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【
第
一
〇
回
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
】

金
永
元
教
授
論
文
「
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
」
へ
の
レ
ス
ポ
ン
ス

島　

田　

由　

紀

本
日
、
韓
国
・
長
老
神
学
大
学
校
の
先
生
方
を
お
招
き
し
た
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
と
い
う
重
要
な
学
術
交
流
の
場
に
お
き
ま
し
て
、
金

永
元
教
授
の
論
文
に
レ
ス
ポ
ン
ス
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
金
教
授
の
論
文
「
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
」
は
、
戦
後
日
本
を
代
表
し
た
神
学
者
の
一
人
で
あ
る
北
森
の
神
学
の
構

造
と
そ
の
可
能
性
と
課
題
に
つ
い
て
、
的
確
に
捉
え
適
切
に
評
価
さ
れ
た
も
の
で
す
。
日
本
に
生
ま
れ
た
神
学
に
真
摯
に
取
り
組
ん
で
く
だ

さ
っ
た
金
教
授
の
誠
実
な
学
術
的
ご
姿
勢
に
、
心
よ
り
感
謝
と
敬
意
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
金
教
授
の
素
晴
ら
し
い
ご
論
考
に
若

干
の
コ
メ
ン
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

＊

本
論
文
に
お
い
て
金
教
授
は
、
北
森
の
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
依
拠
し
つ
つ
、
人
間
の
実
存
、
そ
れ
も
特
に
第
二
次

世
界
大
戦
期
の
日
本
人
の
痛
み
の
実
存
を
土
台
に
し
て
い
る
、
と
看
破
さ
れ
て
い
ま
す
。
金
教
授
の
こ
の
議
論
は
、
海
外
で
は
お
も
に
モ
ル
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ト
マ
ン
に
よ
っ
て
流
れ
が
作
ら
れ
こ
ん
に
ち
ま
で
影
響
力
を
持
つ
北
森
神
学
解
釈
、
つ
ま
り
「
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
」、「
神
の
苦
し
み
と
い
う
概
念
か
ら
立
ち
表
れ
る
神
」「
父
神
受
苦
説
」
と
い

う
枠
組
み
に
お
い
て
北
森
を
理
解
す
る
大
き
な
流
れ
に
対
置
さ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、
北
森
自
身
も
、
欧
米
で
の
北
森
神
学
の
受
容
と
解
釈

と
が
本
格
的
に
始
ま
る
一
九
六
〇
年
代
に
先
立
つ
一
九
五
八
年
に
、
第
五
版
へ
の
序
に
お
い
て
「
父
神
受
苦
説
」
と
し
て
自
身
の
神
学
が
理

解
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
驚
き
と
否
定
を
語
っ
て
い
ま
す
（
北
森
嘉
蔵
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
講
談
社
、
一
九
九
六
年
、
一
一
頁
）。
金
教
授
は
、

「
神
と
人
間
と
の
断
絶
」
と
い
う
「
神
の
怒
り
」
に
目
を
向
け
、「
神
の
怒
り
の
現
実
化
が
人
間
の
痛
み
」
で
あ
る
と
す
る
北
森
の
議
論
に
注

意
を
促
し
て
、
北
森
神
学
を
人
間
と
共
に
苦
し
み
給
う
神
と
い
う
「
父
神
受
苦
説
」
の
枠
組
み
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

を
明
確
に
さ
れ
た
う
え
で
、「
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
」
で
あ
り
、「
神
論
で
は
な
く
て
人
間
論
」
で
あ
る
、
と
論
じ
、
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
北
森
神
学
を
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

金
教
授
は
、
エ
レ
ミ
ヤ
書
三
一
章
二
〇
節
「
我
が
腸
か
れ
の
為
に
痛
む
」（
文
語
訳
）
か
ら
「
神
の
痛
み
」
と
い
う
概
念
を
抽
出
し
た
北

森
の
議
論
を
丁
寧
に
跡
付
け
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
北
森
の
以
下
の
よ
う
な
議
論
、
た
と
え
ば
「『
神
の
痛
み
』
は
『
神
の
愛
』
に
一
旦
既

に
背
い
て

0

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
」（
北
森
、
二
六
七
頁
。
傍
点
は
原
書
に
よ
る
。
以
下
同
）
な
ど
の
議
論
を
指
摘

し
て
、
北
森
の
語
る
罪
人
に
対
す
る
神
の
怒
り
と
愛
の
対
立
に
お
け
る
「
第
三
定
立
」
と
し
て
の
「
神
の
痛
み
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
徹

底
し
た
聖
書
注
釈
」
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
も
「
ヘ
ー
ゲ
ル
的
弁
証
法
の
止
揚
概
念
に
依
拠
」
し
て
お
り
、「
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
」
と
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
的
構
造
に
お
い

て
痛
み
や
悲
し
み
に
基
づ
く
神
理
解
を
北
森
が
導
入
す
る
根
拠
と
し
て
、
当
時
の
日
本
の
思
想
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
国
学
の
伝
統
に

お
け
る
「
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
」
が
あ
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。

金
教
授
に
よ
る
北
森
神
学
の
批
判
的
検
討
の
中
心
点
の
い
く
つ
か
が
、
こ
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
、
金
教
授
は
、
北
森
は
存
在
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の
類
比
を
批
判
し
た
バ
ル
ト
の
信
仰
の
類
比
を
「
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
し
て
批
判
し
た
、
つ
ま
り
北
森
は
、
バ
ル
ト
が
神
と
人
間
の
間

の
連
続
性
を
徹
底
的
に
排
す
る
こ
と
に
よ
り
今
度
は
類
比
の
意
義
を
見
失
っ
た
と
し
て
批
判
し
た
、
と
北
森
の
議
論
を
巧
み
に
掬
い
上
げ
ま

す
が
、
し
か
し
、
北
森
は
「
痛
み
と
い
う
感
情
」
を
媒
介
に
据
え
た
「
人
間
の
主
体
に
関
す
る
感
性
的
理
解
に
基
づ
い
た
存
在
の
類
比
」
に

陥
っ
て
は
い
な
い
か
、
と
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
金
教
授
は
、
北
森
が
当
時
の
苦
難
の
僕
の
理
解
に
基
づ
い
て
「
少
数
者
の

み
が
神
の
痛
み
の
象
徴
」
と
な
る
と
し
、
ま
た
そ
の
担
い
手
と
し
て
文
化
的
伝
統
に
お
い
て
「
つ
ら
さ
」
を
知
る
日
本
の
庶
民
を
中
心
に
据

え
て
い
る
と
論
じ
、
北
森
が
「
一
種
の
選
民
主
義
」
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

＊

こ
こ
で
実
存
的
体
験
と
神
論
を
め
ぐ
っ
て
、
北
森
の
主
張
に
立
ち
返
っ
て
改
め
て
確
認
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
北
森
自
身
は
お
そ
ら
く
、「
神
論
」
を
展
開
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
彼
が
「
神
の
痛
み
」
と
い
う

概
念
を
史
的
イ
エ
ス
、
神
の
本
質
、
神
秘
主
義
、
内
在
性
と
超
越
性
、
ル
タ
ー
の
「
隠
さ
れ
た
る
神
」
な
ど
、
教
理
史
に
お
け
る
神
論
に
関

わ
る
重
要
な
テ
ー
マ
と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
姿
勢
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
神
の
義
」「
信
仰
の
み
」
と
い
う
ル
タ
ー
神
学

の
核
心
に
照
ら
し
て
、
北
森
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ま
す
。「
神
の
怒
は
神
の
愛
の
手
段
で
あ
る
前
に
、
神
の
真
実
の

0

0

0

怒
で
あ
り
、
神
の
愛
と

闘
う
事
実
で
あ
る
。
…
…
ル
タ
ー
自
身
も
、
じ
つ
は
神
の
怒
を
ま
ず
か
く
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
体
験
し
た
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
に
と
っ
て

神
の
怒
は
、『
骨
が
灰
と
な
る
』
ほ
ど
の
激
し
き
恐
怖
の
対
象
と
し
て
体
験
さ
れ
た
。
…
…
神
の
真
実
の
怒
を
神
の
愛
が
負
い
こ
れ
を
克
服

す
る
と
い
う
事
実
こ
そ
、
神
の
痛
み

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
ぬ
」（
北
森
、
一
八
六―

一
八
七
頁
）。「
神
は
我
々
の
罪
に
対
し
て
は
怒
り
給
う
の
で
あ
っ

て
、
決
し
て
痛
み
給
う
の
で
は
な
い
。
真
に
神
が
痛
み
給
う
の
は
、
怒
の
対
象
た
る
我
々
を
彼
が
愛
し
よ
う

0

0

0

0

と
し
給
う
時
で
あ
る
」（
北
森
、
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一
九
九
頁
）。
熱
の
こ
も
っ
た
北
森
の
議
論
に
は
、「
神
の
痛
み
」
と
い
う
概
念
を
宗
教
改
革
神
学
の
正
統
な
神
理
解
の
後
継
の
な
か
に
位
置

づ
け
よ
う
と
す
る
強
い
意
欲
が
見
て
取
れ
ま
す
。
ま
た
北
森
は
、「
神
学
は
結
局
神
観

0

0

に
帰
着
す
る
」
と
い
う
一
文
に
続
い
て
、
古
代
信
条

を
生
み
出
し
た
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
的
教
会
の
神
観
、
ゲ
ル
マ
ン
的
精
神
・
神
学
に
お
け
る
神
観
に
つ
い
て
論
評
し
た
の
ち
、
悲
劇
の
受
容

の
文
学
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
日
本
の
「
国
人
」
の
「
こ
こ
ろ
」
が
神
の
姿
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
議
論
に
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
、
北
森
が
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
や
ゲ
ル
マ
ン
と
同
様
に
、
日
本
の
「
国
人
」
の
「
こ
こ
ろ
」
が
正
統
を
担
う
に
耐
え
う
る
神
観
を
生
み
出

す
可
能
性
や
資
格
を
備
え
て
い
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
ル
タ
ー
神
学
に
深
く
根
差
し
て
議
論
す
る
北
森
が
、

ル
タ
ー
に
お
け
る
神
の
怒
り
の
理
解
に
つ
い
て
長
く
論
じ
て
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
「
神
の
痛
み
」
を
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
議
論
の
中
心

に
お
い
て
ル
タ
ー
自
身
の
神
の
怒
り
へ
の
恐
怖
の
体
験
を
「
彼
の
内
的
発
展
の
出
発
点
」（
北
森
、
一
八
六
頁
）
と
し
て
言
及
し
て
い
る
点
に

鑑
み
る
と
、
北
森
は
何
ら
か
の
実
存
的
な
体
験
が
聖
書
に
基
づ
き
つ
つ
特
定
の
神
論
を
形
作
る
契
機
と
な
り
え
る
こ
と
を
肯
定
的
に
捉
え
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
日
本
の
具
体
的
実
存
的
経
験
か
ら
「
神
の
痛
み
」
を
も
と
に
し
た
有
効
な
神
観
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
、
北
森

自
身
は
待
望
し
企
図
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
神
観
を
生
み
出
し
え
る
実
存
的
経
験
の
内
容
は
北
森
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
に

目
を
向
け
る
と
、
北
森
の
議
論
は
や
や
錯
綜
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
北
森
に
よ
れ
ば
、
神
の
姿
を
捉
え
る
の
は
「
思
想
や
理
論

で
は
な
い
、
さ
ら
に
は
『
精
神
』
で
さ
え
も
な
い
」（
北
森
、
二
二
七
―
二
二
八
頁
）、
も
っ
と
深
く
具
体
的
な
「
日
本
の
こ
こ
ろ

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
り
、

そ
れ
は
庶
民
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
古
典
的
演
劇
、
特
に
そ
の
悲
劇
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
、
と
言
い
ま
す
（
北
森
、
二
二
九
頁
）。
こ
の
日
本
の

こ
こ
ろ
が
ギ
リ
シ
ャ
的
精
神
や
ゲ
ル
マ
ン
的
精
神
を
乗
り
越
え
つ
つ
そ
れ
ら
に
続
く
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
と
き
、
日
本
が
神
論
を
生
み
出

す
契
機
は
、
金
教
授
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
抽
象
的
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
時
代
の
思
想
的
潮
流
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
日
本
的
審
美
主

義
」
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
北
森
は
よ
り
実
存
的
な
痛
み
の
次
元
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
ま
す
。
北
森
が
「
他
者
を
愛
し
て
生
か

す
た
め
に
、
自
己
を
苦
し
め
死
な
し
め
、
も
し
く
は
自
己
の
愛
す
る
子
を
苦
し
め
死
な
し
め
る
」
こ
と
に
お
い
て
「
慟
哭
」
す
る
日
本
の
庶
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民
の
「
つ
ら
さ
」
を
語
り
だ
し
て
強
調
し
（
北
森
、
二
三
一
頁
。
同
、
二
二
九
頁
お
よ
び
二
三
五
頁
も
参
照
）、「
今
日

0

0

は
…
…
『
死
の
時
代
』
で

あ
り
『
痛
み
の
時
代
』
で
あ
る
。
私
の
眼
に
は
、
今
日
世
界
は
大
空
の
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
痛
み
の
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る

も
の
と
し
て
映
ず
る
」
と
述
べ
る
と
き
（
北
森
、
二
三
三
頁
）、
戦
争
と
死
の
時
代
に
お
け
る
よ
り
具
体
的
・
直
接
的
な
痛
み
の
実
存
的
経
験

が
、
北
森
神
学
の
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
と
見
て
取
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、「
日
本
的
審
美
主
義
」
と
い
う
「
感
性
的
認

識
論
」
の
影
響
を
め
ぐ
る
金
教
授
の
洞
察
が
重
要
な
意
味
を
帯
び
ま
す
。
戦
争
の
時
代
に
お
け
る
自
身
や
愛
す
る
子
の
苦
や
死
が
強
烈
な
実

存
的
経
験
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
に
し
て
も
、
北
森
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
死
と
苦
の
痛
み
の
直
接
的
経
験
は
「
日
本
的
審
美
主
義
」

の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
の
ち
初
め
て
、
神
の
痛
み
の
神
学
に
奉
仕
す
る
の
で
す
。『
神
の
痛
み
の
神
学
』
の
終
わ
り
近
く
で
、「
日
本
悲
劇

文
学
の
核
心
た
る
『
つ
ら
さ
』」
が
神
の
悲
劇
と
し
て
の
「
神
の
痛
み
に
も
っ
と
も
深
く
呼
応
す
る
」
と
ま
で
断
言
す
る
（
北
森
、
二
五
二―

二
五
三
頁
）
北
森
に
と
っ
て
は
、
そ
の
神
観
が
、
金
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
「
当
時
の
日
本
の
審
美
的
人
間
理
解
」
の
「
感
性
的
認
識

論
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
絡
め
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
道
筋
は
、
む
し
ろ
神
学
的
強
み
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ

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
よ
り
は
む
し
ろ
「
日
本
に
お
け
る
人
間

理
解
の
方
に
あ
る
」
と
い
う
金
教
授
の
ご
指
摘
は
ま
さ
に
、
正
鵠
を
射
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。

＊

金
教
授
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
痛
み
の
時
代
に
お
け
る
北
森
神
学
の
可
能
性
に
言
及
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
限
界
と
し
て
「
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
」
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
金
教
授
も
ご
紹
介

さ
れ
る
「
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
い
っ
た
、
韓
国
や

中
国
に
お
け
る
正
当
で
正
確
な
北
森
批
判
と
も
重
な
り
合
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
金
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
北
森
の
「
一
種
の
自
国
文
化
中
心
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性
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
（
金
教
授
は
、「
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
」
の

で
あ
っ
て
北
森
の
そ
う
し
た
性
質
も
日
本
人
を
読
者
と
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
十
分
受
け
入
れ
ら
れ
る
、
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
す
が
）。

金
教
授
が
説
得
力
を
も
っ
て
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
北
森
神
学
の
不
可
欠
の
基
盤
に
「
日
本
的
審
美
主
義
」
に
よ
る
人
間
理
解
と
そ
れ
へ

の
強
い
肯
定
的
な
評
価
が
あ
り
ま
す
。
同
時
に
、
別
の
隠
れ
た
日
本
理
解
が
北
森
の
議
論
の
底
流
に
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
北
森
は
『
神

の
痛
み
の
神
学
』
の
比
較
的
初
め
の
方
で
、
こ
の
よ
う
に
論
じ
ま
す
。「
我
々
に
お
い
て
は
痛
み
の
経
験
そ
の
も
の
で
さ
え
も
罪
と
し
て

0

0

0

0

成

立
す
る
」、
な
ぜ
な
ら
「
我
々
は
自
己
の
愛
す
る
者

0

0

0

0

の
死
や
苦
し
み
し
か
痛
む
こ
と
は
で
き
」
ず
、「
こ
の
痛
み
は
あ
く
ま
で
主
我
的
で
あ

り
、
種
的
で
あ
り
、
エ
ロ
ー
ス
的
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
（
北
森
、
八
四
頁
）。
つ
ま
り
、
同
書
の
終
わ
り
近
く
で
熱
意
を
も
っ
て
語
ら
れ
る

我
と
我
が
子
の
苦
と
死
の
痛
み
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
自
体
が
罪
と
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
し
て
初
め
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
悲
劇
文

学
に
お
け
る
日
本
の
庶
民
の
こ
こ
ろ
と
慟
哭
と
を
暗
黙
の
う
ち
に
彼
自
身
の
同
時
代
の
庶
民
の
痛
み
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
論
調
か
ら
見
た

と
き
、
日
本
人
同
胞
の
死
や
苦
し
み
に
し
か
痛
む
こ
と
の
で
き
な
い
自
身
と
日
本
人
に
北
森
は
救
わ
れ
が
た
い
罪
を
見
て
い
た
と
、
読
む
こ

と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
自
身
の
痛
み
の
向
こ
う
に
う
っ
す
ら
と
か
す
か
に
透
け
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
同

胞
以
外
の
者
た
ち
の
痛
み
が
北
森
に
は
意
識
さ
れ
て
い
た
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
北
森
は
こ
う
も
論
じ
て
い
ま
す
。「
神
の

痛
み
は
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
人
間
の
痛
み
が
象
徴
と
な
る
べ
く
生
起
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
神
の
怒
が
現
実
と

な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。――

か
く
し
て
我
々
は
神
の
怒
を
求
め
る

0

0

0

0

0

0

0

に
至
る
」（
北
森
、
一
〇
三
頁
）。
北
森
神
学
の
核
心
と
出
発
点
は
「
人
間
の

痛
み
」
で
あ
り
「
よ
り
特
定
す
る
な
ら
、
日
本
の
苦
し
み
の
実
存
」
で
あ
る
と
い
う
金
教
授
の
的
を
射
た
読
み
解
き
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
神

の
赦
し
で
あ
る
神
の
痛
み
、
愛
し
え
な
い
も
の
包
み
え
な
い
も
の
を
愛
し
包
む
神
の
痛
み
を
も
っ
て
し
か
解
決
さ
れ
な
い
と
北
森
が
考
え
た

大
き
な
痛
み
で
日
本
庶
民
を
撃
つ
神
の
怒
り
を
こ
そ
求
め
る
、
そ
の
北
森
に
は
、
日
本
の
具
体
的
な
罪
に
つ
い
て
の
自
覚
が
あ
っ
た
、
と
は

読
め
な
い
で
し
ょ
う
か
。
北
森
は
、「
つ
ら
さ
」
を
受
容
す
る
「
日
本
の
こ
こ
ろ
」
に
神
の
痛
み
に
も
っ
と
も
深
く
呼
応
し
う
る
独
自
の
可

能
性
を
見
て
そ
こ
に
期
待
を
込
め
た
の
で
す
が
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
独
自
性
に
意
味
を
帯
び
さ
せ
る
同
時
代
日
本
の
罪
と
い
う
別
の
独
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自
性
の
現
実
を
、
自
覚
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
北
森
の
「
自
国
文
化
中
心
性
」
は
、
一
方
に
お
い
て
日
本
の

罪
の
自
覚
と
、
他
方
に
お
い
て
痛
み
を
引
き
受
け
る
可
能
性
へ
の
期
待
と
い
う
、
両
義
的
な
か
た
ち
で
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
神
の

怒
り
の
向
か
う
日
本
の
罪
を
（
北
森
に
と
っ
て
は
当
時
の
日
本
人
こ
そ
が
真
に
感
受
し
う
る
）
神
の
痛
み
に
よ
っ
て
解
決
す
る
、
と
い
う
こ

と
に
集
中
す
る
、
と
い
う
か
た
ち
の
「
自
国
中
心
性
」
で
す
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
読
み
は
、
そ
の
可
能
性
を
捨
て
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
北
森
自
身
は
こ
う
し

た
こ
と
を
明
示
的
に
議
論
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
北
森
は
日
本
の
具
体
的
な
罪
の
告
白
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
具
体
的
な
罪
の
告
白
の
欠

如
は
、
北
森
に
お
け
る
「
痛
み
の
原
因
と
な
る
構
造
的
側
面
」
を
め
ぐ
る
「
沈
黙
」
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。「
日
本
の
国
家
主
義
に
よ

る
東
ア
ジ
ア
人
民
の
苦
し
み
」
へ
の
ま
な
ざ
し
の
欠
如
と
い
う
批
判
は
、
こ
の
北
森
に
お
け
る
欠
如
と
沈
黙
の
当
然
の
帰
結
で
あ
り
ま
す
。

金
教
授
は
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
議
論
を
引
き
な
が
ら
、
悪
と
苦
難
の
構
造
の
問
題
に
は
、
理
性
に
よ
る
理
解
の
次
元
だ
け
で
な
く
、
行

為
と
感
情
の
次
元
で
の
接
近
が
必
要
で
あ
る
と
説
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
痛
み
と
向
き
合
う
北
森
神
学
の
人
間
論
が
、
痛
み
の
問
題
は
感
情

の
次
元
に
お
い
て
も
明
確
に
扱
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
リ
ク
ー
ル
の
議
論
と
響
き
合
う
こ
と
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
二
二
年
、

感
染
症
や
戦
争
な
ど
が
も
た
ら
し
た
様
々
な
大
き
な
困
難
の
脅
威
と
不
安
に
よ
る
痛
み
は
、
日
本
に
お
い
て
も
韓
国
に
お
い
て
も
共
通
し
て

経
験
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
北
森
が
主
張
し
た
よ
う
な
「
日
本
的
審
美
主
義
」
の
感
性
的
認
識
論
に
よ
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
う
る
よ
う
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
私
た
ち
は
共
通
の
痛
み
に
共
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
北
森
の
捉
え
損
ね
た
悪
と
苦
難
の
構
造
へ

の
実
質
的
行
為
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
次
元
も
、
い
ま
私
た
ち
に
共
通
し
て
開
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
金
教
授
の
解
き
明
か
さ
れ
た
よ

う
に
、
北
森
神
学
の
示
唆
す
る
痛
み
に
お
け
る
感
性
の
人
間
論
を
土
台
に
、
私
た
ち
は
「
抵
抗
や
正
義
に
基
づ
く
行
為
」
に
よ
っ
て
、
痛
み

を
引
き
起
こ
す
悪
と
苦
難
の
構
造
に
働
き
か
け
る
こ
と
へ
と
招
か
れ
て
い
ま
す
。

金
教
授
の
深
い
洞
察
に
よ
る
ご
論
考
に
よ
っ
て
、
北
森
神
学
の
新
た
な
可
能
性
の
地
平
が
現
代
に
お
い
て
拓
か
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
つ

つ
、
こ
の
拙
い
レ
ス
ポ
ン
ス
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。


