果
た

せ
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
バ
ル
ト
の
語
る
信
仰
の
類
比
は
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
認
識
の
可
能

性
を
語
る
も
の
と
し
て
存
在
の
類
比
が
持
つ
問
題
を
弁
証
法
的
に
止
揚
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
通
し
て
北
森
の
提
起
す
る
不
従
順

の
問
題
を
よ
り
急
進
的
か
つ
根
本
的
に
解
決
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
）
58
（

。
こ
の
こ
と
に
比
す
れ
ば
、
痛
み
の
類
比
と
は
、
結
局

は
神
の
痛
み
を
基
に
人
間
を
媒
介
と
し
て
神
と
人
間
と
が
結
ば
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人
間
の
媒
介
と
い
う
概
念
自
体
を
維
持
す

る
と
い
う
点
で
、
信
仰
の
類
比
の
見
地
か
ら
は
、
む
し
ろ
不
従
順
の
可
能
性
を
い
ま
だ
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
大
き
な

問
題
は
、
痛
み
の
類
比
に
お
い
て
実
際
に
真
の
媒
介
と
な
る
の
は
、
人
間
で
は
な
く
痛
み
と
い
う
感
情
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
実
際

の
と
こ
ろ
、
痛
み
の
類
比
に
お
い
て
神
と
人
間
と
を
結
び
つ
け
る
究
極
的
類
似
性
と
は
、
結
局
は
痛
み
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
既

述
の
よ
う
に
、
北
森
の
暗
黙
的
な
痛
み
に
関
す
る
認
識
の
基
礎
は
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
国
学
で
提
示
さ
れ
て
い
た
日
本
的
感
性
に
基
づ

く
認
識
原
理
と
し
て
の
も
の
の
あ
は
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
な
ら
、
痛
み
の
類
比
は
存
在
の
類
比
を
完
全
に
克
服
し
た
も

の
と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
人
間
の
主
体
に
関
す
る
感
性
的
理
解
に
基
づ
い
た
存
在
の
類
比
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
北
森
は
痛
み
の
類
比
に
基
づ
い
て
、
痛
み
の
象
徴
化
と
い
う
概
念
を
提
示
す
る
。
彼
は
エ
レ
ミ
ヤ
書
三
一
章
二
〇
節
に
表
れ
た
神

の
痛
み
に
つ
い
て
の
分
析
を
提
示
し
た
後
に
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
痛
み
を
直
接
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
神
の
痛
み
に
仕
え
る
こ
と
で
の
み
こ

の
痛
み
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、「
こ
の
奉
仕
は
、
我
々
の
痛
み
が
神
の
痛
み
の
象
徴
（Sym

bol

）
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
」
の
だ
と
主
張
す
る
）
59
（

。
そ
し
て
彼
は
一
歩
進
め
て
、「
人
間
の
痛
み
が
神
の
痛
み
の
象
徴
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
痛
み
と
い
う
事
態

を
通
し
て
神
と
人
間
と
が
結
合
さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
整
理
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
痛
み
の
象
徴
に
つ
い
て
理

解
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
中
心
と
な
る
媒
体
は
痛
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
）
60
（

。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
結
合
を
保
証
す
る
も
の
は
人
間
の
痛
み
で
は
な
く
神
の
痛
み
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
は
い
る
の
だ
が
）
61
（

、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
痛
み
の
象
徴
と
い
う
概
念
も
ま
た
痛
み
の
類
比
と
同
様
の
問
題
、
す
な
わ
ち
神
ご
自
身
よ
り
も
痛
み
の
方
が
さ
ら
に
上
位
の
概
念
と
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な
っ
て
、
神
が
痛
み
に
還
元
さ
れ
る
危
険
性
に
、
よ
り
明
確
に
述
べ
る
な
ら
、
痛
み
に
基
づ
く
人
間
の
実
存
理
解
に
還
元
さ
れ
る
危
険
に
処

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

北
森
の
提
示
す
る
痛
み
の
象
徴
概
念
に
つ
い
て
も
う
一
つ
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
神
の
痛
み
の
象
徴
化
に
お
い
て
は
少
数
者
の
み
が
神
の

痛
み
の
象
徴
と
な
り
、
ま
た
神
の
痛
み
に
仕
え
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
選
民
意
識
で
あ
る
。
彼
は
イ
ザ
ヤ
書
五
二
章
一
三
節

か
ら
五
三
章
一
二
節
の
苦
難
の
主
の
僕
に
関
す
る
当
時
の
注
釈
に
基
づ
い
て
、
主
の
僕
の
意
味
は
南
ユ
ダ
王
国
滅
亡
期
お
よ
び
捕
囚
期
に
苦

難
の
中
に
あ
っ
た
「
現
実
の
イ
ス
ラ
エ
ル
一
般
・
少
数
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
・
個
人
」
と
し
て
、
あ
る
種
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
形
成
す
る
と
主
張

す
る
の
で
あ
る
）
62
（

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
主
の
僕
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
お
い
て
は
、
特
に
少
数
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と
個
人
と
が
象
徴
的
に
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
あ
る
神
の
痛
み
を
指
す
も
の
と
見
る
）
63
（

。
す
な
わ
ち
、
苦
難
の
時
期
に
少
数
者
が
神
の
痛
み
に
仕
え
る
こ
と
で
神
の

痛
み
の
象
徴
に
な
る
と
い
う
、
一
種
の
選
民
主
義
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
聖
書
注
釈
的
側
面
に
お
い

て
も
象
徴
論
的
側
面
に
お
い
て
も
、
特
に
言
及
す
る
ほ
ど
の
特
異
な
点
は
見
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
注
目
す
べ
き
視
点
は
、
北
森
の
次
の

主
張
で
あ
る
。「
神
の
痛
み
の
象
徴
と
な
る
こ
と
は
果
た
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
家
の
み
に
許
さ
れ
る
こ
と
と
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
今

日
の
我
々
も
ま
た
こ
の
途
に
従
う
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
む
し
ろ
『
主
の
僕
』
の
途
に
従
い
歩
む
べ
く
努
め
る
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
）
64
（

」。
北
森
は
捕
囚
期
イ
ス
ラ
エ
ル
の
苦
難
と
痛
み
と
を
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
人
々
が
体
験
し
て
い
た
苦
難
と
痛
み
と
に
対

比
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
時
期
に
神
の
象
徴
と
な
る
少
数
者
と
は
誰
か
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
い
に
関
し
て
は
、
一
一

章
「
神
の
痛
み
と
福
音
史
」
に
お
い
て
そ
の
少
数
者
と
は
ま
さ
に
日
本
の
民
衆
〈
訳
注
：
庶
民
〉
で
あ
る
と
答
え
る
の
で
あ
る
）
65
（

。
彼
は
一
一

章
で
「
時
期
の
限
」
な
ら
び
に
「
居
住
の
界
」
な
る
概
念
を
用
い
て
あ
る
種
の
救
済
史
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
を
基
礎
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
最
初
は
ロ
ー
マ
人
、
ま
た
宗
教
改
革
以
後
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
福
音
の
担
い
手
で
あ
っ
た
も
の
の
）
66
（

、

彼
ら
は
福
音
の
核
心
た
る
神
の
痛
み
と
し
て
の
福
音
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
主
張
す
る
）
67
（

。
そ
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
、
福
音
の
核
心

た
る
神
の
痛
み
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
同
様
、
戦
争
と
喪
失
と
い
う
苦
し
み
を
体
験
し
つ
つ
あ
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
と
い
う
時
期
に
、
そ
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の
苦
し
み
を
十
全
に
体
験
し
つ
つ
あ
る
日
本
の
居
住
の
界
内
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
）
68
（

。
そ
し
て
、
神
の
苦

し
み
を
よ
く
理
解
し
仕
え
る
た
め
の
条
件
は
、
す
で
に
戦
前
よ
り
日
本
の
庶
民
の
暮
ら
し
あ
る
い
は
そ
の
精
神
の
中
心
に
準
備
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
は
ま
さ
に
歌
舞
伎
と
い
う
日
本
の
伝
統
劇
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
「
つ
ら
さ
」
で
あ
る
）
69
（

。
北
森
は
、
こ
の
つ
ら
さ

こ
そ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
悲
劇
と
異
な
っ
て
、
特
に
人
間
関
係
に
お
い
て
生
じ
る
痛
み
の
感
情
で
あ
り
、
ま
た
特
に
大
逆
罪
を
テ
ー

マ
と
す
る
代
表
的
な
劇
に
お
い
て
主
君
や
他
者
の
た
め
に
自
ら
の
子
を
苦
し
め
、
あ
る
い
は
死
な
せ
る
こ
と
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
痛
み
の
感

情
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
は
他
の
い
か
な
る
痛
み
に
も
ま
さ
っ
て
イ
エ
ス
を
十
字
架
に
引
き
渡
す
神
の
痛
み
に
近
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
神

の
痛
み
は
当
時
の
日
本
の
痛
み
に
よ
っ
て
最
も
鮮
明
に
象
徴
化
さ
れ
る
の
だ
と
、
主
張
す
る
の
で
あ
る
）
70
（

。

北
森
が
自
分
な
り
の
救
済
史
的
理
解
に
基
づ
い
て
、
日
本
の
痛
み
が
当
時
と
し
て
は
神
の
痛
み
に
最
も
よ
く
仕
え
る
も
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
神
の
痛
み
を
最
も
よ
く
媒
介
す
る
象
徴
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
は
、
北
森
が
本
来
意
図
し
た
読
者
が
日
本
人
で
あ
っ
て
、
す
べ
て

の
学
問
的
主
張
に
は
一
種
の
自
国
文
化
中
心
性
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、
十
分
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
主
張
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、
北
森
が
試
み
た
神
の
痛
み
に
関
す
る
分
析
基
盤
は
、
聖
書
や
既
存
の
神
学
的
伝
統
に
あ
る
わ
け
で
は
な

く
、
日
本
に
お
け
る
人
間
理
解
の
方
に
あ
る
と
い
う
点
が
、
よ
り
一
層
明
確
と
な
る
の
で
あ
る
。
神
の
痛
み
の
神
学
を
も
っ
て
日
本
の
痛
み

を
止
揚
す
る
、
あ
る
い
は
癒
や
す
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
神
の
痛
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
認
識
論
的
立
場
か
ら
神
の
痛

み
を
最
も
切
実
か
つ
正
確
に
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
日
本
の
心
、
す
な
わ
ち
つ
ら
さ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
北
森
は
、

つ
ら
さ
を
知
る
人
間
は
「
物
を
知
る
人
間
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
物
と
は
先
に
日
本
の
感
性
的
美
学
の
核
心
概
念
と
し
て
の
「
も
の

の
あ
は
れ
」
の
認
識
対
象
と
な
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
つ
ら
さ
な
る
概
念
も
、
前
述
の
も
の
の
あ
は
れ
と
い
う
感
性
的
認
識
論
の

範
疇
を
も
っ
て
把
握
し
得
る
、
極
め
て
日
本
的
な
人
間
理
解
に
基
づ
い
た
概
念
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
北
森
の
神
の
痛
み
の
理
解
の
核
心
が
日
本
的
な
人
間
理
解
あ
る
い
は
当
時
の
日
本
の
民
衆
が
被
っ
て
い
た
苦
し
み
の
実
存
と
い

う
点
を
再
び
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
結
論
的
に
言
う
な
ら
、
北
森
は
、
当
時
の
日
本
の
苦
し
み
と
い
う
実
存
の
中
で
、
国
学
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の
影
響
を
受
け
た
感
性
的
認
識
論
の
影
響
の
下
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
弁
証
法
的
構
造
を
用
い
て
、
神
の
痛
み
と
い
う
主
題
を
神
学
的
に
解
き

ほ
ぐ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

Ⅳ　

結
論
――
コ
ロ
ナ
時
代
と
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
の
人
間
論
の
寄
与
と
限
界

1　
コ
ロ
ナ
期
に
お
け
る
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
の
人
間
論
の
寄
与
の
可
能
性

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
総
合
す
る
と
、『
神
の
痛
み
の
神
学
』
の
土
台
か
つ
根
本
と
な
る
関
心
事
は
、
既
存
の
学
界
で
の
関
心
事
で
あ
っ
た

神
の
属
性
と
し
て
の
痛
み
に
関
す
る
議
論
に
で
は
な
く
、
日
本
的
痛
み
と
い
う
実
存
に
お
い
て
出
会
う
神
に
つ
い
て
の
描
写
と
苦
し
み
の
解

決
に
あ
る
と
言
え
、
そ
の
よ
う
な
点
で
神
論
に
で
は
な
く
神
学
的
人
間
論
に
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
北
森
に
よ
る
神
の
痛
み
の
分
析

の
基
底
に
は
、
日
本
の
感
性
的
美
学
と
認
識
論
の
核
心
と
も
い
い
得
る
「
も
の
の
あ
は
れ
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
感
性
的
認
識
論
は
、

再
び
ル
タ
ー
的
十
字
架
の
神
学
と
、
当
時
の
京
都
学
派
の
仏
教
的
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
よ
る
弁
証
法
を
通
り
抜
け
て
、
神
の
痛
み
の
神
学
へ
と

発
展
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
神
の
痛
み
は
日
本
の
痛
み
と
し
て
、
さ
ら
に
は
当
時
苦
し
み
の
渦
中
に
あ
っ
た
世
界
を
癒
や
す

潜
在
力
を
も
つ
ア
ジ
ア
的
神
学
原
理
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
神
の
痛
み
の
神
学
』
に
見
出
さ
れ
る
人
間
論
は
、
今
日
コ
ロ
ナ
に
よ
る
苦
し
み
と
痛
み
の
中
に
あ
る
ア
ジ
ア
お
よ
び
世
界
に
対
し
、

日
本
的
人
間
理
解
を
土
台
と
し
て
世
界
の
痛
み
に
仕
え
る
可
能
性
を
提
示
し
て
く
れ
る
。
実
際
、
二
〇
二
一
年
に
カ
リ
ダ
・
チ
ュ
ー

（C
alida C

hu

）
は “T

heology of the Pain of G
od in the E

ra of C
O

V
ID

-19: the R
eflections on Sufferings by T

hree H
ong K

ong 

C
hurches through O

nline Service ”

（「C
O

V
ID

-19

の
時
代
に
お
け
る
神
の
痛
み
の
神
学
――
オ
ン
ラ
イ
ン
礼
拝
を
通
じ
た
三
つ
の
香
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港
教
会
の
苦
難
に
つ
い
て
の
反
省
」）
に
お
い
て
、C

O
V

ID
-19

期
の
香
港
教
会
が
体
験
し
つ
つ
あ
る
痛
み
を
神
学
的
に
説
明
し
洞
察
力
を

提
示
で
き
る
唯
一
の
ア
ジ
ア
神
学
は
、
北
森
の
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
で
あ
る
と
主
張
し
た
）
71
（

。
チ
ュ
ー
（C

hu

）
は
北
森
の
神
学
を
、
日
本

が
第
二
次
世
界
大
戦
の
痛
み
を
扱
う
神
学
的
方
法
で
あ
っ
た
と
理
解
し
つ
つ
、
今
日
の
コ
ロ
ナ
的
状
況
に
こ
の
神
学
が
適
用
さ
れ
る
と
き
、

コ
ロ
ナ
期
に
香
港
の
教
会
が
体
験
し
た
苦
し
み
や
苦
難
の
経
験
は
、
む
し
ろ
神
の
痛
み
と
連
合
す
る
道
で
あ
る
と
同
時
に
、
癒
や
し
の
道
と

も
な
り
得
る
も
の
と
見
な
す
）
72
（

。
も
ち
ろ
ん
チ
ュ
ー
（C

hu

）
の
解
釈
は
、
依
然
と
し
て
神
は
わ
れ
わ
れ
の
痛
み
に
共
感
し
て
く
だ
さ
る
お
方

で
あ
る
と
い
う
既
存
の
解
釈
に
傾
い
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
の
コ
ロ
ナ
と
い
う
痛
み
に
対
し
て

は
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
が
癒
や
し
の
役
割
を
担
う
可
能
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
傍
証
す
る
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
ら

か
に
北
森
の
神
の
痛
み
の
神
学
は
、
今
日
の
コ
ロ
ナ
的
状
況
に
お
い
て
痛
み
の
問
題
を
神
学
的
に
解
釈
し
、
ま
た
解
決
し
得
る
潜
在
的
力
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
潜
在
力
は
、
従
来
の
神
論
に
偏
っ
た
解
釈
よ
り
は
、
北
森
が
依
拠
す
る
神
学
化
さ
れ
た
日
本
的
人
間
論

に
直
接
的
根
拠
を
持
つ
な
ら
ば
、
よ
り
本
格
的
な
意
味
で
、
ア
ジ
ア
の
神
学
的
人
間
論
に
基
づ
く
世
界
的
貢
献
へ
と
発
展
し
得
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。2　

痛
み
の
問
題
に
関
す
る
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
の
人
間
論
の
限
界

こ
う
し
た
強
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
森
の
神
学
的
人
間
学
に
は
明
ら
か
に
限
界
が
あ
る
。
彼
の
神
学
的
人
間
学
は
、
あ
ま
り
に
も
感
性

的
側
面
に
の
み
偏
っ
て
お
り
、
そ
の
痛
み
の
結
果
を
癒
や
す
こ
と
に
集
中
す
る
だ
け
で
、
実
質
的
に
そ
の
痛
み
の
原
因
と
な
る
構
造
的
側

面
に
つ
い
て
は
沈
黙
す
る
と
い
う
特
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
北
森
の
神
学
的
人
間
学
に
無
批
判
に
従
う
よ
う
に
な
る
と
、
感
性
的
認
識
論
に

陥
っ
て
痛
み
を
起
こ
す
多
様
な
諸
要
因
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
解
決
策
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
高
い
。

こ
う
し
た
限
界
を
克
服
す
る
に
は
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
が “E

vil: a C
hallenge to Philosophy and T

heology ”

（「
悪
――
哲
学
と
神
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学
へ
の
挑
戦
」）
に
お
い
て
提
示
し
た
悪
と
苦
難
の
問
題
に
対
応
す
る
方
法
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
リ
ク
ー
ル
は
悪

と
苦
難
の
問
題
に
対
応
す
る
際
、
過
去
の
西
欧
神
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
理
性
的
な
説
明
の
問
題
に
の
み
こ
だ
わ
ろ
う
と
す
る
神
義

論
の
や
り
方
で
は
十
分
で
は
な
く
、
行
為
と
感
情
の
次
元
か
ら
接
近
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
）
73
（

。
悪
と
苦
難
の
問
題
は
思
考
の
次
元
を

も
っ
て
し
て
は
解
決
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
ず
は
行
為
の
次
元
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
）
74
（

。
悪
と
苦
難
の
問
題
は
正
し
か
ら

ざ
る
状
況
や
構
造
か
ら
発
生
す
る
た
め
、
ま
ず
は
そ
の
こ
と
に
対
す
る
批
判
を
し
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
状
況
や
構
造
を
改
め
、
あ
る
い
は

除
去
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
実
質
的
行
為
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
誰
か
が
怪
我
を
し
て
呻
い
て
い
る
と
き
、
そ
の
人
が
怪
我
を
し
た
理

由
を
い
く
ら
詳
し
く
正
確
に
説
明
し
て
も
、
そ
の
痛
み
が
消
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
実
質
的
に
薬
を
塗
っ
て
治
療
す
る
行
為
が

伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
実
質
的
行
為
だ
け
で
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
治

療
を
受
け
た
と
し
て
も
、
心
の
痛
み
ま
で
は
完
全
に
消
え
る
こ
と
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
リ
ク
ー
ル
も
北
森
同
様
、

痛
み
の
問
題
に
お
い
て
、
結
局
は
感
情
の
次
元
を
明
確
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
共
感
し
つ
つ
も
、
こ
の
痛
み
の
解
決
段
階

を
カ
タ
ル
シ
ス
の
段
階
、
詩
篇
に
表
れ
た
嘆
き
の
段
階
、
ヨ
ブ
記
に
表
れ
た
知
恵
の
三
段
階
と
し
て
提
示
し
た
後
、
最
後
に
可
能
な
解
決
点

と
し
て
十
字
架
を
通
し
た
受
容
の
次
元
を
最
終
段
階
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
）
75
（

。
こ
の
最
終
段
階
は
、
明
ら
か
に
北
森
と
共
に
二
〇
世
紀

に
登
場
し
、
モ
ル
ト
マ
ン
に
代
表
さ
れ
る
「
苦
し
み
の
神
学
」
を
指
す
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
で
、
リ
ク
ー
ル
の
悪
に
対
す
る
接

近
は
北
森
の
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
と
主
題
的
側
面
で
共
鳴
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
北
森
の
立
場
と
は
違
い
を
見
せ
な
が
ら
も
洞
察
力

を
示
す
部
分
は
、
前
述
の
行
為
的
次
元
が
痛
み
の
問
題
解
決
に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
点
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
例
を
再

び
用
い
る
な
ら
、
負
傷
し
て
呻
い
て
い
る
人
に
対
し
て
、
そ
の
呻
き
が
い
く
ら
神
の
痛
み
の
象
徴
と
し
て
意
味
が
あ
り
、
あ
な
た
は
こ
れ
を

通
し
て
神
の
痛
み
に
仕
え
て
い
る
の
だ
と
語
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
実
質
的
な
治
療
行
為
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
本
質
的
な
解
決
策

と
は
言
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
の
痛
み
を
究
極
的
に
解
決
す
る
も
の
は
神
の
痛
み
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
痛
み

が
神
の
痛
み
の
媒
介
で
あ
り
類
比
で
あ
り
象
徴
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
抵
抗
や
正
義
の
行
為
が
、
あ
る
い
は
神
の
痛
み
が
、
わ
れ
わ
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れ
の
痛
み
を
癒
や
す
媒
介
で
あ
り
、
類
比
で
あ
り
、
象
徴
で
あ
り
得
る
と
い
う
洞
察
は
、
神
の
痛
み
の
神
学
の
人
間
論
が
進
む
べ
き
方
向
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
と
神
の
痛
み
の
神
学
の
人
間
論
が
発
展
し
て
い
く
と
き
、
こ
の
人
間
論
は
、
今
日
の
ア
ジ
ア
と
世

界
の
痛
み
に
仕
え
て
、
こ
れ
を
解
決
す
る
実
践
的
な
神
学
的
人
間
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
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