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139 松本周教授論文に対する論評

【
第
二
回
日
韓
キ
リ
ス
ト
教
関
係（
交
流
）史
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

松
本
周
教
授
（
助
教
）
の

　
「
一
九
一
〇
年
代
の
韓
日
教
会
と
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

――
現
代
が
学
ぶ
べ
き
こ
と
」
に
対
す
る
論
評

朴
・
ヨ
ン
ク
ォ
ン

Ⅰ
．
論
文
要
約

松
本
先
生
の
立
派
な
論
文
を
論
評
す
る
こ
と
は
、
浅
学
な
私
に
と
っ
て
光
栄
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

ま
ず
、
私
な
り
に
松
本
先
生
の
論
文
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
松
本
先
生
は
、
冒
頭
で
韓
国
と
日
本
の
憲
法
の
一
部
を

提
示
し
、
二
つ
の
国
の
憲
法
がLiberal D

em
ocracy 

の
理
念
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
松
本
論
文
の
言
うLiberal 

D
em

ocracy 

は
、
一
七
世
紀
の
英
国
で
起
こ
っ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
（
一
六
四
八
年
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
を
中
心
と
し
た
革
命
。
チ
ャ
ー

ル
ズ
一
世
を
処
刑
し
て
共
和
政
を
立
て
た
）
に
起
源
を
持
っ
た
、
英
国
ま
た
は
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
松
本
論
文

は
、
こ
の Liberal D

em
ocracy 

の
視
点
で
一
九
一
〇
年
の
韓
日
教
会
、
と
り
わ
け
日
本
の
教
会
を
分
析
し
た
。

松
本
論
文
は
、
二
章
「
三
・
一
独
立
運
動
へ
の
過
程
――
〈
民
族
自
決
〉
と
韓
国
教
会
」
に
お
い
て
「
一
〇
五
人
事
件
」
と
三
・
一
独
立

運
動
を
中
心
と
し
て
韓
日
教
会
がLiberal D

em
ocracy 

に
ど
れ
程
忠
実
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
日
本
で
「
一
〇
五
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人
事
件
」
を
耳
に
し
た
日
本
教
会
の
指
導
者
、
植
村
正
久
の
意
見
を
紹
介
し
、
植
村
がLiberal D

em
ocracy 

の
理
念
に
忠
実
に
、「
一
〇
五

人
事
件
」
の
原
因
と
な
っ
た
日
本
を
批
判
し
た
と
評
価
し
て
い
る
。

ま
た
三
・
一
独
立
運
動
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
れ
がLiberal D

em
ocracy 

に
忠
実
な
運
動
だ
っ
た
と
認
め
て
い
る
。
植
村
は
、
ウ
ィ

ル
ソ
ン
の
提
唱
し
た
「
民
族
自
決
主
義
」
が
三
・
一
独
立
運
動
の
外
的
要
因
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
はLiberal 

D
em

ocracy

に
忠
実
な
人
で
あ
り
、
彼
の
提
唱
し
た
「
民
族
自
決
主
義
」
と
い
う
理
念
も Liberal D

em
ocracy 

に
基
づ
い
て
い
る
と
主
張

す
る
。
三
・
一
独
立
運
動
宣
言
文
も
そ
の
影
響
を
受
け
、Liberal D

em
ocracy 

を
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
評
価
す
る
。
反
面
、
三
・
一
独

立
運
動
を
武
力
で
鎮
圧
し
た
日
本
の
動
き
はLiberal D

em
ocracy 

に
反
す
る
行
為
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

松
本
先
生
は
、
三
章
「
日
本
の
教
会
で
の
三
・
一
運
動
の
受
け
止
め
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
解
」
で
は
、
一
九
一
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
キ

リ
ス
ト
教
年
鑑
』
の
序
文
を
取
り
上
げ
、
当
時
の
日
本
教
会
はLiberal D

em
ocracy

の
理
念
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
批
判
す

る
。
組
合
教
会
の
牧
師
・
小
崎
弘
道
が
執
筆
し
た
『
キ
リ
ス
ト
教
年
鑑
』
の
序
文
に
つ
い
て
、
松
本
論
文
は
三
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い

る
。ま

ず
、
序
文
は
、
三
・
一
独
立
運
動
を
否
定
的
に
評
価
し
た
。
三
・
一
独
立
運
動
が
民
族
自
決
主
義
の
「
予
期
し
な
か
っ
た
悪
影
響
」
に

よ
っ
て
勃
発
し
た
事
件
で
あ
る
と
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
そ
の
序
文
は
、Liberal D

em
ocracy 

に
対
す
る
間
違
っ
た
見
解
を
呈
し
た
。
小
崎
はLiberal D

em
ocracy 

を
「
民
本
主
義
」

と
し
て
理
解
し
た
が
、
吉
野
作
造
が
日
本
に
定
着
さ
せ
た
「
民
本
主
義
」
と
い
う
理
念
は
、
専
制
君
主
の
治
下
に
お
い
て
も
実
現
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
松
本
論
文
は
三
・
一
独
立
運
動
当
時
の
日
本
の
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
時
代
を
、
柏
木
義
円
の
言
葉
を
借
り
て
「
似
而
非
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
」
と
規
定
し
て
い
る
。

第
三
に
、
そ
の
序
文
は
、
世
界
改
造
よ
り
も
教
会
の
改
造
が
優
先
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
は
教
会
が
世
界
問
題
に
関
心
を
持
た
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
の
謀
略
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
す
る
な
ら
宗
教
を
通
じ
たLiberal D

em
ocracy

の
実
現
の
可
能
性
は
消
え
て
し
ま
う
で
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141 松本周教授論文に対する論評

あ
ろ
う
。
松
本
論
文
は
、
一
九
一
〇
年
代
日
本
教
会
がLiberal D

em
ocracy 

の
理
念
を
正
し
く
実
現
せ
ず
、
当
時
の
体
制
に
順
応
し
て
し

ま
っ
た
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

最
後
に
松
本
先
生
は
、
解
放
以
降
に Liberal D

em
ocracy 

が
韓
日
両
国
の
憲
法
の
根
本
理
念
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
憲
法
の
力
で
あ

り
、
教
会
の
力
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
、Liberal D

em
ocracy 

を
生
み
出
し
た
共
同
体
と
し
て
の
教
会
は
、
こ
の
社
会
倫
理
的
命
題
を
保

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

Ⅱ
．
論
文
の
貢
献

ま
ず
、
こ
の
論
文
が
長
く
引
用
し
た
『
キ
リ
ス
ト
教
年
鑑
』
の
一
九
一
九
年
版
の
序
文
は
、
当
時
日
本
教
会
の
立
場
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
を
発
掘
し
て
提
示
さ
れ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
い
と
思
う
。

こ
の
論
文
は
、「Liberal D

em
ocracy

」
と
い
う
社
会
倫
理
的
命
題
を
も
ち
、
韓
日
教
会
が
国
家
と
民
族
を
超
え
た
立
場
（
民
族
感
情
か

ら
自
由
な
状
態
）
と
し
て
共
に
研
究
で
き
る
基
礎
を
提
供
し
て
い
る
と
思
う
。
教
会
は
元
々
国
家
あ
る
い
は
民
族
に
縛
ら
れ
た
共
同
体
で

は
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
時
代
に
最
初
形
成
さ
れ
た
教
会
が
当
時
宣
布
し
た
「
神
の
国
」
は
ロ
ー
マ
帝
国
に
従
属
す
る
共
同
体
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
故
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
迫
害
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
教
会
は
最
初
よ
り
、
あ
る
特
定
の
国
に
縛
ら
れ

な
い
世
界
的
か
つ
普
遍
的
な
共
同
体
で
あ
っ
た
。
と
い
う
意
味
で
教
会
が
、
特
定
の
国
家
あ
る
い
は
民
族
に
縛
ら
れ
る
の
は
、
正
し
く
な
い

で
あ
ろ
う
。Liberal D

em
ocracy 

は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
韓
日
教
会
が
共
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
良
い
命
題
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
命
題
が
、
韓
日
教
会
に
と
っ
て
、
松
本
論
文
の
結
論
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
「
偏
狭
で
排
他
的
で
さ
え
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
か
ら
脱
す

る
こ
と
の
で
き
る
研
究
主
題
で
あ
る
と
思
う
。
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松
本
論
文
は
、
一
九
一
〇
年
代
の
日
本
教
会
がLiberal D

em
ocracy 

に
対
し
て
充
実
し
た
対
応
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
評
価
し
た
が
、

同
じ
基
準
を
当
時
の
韓
国
教
会
に
も
適
用
し
、
韓
国
教
会
を
評
価
し
て
み
る
こ
と
も
意
味
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
松
本
論
文
が
韓
国
教
会
に
与

え
た
新
し
い
課
題
で
あ
る
。
個
人
的
な
考
え
と
し
て
は
、
当
時
の
韓
国
教
会
と
日
本
教
会
と
は
同
じ
評
価
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
でLiberal D

em
ocracy 

と
い
う
主
題
は
、
韓
日
教
会
を
客
観
的
に
評
価
す
る
基
準
に
な
る
と
思
う
。

Ⅲ
．
質
問

ま
ず
、
些
細
な
質
問
で
あ
る
が
、
松
本
先
生
が
肯
定
的
に
評
価
し
た
植
村
正
久
牧
師
は
、
強
制
的
に
締
結
さ
れ
た
韓
国
併
合
を
賛
美
し
た

こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、Liberal D

em
ocracy 

に
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
、
松
本
先
生
の
ご
意
見
を
お
聞
き

し
た
い
。

私
の
中
心
的
な
質
問
は
、「Liberal D

em
ocracy

」
と
い
う
主
題
そ
の
も
の
で
あ
る
。Liberal D

em
ocracy 

は
、
特
定
の
時
代
、
特
定

の
地
域
に
お
け
る
理
念
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
松
本
論
文
は
、Liberal D

em
ocracy 

を
、
地
域
を
問
わ
ず
に
普
遍
的
に
実
現
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
念
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
理
念
を
教
会
（
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
を
含
む
英
国
教
会
）
が
生
ん
だ
こ
と

と
し
、
よ
り
価
値
が
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
はLiberal D

em
ocracy 

と
い
う
理
念
を
、
過
度
に
高
く
評
価
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。Liberal D

em
ocracy 

と
い
う
理
念
に
つ
い
て
客
観
的
な
評
価
が
先
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
松
本
先

生
よ
り Liberal D

em
ocracy 

に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
説
明
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
う
。

私
の
意
見
と
し
て
は
、Liberal D

em
ocracy 

と
い
う
特
定
の
理
念
よ
り
は
、「
神
の
国
」
と
い
う
、
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
的
か
つ
神
学
的
な

命
題
が
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
現
代
米
国
は
「
民
主
主
義
の
拡
散
」
と
い
う
美
名
の
下
に
世
界
各
地
に
お
い
て
戦
争
を
行
っ
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143 松本周教授論文に対する論評

て
い
る
。
一
七
世
紀
、
英
国
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
と
し
て
誕
生
し
たLiberal D
em

ocracy 

を
全
世
界
に
普
遍
的
に
適
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
、
特
定
の
理
念
、
特
に
欧
米
で
発
生
し
た
理
念
を
過
度
に
高
く
評
価
す
る

こ
と
に
よ
り
、
西
欧
世
界
が
東
洋
世
界
を
支
配
す
る
悲
劇
が
存
在
し
た
し
、
そ
れ
は
今
も
続
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「Liberal 

D
em

ocracy
」
と
い
う
命
題
よ
り
「
神
の
国
」
が
よ
り
よ
ろ
し
い
命
題
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
ご
意
見
を
お
聞
き
し
た
い
。

最
後
に
、
素
晴
ら
し
い
論
文
を
発
表
し
、
深
き
学
習
と
省
察
を
許
し
て
く
だ
さ
っ
た
松
本
先
生
に
も
う
一
度
感
謝
す
る
。
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