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193 韓景職牧師の民主主義観

韓
景
職
牧
師
の
民
主
主
義
観

――
日
韓
教
会
交
流（
関
係
）の
歴
史
研
究
（
第
四
回
）

高　
　

萬　

松

は
じ
め
に

聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
と
ソ
ウ
ル
の
長
老
会
神
学
大
学
校
は
二
〇
一
〇
年
度
よ
り
「
日
韓
関
係
一
〇
〇
年
（
一
九
一
〇
―
二
〇
一
〇
）

と
日
韓
キ
リ
ス
ト
教
会
の
交
流
に
関
す
る
日
韓
共
同
研
究
」
を
実
施
し
て
い
る
）
1
（

。
二
〇
一
二
年
度
の
研
究
主
題
は
「
一
九
四
五
年
以
降
の
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
憲
法
と
両
国
教
会
・
世
界
情
勢
」
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
韓
国
教
会
が
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
以
後
、
大
韓
民
国
の
建
国
と

民
主
主
義
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
寄
与
し
て
い
た
か
に
関
し
て
考
察
し
た
い
。

民
主
主
義
を
め
ぐ
っ
て
韓
国
教
会
に
対
し
て
批
判
的
に
見
た
の
は
池
明
観
で
あ
る
。
彼
は
『
流
れ
に
抗
し
て
』（
一
九
六
六
年
）
に
お
い

て
、
韓
国
教
会
が
「
民
族
史
的
な
事
件
に
お
い
て
神
の
声
を
聞
か
ず
に
生
き
の
び
て
来
た
」
と
批
判
し
て
い
る
）
2
（

。
こ
れ
は
一
九
四
五
年
八
月

の
「
解
放
」
以
後
、
一
九
五
〇
年
勃
発
の
朝
鮮
戦
争
、
一
九
六
〇
年
の
「
四
・
一
九
学
生
革
命
」
を
経
た
韓
国
教
会
が
民
主
主
義
の
た
め
に

何
も
貢
献
し
な
か
っ
た
と
い
う
否
定
的
見
方
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
、
上
記
三
つ
の
中
で
「
四
・
一
九
学
生
革
命
」
を
強
く
意
識
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
革
命
が
不
義
に
対
し
て
起
き
た
も
の
で
、
韓
国
教
会
が
そ
の
時
点
に
至
る
ま
で
不
義
に
沈
黙
し
て
い
た
と
い
う
見
方
か
ら
出
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た
言
葉
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
に
す
れ
ば
、「
解
放
」
以
後
の
韓
国
教
会
が
民
主
主
義
に
無
益
な
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
な
印
象
さ
え
与
え
て

い
る
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
見
方
に
逆
ら
っ
て
韓
国
教
会
が
民
主
主
義
に
寄
与
し
た
と
見
て
い
る
。
こ
こ
で
は
韓
国
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に

お
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
韓
景
職
牧
師
に
注
目
す
る
）
3
（

。
彼
は
韓
国
教
会
が
戦
前
か
ら
の
民
主
主
義
の
経
験
者
で
あ
り
、
そ
の
経
験
者

と
し
て
の
教
会
が
教
育
的
使
命
を
果
た
し
た
と
見
な
す
。
韓
景
職
は
新
し
い
国
が
新
し
い
政
権
や
制
度
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
考
え
て
い
な

い
。
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
新
し
く
生
ま
れ
た
「
再
生
」
の
経
験
者
が
そ
れ
を
担
う
と
見
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
会
に
お
け
る
民
主

主
義
へ
の
貢
献
は
隠
れ
て
い
る
も
の
の
、
漸
進
的
に
寄
与
す
る
と
い
う
流
れ
に
な
る
。
韓
国
教
会
に
お
け
る
民
主
主
義
へ
の
寄
与
は
、
そ
こ

を
見
逃
し
て
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
用
い
る
資
料
は
そ
の
教
団
の
総
会
会
議
録
で
あ
る
『
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
会
議
録
』、
そ
し
て
一
九
四
六
年
か
ら
発
行
さ
れ
て

い
る
そ
の
教
団
の
機
関
紙
『
基
督
公
報
』
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
韓
景
職
の
説
教
が
収
め
ら
れ
て
い
る
全
一
八
巻
の
説
教
集
を
重
点
的
に
用

い
る
。

1　

建
国
と
キ
リ
ス
ト
教

歴
史
的
な
節
目
に
お
い
て
、
韓
国
教
会
は
本
当
に
歴
史
的
意
識
な
し
に
存
在
し
、
ま
た
新
し
い
国
づ
く
り
の
た
め
に
何
も
し
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
こ
の
問
い
を
意
識
し
つ
つ
、
韓
国
教
会
は
時
代
ご
と
に
民
と
共
に
悩
み
、
問
題
意
識
を
持
っ
て
発
言
し
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
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（
1
）
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
問
題
意
識

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
は
韓
国
に
変
革
期
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
以
後
二
〇
年
間
を
見
る
と
、
大
き
く
四
つ
の
節
目
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
が
「
解
放
）
4
（

」、
第
二
が
一
九
五
〇
年
勃
発
の
「
朝
鮮
戦
争
」、
第
三
が
一
九
六
〇
年
の
「
四
・
一
九
学
生
運
動
（
革
命
）」、
そ
し
て
第
四

が
一
九
六
一
年
の
「
五
・
一
六
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
」
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
時
期
に
共
通
に
台
頭
し
た
の
が
新
し
い
国
づ
く
り
の
問
題
で
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
者
も
そ
の
課
題
に
共
感
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
韓
景
職
の
思
想
に
お
い
て
も
、
新
し
い
国
づ
く
り
と
い
う
の
は
大
き
な
関

心
事
で
あ
り
、
そ
の
関
連
で
は
以
下
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、「
政
治
的
自
由
」
へ
の
関
心
で
あ
る
。「
今
、
大
韓
﹇
韓
国
﹈
民
族
は
重
大
な
危
機
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
時
代
は

民
族
の
危
急
存
亡
の
秋
で
す
）
5
（

」。
こ
れ
は
彼
の
一
九
四
七
年
の
説
教
の
一
句
で
、
当
時
韓
国
の
状
況
が
ど
れ
ほ
ど
切
迫
し
て
い
た
か
が
窺
え

る
。
当
時
、「
解
放
」
は
さ
れ
た
も
の
の
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
軍
政
下
に
置
か
れ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
彼
の
説
教
で
は
政
治
的
自
由
が
強
く

求
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、「
政
治
的
自
由
な
し
に
、
信
教
の
自
由
と
そ
の
他
の
自
由
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
独
立
で

す
。
こ
れ
が
我
が
民
族
の
至
上
命
令
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
）
6
（

。

第
二
に
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
国
」
へ
の
関
心
で
あ
る
）
7
（

。
韓
景
職
は
新
し
い
国
づ
く
り
を
め
ぐ
っ
て
、
彼
独
特
の
理
想
を
持
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
正
義
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
国
家
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
神
信
仰
が
据
え
ら
れ
て
い
る
）
8
（

。
朝
鮮
戦
争
の
休
戦
直
後
、
一
九
五
四
年

の
説
教
で
彼
は
二
〇
世
紀
に
お
け
る
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
史
を
振
り
返
る
。
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
苦
難
、
そ
れ
に
伴
う
殉
教
者
の
発
生
、

一
九
四
五
年
の
八
月
「
解
放
」
の
前
後
に
は
ソ
連
軍
の
侵
入
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
南
北
の
分
断
、
そ
の
戦
争
の
余
波
に
よ
る
民
族
の
自
棄
の

状
態
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
民
族
の
苦
難
と
関
わ
っ
て
お
り
、
彼
は
神
義
論
的
問
い
を
発
し
て
、
次
の
よ
う
な
答
え
を
得
た

と
す
る
。
韓
国
に
対
す
る
神
か
ら
の
計
画
が
「
キ
リ
ス
ト
教
の
国
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
命
が
北
東
ア
ジ
ア
に
福
音
を
宣
教
す
る
こ
と
に
あ
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る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
9
（

。

第
三
に
、
時
代
の
節
目
を
「
変
革
の
機
会
」
と
捉
え
て
い
る
。
特
に
「
四
・
一
九
学
生
運
動
」
後
の
説
教
で
は
そ
れ
が
「
第
二
の
機
会
」

と
見
な
さ
れ
て
い
る
）
10
（

。
一
九
六
〇
年
八
月
の
説
教
で
、
韓
景
職
は
「
解
放
」
以
降
の
十
数
年
の
時
代
が
新
し
い
国
づ
く
り
の
第
一
の
機
会
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
見
て
、
次
の
よ
う
に
再
起
の
希
望
を
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
今
私
た
ち
は
国
家
的
に
第
二

共
和
国
を
建
設
中
に
あ
り
ま
す
。
悲
し
い
こ
と
で
す
が
、
神
が
一
回
目
に
わ
が
民
族
に
解
放
を
与
え
、
第
一
共
和
国
を
建
設
す
る
機
会
を
与

え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
私
た
ち
は
そ
の
機
会
に
失
敗
し
ま
し
た
」
と
言
う
）
11
（

。

（
2
）
建
国
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ

ア
メ
リ
カ
の
建
国
理
念
は
、「
解
放
」
直
後
の
韓
国
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
羨
望
の
対
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
基
督
公
報
』
第
一
号

に
、「
詩
篇
一
二
七
篇
は
ア
メ
リ
カ
独
立
の
と
き
、
建
国
憲
章
に
入
れ
た
聖
句
だ
と
聞
い
た
）
12
（

。
こ
れ
は
韓
国
の
建
国
の
憲
章
と
な
る
べ
き
で

あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
13
（

。
こ
れ
は
一
九
四
六
年
発
行
の
「
建
国
の
基
礎
」
と
題
す
る
寄
稿
文
の
一
句
で
あ
る
。
そ
の
執
筆
者
は
韓
国
の

新
し
い
国
づ
く
り
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
に
倣
っ
て
神
と
聖
書
に
基
づ
く
建
国
を
願
っ
て
い
る
。
韓
景
職
の
思
想
も
そ
う
で
あ
っ
た
。「
真

に
ア
メ
リ
カ
は
建
国
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
世
界
で
最
も
祝
福
を
受
け
て
い
る
平
和
の
国
と
な
り
ま
し
た
）
14
（

」。
こ
れ
は
単
な
る
外
形
的
評

価
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
中
核
に
あ
る
建
国
精
神
に
注
目
し
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
独
立
宣
言
に
、「
す
べ
て
人
は
、
平
等
に
造
ら
れ
、
造

物
主
に
よ
り
、
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
の
追
求
を
含
む
、
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
一
定
の
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
一
句
が
あ

る
）
15
（

。
韓
景
職
に
よ
れ
ば
そ
の
箇
所
は
「
主
権
の
根
本
が
す
べ
て
神
か
ら
由
来
す
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
）
16
（

。
ア
メ
リ
カ
を
モ
デ
ル
と
し
た
理

由
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
説
教
者
と
し
て
の
韓
景
職
の
限
界
を
指
摘
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
民
主
主
義
の

源
流
に
関
す
る
も
の
で
、
彼
が
あ
ま
り
に
も
ア
メ
リ
カ
を
強
調
し
た
の
で
、
聴
衆
た
ち
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
「
パ
ト
ニ
ー
会
議
」
の
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よ
う
な
「
民
主
主
義
の
源
流
」
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
17
（

。

（
3
）
キ
リ
ス
ト
者
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
清
教
徒

ア
メ
リ
カ
清
教
徒
た
ち
の
信
仰
に
注
目
し
て
、「
北
米
の
荒
野
に
清
教
徒
た
ち
が
建
て
た
教
会
な
し
に
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
富
強
」
は
あ

り
得
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
注
目
対
象
は
一
七
世
紀
に
迫
害
を
逃
れ
て
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
移
住
し
た
清
教
徒
グ

ル
ー
プ
で
あ
る
）
18
（

。
次
の
よ
う
に
聖
書
中
心
、
神
中
心
と
い
う
清
教
徒
の
特
徴
を
挙
げ
て
い
る
の
は
正
し
い
。
聖
書
が
「
教
会
と
国
家
政
治
の

標
準
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
、「
神
の
御
心
」
が
家
庭
と
社
会
と
国
家
政
治
に
行
わ
れ
る
よ
う
信
仰
生
活
を
堅
持
し
た
と
い
う
特
徴
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
19
（

。
特
に
「
解
放
」
後
、
混
乱
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
韓
国
の
キ
リ
ス
ト
者
に
清
教
徒
信
仰
を
信
仰
の
模
範
と
し
て
提
示
し

た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
）
20
（

。

2　

民
主
主
義
の
教
育
の
場
と
し
て
の
教
会

韓
国
の
長
老
派
教
会
は
民
主
主
義
の
教
育
の
場
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
教
会
が
民
主
主
義
の
理
念
を
ど
れ
ほ
ど
聖
書

に
立
脚
し
て
教
え
て
い
た
か
に
重
点
を
置
く
。
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（
1
）
韓
国
教
会
の
教
育
的
使
命

「
我
々
は
朝
鮮
時
代
か
ら
、
民
は
主
権
者
で
な
く
被
治
者
と
見
な
さ
れ
、
ま
た
日
本
帝
国
主
義
時
代
に
は
日
本
の
天
皇
の
権
威
の
下
に
置

か
れ
て
い
た
の
で
、
伝
統
的
に
民
主
的
立
憲
主
義
政
治
に
対
す
る
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
）
21
（

」。
こ
れ
は
金
チ
ョ
ル
ス
・
元
ソ
ウ
ル
大
学
教
授

が
東
亜
日
報
記
者
と
の
対
談
で
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
。「
解
放
」
を
迎
え
た
韓
国
民
が
ど
れ
ほ
ど
民
主
主
義
に
不
慣
れ
で
あ
っ
た
か
が
窺
わ

れ
る
。
そ
の
文
脈
で
は
憲
法
教
育
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
民
主
主
義
教
育
の
重
要
性
と
言
い
換
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

韓
国
教
会
が
民
主
主
義
教
育
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
「
解
放
」
後
、
間
も
な

い
う
ち
に
は
思
想
的
混
乱
が
あ
っ
た
。
一
九
四
五
年
八
月
に
は
ソ
連
軍
が
朝
鮮
半
島
の
北
地
域
に
駐
屯
し
、
九
月
に
な
る
と
南
の
地
域
に

は
ア
メ
リ
カ
軍
が
駐
屯
す
る
よ
う
に
な
り
、
民
主
主
義
と
共
産
主
義
に
対
す
る
思
想
的
混
乱
が
激
し
か
っ
た
。「
解
放
」
の
五
年
後
で
あ
る

一
九
五
〇
年
か
ら
三
年
間
に
は
朝
鮮
戦
争
が
あ
り
、
人
々
は
生
存
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
一
九
六
〇
年
に
な
る
と
「
四
・
一
九
学
生
革

命
」、「
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
」
が
起
き
た
。
韓
国
教
会
を
取
り
巻
く
上
記
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
状
況
の
中
で
、
教
会
が
民
主
主
義
国
家
の
確
立

の
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
民
主
主
義
教
育
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

説
教
者
で
あ
っ
た
韓
景
職
も
そ
の
民
主
主
義
教
育
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
点
は
韓
国
教
会
の
民
主
主
義
へ
の
寄
与
の
実
例
に

な
ろ
う
。
彼
の
一
九
七
四
年
の
説
教
は
、
当
時
高
麗
大
学
校
の
学
生
た
ち
の
前
で
行
わ
れ
た
説
教
で
あ
る
が
、
彼
は
当
時
最
も
必
要
な
教
育

が
民
主
主
義
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
現
今
、
韓
国
で
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
民
主
教
育
で
す
。
事
実
全
世
界
に
お
い
て
要
求
さ

れ
て
い
る
の
も
民
主
教
育
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
22
（

。
韓
景
職
の
言
う
民
主
主
義
教
育
が
単
に
教
科
書
的
次
元
の
も
の
な
ら
ば
こ
こ

で
取
り
上
げ
る
意
味
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
言
う
民
主
主
義
教
育
の
根
幹
を
な
す
の
が
次
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
意
義
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
記
憶
し
な
さ
い
。
自
由
民
主
主
義
制
度
が
キ
リ
ス
ト
教
文
化
か
ら
起
き
た
こ
と
は
偶
然
で
は
あ
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り
ま
せ
ん
。
…
…
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
は
自
由
民
主
主
義
の
精
神
的
背
景
と
な
り
ま
す
」
と
韓
景
職
は
言
う
）
23
（

。

そ
の
自
由
民
主
主
義
制
度
に
対
し
て
、
韓
景
職
は
民
族
生
存
の
問
題
と
同
様
に
扱
っ
て
お
り
、
ま
た
彼
は
そ
れ
を
実
践
的
に
説
教
し
て
い

る
。
一
九
五
三
年
に
朝
鮮
戦
争
が
休
戦
に
な
っ
た
後
、
韓
国
の
全
国
土
は
廃
墟
と
な
り
、
人
々
の
心
も
そ
う
で
あ
っ
た
）
24
（

。
何
よ
り
も
戦
争

後
、「
生
存
」
と
い
う
問
題
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
至
難
の
課
題
で
あ
っ
た
。
ど
う
す
れ
ば
生
き
の
び
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

そ
の
と
き
に
彼
は
「
民
主
主
義
と
な
っ
て
自
由
の
あ
る
国
」
を
建
て
る
こ
と
が
民
族
生
存
の
た
め
の
解
決
だ
と
明
言
し
、
民
主
主
義
国
家
の

維
持
を
徹
底
化
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
）
25
（

。

（
2
）
民
主
主
義
の
礎
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教

教
会
は
民
主
主
義
の
教
育
の
た
め
に
何
を
基
礎
と
し
た
の
か
。
一
つ
は
民
主
主
義
国
家
の
基
礎
を
キ
リ
ス
ト
教
と
し
た
こ
と
、
も
う
一
つ

は
聖
書
に
基
づ
く
民
主
主
義
の
理
念
の
確
立
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
民
主
主
義
の
「
精
神
的
」
基
礎
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教

韓
景
職
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
新
し
い
国
づ
く
り
の
柱
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
思
惟
構
造
を
辿
っ
て
み
る
と
、
国
全
体
構
造

を
ま
る
で
円
錐
形
の
よ
う
に
見
な
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
柱
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
、
そ
の
頂
点
に
神
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
）
26
（

。

「
古
い
国
が
亡
く
な
っ
て
既
に
四
〇
年
﹇
が
過
ぎ
﹈、
新
し
い
国
を
建
て
よ
う
と
す
る
こ
の
時
期
）
27
（

」。
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
一
九
四
七
の
説

教
に
お
い
て
当
時
を
「
新
し
い
国
づ
く
り
」
の
時
代
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
「
新
し
い
国
」
の
礎
を
何
に
す
る
か
が
課
題
と
な

る
。
彼
は
、「
家
造
り
ら
の
捨
て
た
石
は
隅
の
か
し
ら
石
と
な
っ
た
」（
詩
篇 

一
一
八
・
二
二
、
口
語
訳
、
以
下
同
様
）
と
い
う
箇
所
に
基

づ
い
て
「
キ
リ
ス
ト
教
会
が
新
し
い
国
の
精
神
的
基
礎
」
だ
と
言
っ
て
い
る
）
28
（

。
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こ
こ
で
「
精
神
的
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
究
明
す
れ
ば
、
彼
の
思
想
が
明
ら
か
に
な
る
。
最
も
近
い
例
と
し
て
、
こ
れ
は
「
和
魂
洋

才
」
の
言
葉
に
お
け
る
「
魂
」
の
よ
う
な
意
味
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
人
間
の
体
（
肉
）、
魂
、
霊
を
民
主
主
義
国
家
に
譬
え
て

い
る
。
人
間
の
肉
を
民
主
主
義
国
家
体
制
と
譬
え
、
魂
を
そ
の
国
の
道
徳
的
要
素
と
、
霊
を
そ
の
国
の
宗
教
（
的
性
格
）
と
譬
え
て
い
る
。

民
主
主
義
国
家
体
制
に
お
い
て
の
み
、
人
格
が
尊
重
さ
れ
、
自
由
思
想
と
万
人
平
等
の
思
想
が
認
め
ら
れ
る
）
29
（

。
彼
は
聖
書
の
教
え
が
そ
の
国

の
道
徳
を
導
き
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
国
の
中
心
的
宗
教
と
な
る
と
い
う
国
を
め
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

②
聖
書
的
基
礎
の
上
に
捉
え
ら
れ
た
民
主
主
義
の
理
念

韓
景
職
は
聖
書
か
ら
民
主
主
義
の
諸
理
念
を
確
立
し
、
そ
れ
を
教
育
的
に
用
い
る
。
し
か
も
彼
は
そ
の
よ
う
な
形
で
、
公
に
聖
書
に
基
づ

く
民
主
主
義
理
念
を
提
示
す
る
）
30
（

。
そ
れ
は
独
裁
政
権
と
言
わ
れ
て
い
る
朴
正
熙
大
統
領
時
代
の
一
九
七
一
年
五
月
一
日
に
行
わ
れ
た
「
大

統
領
の
た
め
の
祈
祷
会
」
で
の
公
の
説
教
に
お
い
て
も
、
上
記
同
様
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
）
31
（

。
そ
こ
で
の
要
点
も
、
民
主
主
義
の
根
本
理

念
、
政
治
家
の
資
質
、
国
民
の
道
徳
的
品
格
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。

第
一
に
、
民
主
主
義
の
根
本
理
念
と
し
て
「
個
人
の
尊
重
」
で
あ
る
）
32
（

。
神
が
ご
自
分
の
か
た
ち
に
人
を
お
造
り
に
な
り
、
人
格
と
良
心
を

与
え
、
神
と
交
わ
り
可
能
な
存
在
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
人
を
贖
う
た
め
に
キ
リ
ス
ト
が
遣
わ
さ
れ
、
人
に
対
す
る
神
の
愛
が
表
さ
れ
た
。
そ

こ
に
個
人
の
尊
厳
思
想
が
あ
る
、
と
韓
景
職
は
見
て
い
る
）
33
（

。
第
二
に
「
平
等
」
の
観
念
で
あ
る
）
34
（

。
す
べ
て
の
人
が
一
人
の
救
い
主
に
よ
っ

て
救
わ
れ
、
神
の
子
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
彼
の
平
等
思
想
の
根
源
が
あ
る
。
第
三
が
自
由
の
観
念
で
あ
る
。
特
に
信
教
の
自
由
な
ど
を
挙

げ
、「
自
由
を
保
障
す
る
の
が
民
主
主
義
国
家
の
至
上
の
義
務
」
で
あ
る
と
言
う
）
35
（

。
主
が
地
上
に
来
ら
れ
た
目
的
が
自
由
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。
第
四
に
「
秩
序
と
法
の
尊
重
思
想
」
で
あ
る
）
36
（

。
注
意
し
て
見
る
と
、
彼
は
国
民
だ
け
で
は
な
く
、
法
を
制
定
し

そ
れ
を
執
行
す
る
人
々
に
も
法
の
尊
重
を
促
し
て
い
る
。
政
権
が
変
わ
る
度
に
憲
法
の
改
正
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
こ
れ
は
一
般
国
民

に
「
憲
法
に
対
す
る
尊
厳
思
想
を
損
な
う
影
響
」
を
与
え
た
と
憂
慮
す
る
）
37
（

。
第
五
に
「
道
徳
的
品
格
」
で
あ
る
）
38
（

。
そ
れ
は
自
由
を
正
し
く
使
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う
こ
と
の
で
き
る
品
位
、
資
質
の
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
品
格
を
高
め
る
た
め
の
教
会
の
役
割
が
あ
る
と
見
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す

る
。（

3
）
具
体
的
実
例

①
政
治
原
理
と
し
て
の
「
神
の
義
」

で
は
韓
国
教
会
は
何
を
教
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
韓
景
職
説
教
を
貫
い
て
い
る
特
徴
の
一
つ
に
「
神
の
義
」
の
強
調
が
あ
る
。
彼
に
と
っ

て
神
は
正
義
の
神
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
〇
七
年
に
作
ら
れ
た
韓
国
長
老
派
教
会
の
「
一
二
信
条
」
に
お
い
て
も
表
れ
て
い

る
。
そ
の
第
七
条
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
罪
人
の
代
わ
り
に
神
の
法
に
服
従
し
、
体
を
捧
げ
、「
神
の
義
﹇
原
文
に
は
公
義
﹈」
を
実
現

す
る
た
め
に
、
こ
の
世
に
遣
わ
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
）
39
（

。
こ
の
場
合
の
「
義
」
は
キ
リ
ス
ト
の
働
き
に
お
け
る
も
の
で
あ

る
が
、
韓
景
職
は
そ
れ
を
政
治
に
も
適
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
韓
景
職
に
お
け
る
新
し
い
国
づ
く
り
の
政
治
原
理
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
）
40
（

。一
九
四
六
年
に
ソ
ウ
ル
で
永
楽
教
会
が
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
翌
年
の
説
教
で
既
に
、
彼
は
「
正
義
は
国
を
高
く
し
、
罪
は
民
を
は
ず
か

し
め
る
」（
箴
言 

一
四
・
三
四
）
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
つ
つ
、
神
の
義
を
強
調
し
て
い
る
。
聖
書
に
基
づ
く
神
の
義
の
強
調
は
、
韓
景
職
の

鋭
い
洞
察
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
強
調
の
理
由
は
、
彼
に
と
っ
て
日
本
帝
国
主
義
の
韓
国
支
配
が
義
の
欠
け
た
政
治
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
韓
国
教
会
に
は
迫
害
が
あ
り
、
殉
教
者
が
出
る
状
況
に
ま
で
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
不
義
の
所
産
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
）
41
（

。
そ
れ
と
は
逆
に
、
新
し
い
国
は
前
述
の
箴
言
の
言
葉
に
基
づ
い
て
神
の
義
を
根
幹
と
す
べ
き
だ
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
彼
は
「﹇
国

家
の
﹈
主
権
が
神
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
栄
光
を
神
に
帰
し
、
敬
虔
な
る
命
令
に
従
順
す
る
国
を
作
る
義
務
」
が
あ
る
と
言
う
）
42
（

。
彼
に
よ
れ

ば
国
家
の
主
権
が
神
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
自
由
と
平
等
と
博
愛
が
実
行
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
理
念
が
キ
リ
ス
ト
教
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的
理
念
で
あ
る
の
で
、
政
府
は
神
の
義
に
基
づ
い
て
、
そ
の
民
に
「
人
格
の
成
長
に
必
要
な
自
由
と
平
等
を
保
障
」
す
べ
き
だ
、
と
彼
は
主

張
す
る
。

②
責
任
を
伴
う
自
由

自
由
は
基
本
権
利
と
理
解
さ
れ
る
が
、「
神
な
し
の
自
由
は
意
味
が
な
い
」
と
韓
景
職
は
見
て
い
る
）
43
（

。
彼
に
と
っ
て
自
由
は
、「
神
の
摂
理

の
下
で
、
神
の
法
則
の
通
り
神
の
御
心
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
最
大
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
の
で
、
当
然
な
が
ら
こ
の
よ
う

な
見
方
に
よ
れ
ば
神
な
し
の
自
由
は
あ
り
得
な
く
な
る
）
44
（

。
韓
国
で
は
そ
の
よ
う
な
自
由
が
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
に
「
神
の
恵
み
」
と

し
て
与
え
ら
れ
た
）
45
（

。

し
か
し
韓
国
社
会
で
は
問
題
が
あ
っ
た
。
成
熟
し
た
社
会
で
あ
っ
た
な
ら
ば
自
由
に
対
す
る
責
任
意
識
を
問
題
視
す
る
必
要
が
な
い
が
、

当
時
の
韓
国
社
会
は
未
熟
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
教
会
の
教
育
的
働
き
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
最
も
代
表
的
な
例
は

毎
年
三
月
に
「
三
・
一
独
立
運
動
」、
そ
し
て
八
月
一
五
日
に
「
解
放
」
の
記
念
礼
拝
が
捧
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、

説
教
者
は
そ
の
中
で
自
由
の
真
の
価
値
と
意
味
を
想
起
さ
せ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
自
由
に
対
す
る
責
任
意
識
の
高
揚
で
あ
る
。
韓
景
職
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
、
民
主
主
義
の
諸
理
念
を
守
る
「
道
徳
的
品
格
」
と
言
っ
て
よ
い
。

一
九
六
六
年
の
解
放
二
一
周
年
の
記
念
礼
拝
を
挙
げ
れ
ば
、
彼
は
「
自
由
と
責
任
」
と
題
す
る
説
教
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
自
由
に
責

任
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
自
由
を
正
し
く
使
う
責
任
、
成
長
の
責
任
、
奉
仕
の
責
任
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
「
成
長
の
責
任
」
と

い
う
項
目
に
お
い
て
彼
は
、「
成
長
な
し
に
は
自
由
を
正
し
く
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
明
言
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
成
熟
し

た
民
主
主
義
を
め
ざ
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
彼
は
、
韓
国
社
会
に
お
い
て
神
か
ら
霊
的
（
宗
教
的
）
自
由
を
受
け
て
い
る
キ
リ
ス
ト
者
が
、

ま
ず
そ
の
責
任
を
果
た
す
べ
き
だ
と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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③「
国
家
の
良
心
」
と
し
て
の
教
会

リ
ン
ゼ
イ
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
良
心
は
民
主
主
義
の
基
礎
で
あ
る
）
46
（

。
こ
の
意
味
で
こ
こ
で
は
良
心
を
見
て
み
よ
う
。
韓
景
職
の
説
教
に
お

い
て
も
「
良
心
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
説
教
集
第
二
巻
だ
け
で
も
全
五
一
七
頁
の
う
ち
に
二
二
四
回
、
二
頁
に
一
回
の

頻
度
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
使
い
方
も
、「
国
家
の
良
心
）
47
（

」、「
個
人
の
良
心
」、「
善
い
良
心
」、「
焼
き
印
を
お
さ
れ
て
い
る
」（
Ⅰ
テ
モ
テ 

四
・
二
）
良
心
な
ど
多
様
で
あ
る
。

「
良
心
」
は
元
々
聖
書
的
概
念
で
あ
っ
て
、
聖
書
で
は
人
の
心
の
中
に
刻
ま
れ
て
い
る
神
の
律
法
（
ロ
ー
マ 

二
・
一
五
）
と
記
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
良
心
は
人
の
道
徳
生
活
を
導
く
「
内
的
権
威
」
と
理
解
さ
れ
う
る
）
48
（

。
そ
の
対
の
外
的
権
威
が
聖
書
と
な
り
、
両
者
の
権

威
が
一
致
す
る
と
き
に
、「
善
い
良
心
」
に
な
る
、
と
韓
景
職
は
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
良
心
が
何
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
韓
国
社
会
に
良
心
の
麻
痺
状
態
が
あ
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
の
休
戦
後
一
九
五
四
年
、
彼
は
当
時
の
韓
国
社
会
を
見
て
次
の
よ
う
に
嘆

い
て
い
る
。

果
た
し
て
我
が
民
族
は
良
心
の
命
令
に
従
順
な
民
族
で
し
ょ
う
か
。
今
日
の
現
状
は
ど
う
で
す
か
。
今
日
の
役
所
を
見
て
、
今

日
の
経
済
界
を
見
て
、
今
日
の
文
化
界
の
各
方
面
を
見
た
ら
、
今
日
の
社
会
現
状
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
の
家
が
壊

れ
、
都
市
が
廃
墟
と
な
っ
た
こ
と
に
心
を
痛
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
悲
し
い
こ
と
は
民
族
が
全
体
的
に
良
心
の
麻
痺
の

状
態
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
）
49
（

。

彼
は
総
体
的
危
機
の
打
開
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
者
の
使
命
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
が
良
心
的
生
活
で
あ
る
。「
信
者
た
ち
は
不
信
の
社
会
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に
お
い
て
良
心
を
守
る
使
命
が
あ
り
ま
す
）
50
（

」。
さ
ら
に
韓
景
職
は
キ
リ
ス
ト
者
の
政
治
家
た
ち
に
訴
え
て
い
る
。「
国
会
に
入
っ
た
信
者
た

ち
が
国
会
で
良
心
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
か
。
間
も
な
く
国
会
で
は
韓
国
の
将
来
の
運
命
に
関
係
す
る
重
要
な
案
件
を
票
決
す
る
で
し
ょ

う
。
…
…
﹇
そ
の
と
き
に
﹈
良
心
に
立
脚
し
て
す
べ
て
を
票
決
す
る
で
し
ょ
う
か
」、
と
）
51
（

。
換
言
す
れ
ば
韓
景
職
に
と
っ
て
教
会
は
、
韓
国

社
会
に
お
け
る
良
心
の
堡
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

3　

民
主
主
義
の
実
行
者
と
し
て
の
教
会

民
主
主
義
の
精
神
的
土
台
が
キ
リ
ス
ト
教
だ
と
い
う
自
覚
を
持
っ
た
韓
国
教
会
は
、
近
代
韓
国
社
会
に
お
い
て
最
初
に
民
主
主
義
を
経
験

し
た
団
体
で
あ
っ
た
。

（
1
）
民
主
主
義
の
経
験
者
と
し
て
の
教
会

『
基
督
公
報
』
は
「
建
国
」
を
め
ぐ
る
キ
リ
ス
ト
者
の
任
務
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
一
九
五
三
年
の
「
基
督
教
の
韓
国
的
使
命
」

と
題
す
る
社
説
は
、
建
国
の
担
い
手
が
キ
リ
ス
ト
者
だ
と
主
張
す
る
）
52
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
当
時
は
次
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
批
判
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、「
今
日
の
韓
国
社
会
で
は
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
は
新
文
化
の
反
逆
者
と
烙
印
を
押
さ
れ
、
時
代
遅
れ
の
教
会
は
既
に
韓
国
民
族
の

文
化
と
生
活
を
指
導
で
き
な
い
）
53
（

」。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
批
判
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
韓
国
教
会
は
以
下
の
よ
う
な
自
覚
を
持
っ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
者
は
教
会
を
通
し
て
半
世
紀
以
上
の
民
主
主
義
の
経
験
を
重
ね
て
き
て
、「
民
主
主
義
訓
練
」
を
受
け

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
54
（

。
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そ
の
訓
練
と
は
長
老
派
の
教
会
政
治
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
韓
国
で
は
一
九
〇
七
年
に
「
老
会
」﹇
日
本
で
は
中
会
﹈
が
組
織
さ
れ
、

一
九
一
二
年
に
「
総
会
」﹇
日
本
で
は
大
会
﹈
が
組
織
さ
れ
、
教
会
政
治
が
行
わ
れ
た
）
55
（

。
こ
の
意
味
で
長
老
派
教
会
を
「
解
放
」
以
前
の
時

代
か
ら
民
主
主
義
を
経
験
し
た
集
団
と
見
る
の
は
正
し
い
。
韓
景
職
の
一
九
四
七
年
の
説
教
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
思
想
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
彼
は
言
う
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
、
特
に
、
長
老
﹇
派
﹈
教
会
は
民
主
主
義
思
想
を
教
え
、
ま
た
民
主
主
義
政
治
を
実
行
し
て
き
ま
し

た
。
各
教
会
で
長
老
と
執
事
を
選
挙
す
る
こ
と
、
牧
師
を
招
聘
す
る
こ
と
、
老
会
﹇
中
会
﹈
で
の
す
べ
て
の
政
治
は
民
主
主
義

原
則
に
よ
る
も
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
が
一
七
七
六
年
に
独
立
宣
言
を
し
た
後
に
憲
法
と
す
べ
て
の
政
治
を
民
主
主
義
に
よ
っ
て

行
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
既
に
各
自
の
教
会
で
そ
の
よ
う
な
政
治
訓
練
を
し
た
か
ら
で
す
）
56
（

。

（
2
）
民
主
国
家
の
変
革
の
力
と
し
て
の
教
会

韓
景
職
は
民
主
主
義
国
家
と
そ
の
社
会
が
、
新
し
い
政
権
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
新
し
い
制
度
の
制
定
に
よ
っ
て
変
革
さ
れ
る

と
考
え
て
い
な
か
っ
た
。「
新
し
い
政
府
が
樹
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
必
ず
し
も
新
し
く
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
特
定
の
人
が
政
権
を

握
っ
た
と
し
て
も
、
新
し
く
な
り
ま
せ
ん
。
機
構
が
変
わ
っ
た
と
し
て
も
新
し
く
な
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
）
57
（

。
で
は
何
が
要
求
さ
れ
る

の
か
。「
制
度
も
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
人
間
の
改
造
が
急
務
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
「
再
生
」

が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
58
（

。

こ
の
よ
う
に
新
し
い
国
を
作
る
た
め
の
変
革
の
主
体
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
新
し
い
被
造
物
と
し
て
再
生
さ
れ
る
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
彼
が
民
主
主
義
国
家
の
精
神
的
基
礎
を
キ
リ
ス
ト
教
と
捉
え
、
そ
の
政
治
原
理
を
神
の
義
と
見
な
し
た
こ
と
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は
そ
の
国
家
と
神
と
の
関
係
を
垂
直
的
に
正
し
く
形
成
し
よ
う
と
し
た
思
惟
構
造
に
よ
る
。
同
時
に
彼
は
水
平
関
係
の
主
役
と
し
て
キ
リ
ス

ト
者
の
働
き
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
者
の
責
任
が
あ
り
、
教
会
の
使
命
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
国
の
変
革
の
順
序
を
、
個
人

か
ら
社
会
へ
、
そ
し
て
社
会
か
ら
国
へ
と
見
て
い
る
彼
の
思
想
の
帰
結
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
思
想
に
徹
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

次
の
言
葉
に
お
い
て
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
思
想
は
明
ら
か
に
な
る
。

教
会
が
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
個
人
の
再
生
と
救
い
が
あ
り
、
こ
の
個
人
的
救
い
が
漸
進
的
に
社
会
的
再
生
と
改
革
に
至
り
ま

す
。
そ
れ
ゆ
え
教
会
が
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
社
会
の
政
治
、
経
済
、
文
化
、
道
徳
な
ど
の
諸
分
野
に
新
し
い
リ
バ
イ
バ
ル
と

静
化
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
教
会
は
健
全
な
国
家
の
礎
石
と
な
り
ま
す
。
見
な
さ
い
。
北
米
の
荒
野
に
清
教
徒
た
ち
が

建
て
た
教
会
な
し
に
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
富
強
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
）
59
（

。

（
3
）
韓
国
教
会
の
反
省

韓
国
教
会
は
上
記
の
よ
う
に
民
主
主
義
の
経
験
者
と
し
て
、
そ
の
教
育
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
と
は
別
に
韓
国
教
会
に

は
歴
史
の
節
目
に
神
の
前
で
の
反
省
が
あ
っ
た
。

第
一
に
韓
国
教
会
は
民
族
の
罪
に
対
す
る
教
会
の
責
任
を
傍
観
し
て
い
な
か
っ
た
。「
我
々
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
我
が
民
族
を
代
表
し
て

神
に
祈
り
、
ま
た
我
が
民
族
の
罪
を
彼
ら
の
代
わ
り
に
神
に
悔
い
改
め
る
民
族
の
大
祭
司
の
職
が
あ
り
ま
す
）
60
（

」。
こ
れ
は
「
四
・
一
九
学
生
運

動
」
の
翌
週
の
説
教
に
お
い
て
出
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
韓
景
職
は
民
主
主
義
に
逆
行
し
た
民
族
の
罪
に
罪
責
感
を

抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
祈
り
は
次
の
よ
う
な
悔
い
改
め
に
変
わ
っ
て
い
る
。
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信
者
た
ち
は
誰
し
も
過
去
の
腐
敗
し
た
政
権
の
下
で
腐
敗
し
た
社
会
の
中
で
真
に
光
と
塩
に
な
ら
な
か
っ
た
罪
を
悔
い
改
め
る

べ
き
で
す
。
不
法
と
不
義
に
対
し
て
強
く
戦
わ
な
か
っ
た
罪
を
も
悔
い
改
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
強
く
戦
わ
な
か
っ
た
だ

け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
罪
を
黙
認
し
、
そ
れ
に
参
加
し
た
罪
を
も
悔
い
改
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）
51
（

。

第
二
に
憲
法
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
祈
っ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
韓
国
で
は
政
権
が
変
わ
る
た
び
に
憲
法
も
改
正
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま

で
八
回
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
頻
繁
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
韓
景
職
は
憂
慮
を
表
明
し
、
そ
れ
は
国
民
の
持
つ
憲
法
に
対
す

る
価
値
観
を
損
ね
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
見
て
い
る
。
韓
国
で
は
憲
法
が
一
九
四
八
年
に
制
定
さ
れ
た
。
第
七
回
の
憲
法
制
定
記
念
日
で

の
説
教
は
彼
が
ど
れ
ほ
ど
憲
法
の
根
本
精
神
を
尊
重
し
て
い
る
か
が
窺
え
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
祈
っ
て
い
る
。

今
日
は
大
韓
民
国
と
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
大
韓
民
国
憲
法
を
制
定
し
た
記
念
日
で
す
。
民
主
国
家
に
お
い
て
憲
法
は
国
家
の
基

礎
と
な
り
ま
す
。
憲
法
は
我
が
国
家
の
全
て
の
機
構
を
制
定
す
る
原
則
が
含
ま
れ
て
い
る
貴
重
な
文
書
で
す
。
私
た
ち
は
祈
ら

な
い
時
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
特
に
こ
の
日
に
は
我
が
国
家
が
文
字
通
り
こ
の
憲
法
の
根
本
精
神
の
条
項
に
従
っ
て
正
し
い
民
主

国
家
へ
と
発
展
す
る
た
め
に
祈
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）
62
（

。

第
三
に
自
由
を
正
し
く
使
わ
な
か
っ
た
罪
を
も
悔
い
改
め
て
い
る
。
彼
は
一
九
六
〇
年
代
に
あ
っ
た
二
つ
の
革
命
を
経
験
し
た
後
、
次
の

よ
う
に
説
教
し
て
い
る
。

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
解
放
に
な
っ
て
新
し
い
時
代
が
到
来
し
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
﹇
朝
鮮
半
島
の
﹈
南
は
独
立
し
、
自

由
と
な
り
、
民
主
主
義
時
代
に
戻
り
ま
し
た
。
し
か
し
問
題
は
国
民
が
古
い
人
間
そ
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
で
し
た
。
新
し
く
受
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け
た
特
権
と
自
由
を
正
し
く
使
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
政
治
家
は
権
力
を
正
し
く
使
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
国
民
は
自
由
を
正
し
く

使
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
事
業
家
も
経
済
援
助
を
正
し
く
使
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
﹇
一
九
六
〇
年
の
﹈
四
・
一
九
革
命
が

起
こ
り
ま
し
た
。
ま
た
﹇
一
九
六
一
年
の
﹈
五
・
一
六
革
命
も
起
こ
り
ま
し
た
）
63
（

。

こ
れ
は
一
九
六
二
年
一
月
の
新
年
礼
拝
の
説
教
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
前
に
あ
っ
た
二
つ
の
革
命
を
経
験
し
た
後
の
彼
の
心
境
の
告
白
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
恵
み
と
し
て
の
自
由
を
正
し
く
使
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
罪
を
悔
い
改
め
て
い
る
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

結
び

池
明
観
は
『
流
れ
に
抗
し
て
』（
一
九
六
六
年
）
に
お
い
て
、
韓
国
教
会
が
「
民
族
史
的
な
事
件
に
お
い
て
神
の
声
を
聞
か
ず
に
生
き
の

び
て
来
た
」
と
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
）
64
（

。
一
九
六
〇
年
の
「
四
・
一
九
学
生
革
命
」
を
き
っ
か
け
に
、
そ
こ
ま
で
韓
国
教
会
が
沈
黙
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
韓
国
教
会
が
民
主
主
義
に
全
く
無
益
な
存
在
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
く

る
。
韓
国
教
会
は
果
た
し
て
民
主
主
義
に
無
関
心
で
あ
り
、
民
主
主
義
に
無
益
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問

い
を
念
頭
に
入
れ
て
、「
解
放
」
後
の
約
二
〇
年
間
、
韓
国
教
会
の
働
き
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

韓
国
教
会
と
い
う
表
現
は
広
す
ぎ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
長
老
派
教
団
の
一
つ
で
あ
る
「
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
」
に
絞
り
、
そ
の
教
団
の

中
心
的
存
在
で
韓
国
社
会
に
大
き
な
影
響
を
も
与
え
た
、
韓
景
職
牧
師
の
思
想
に
焦
点
を
当
て
た
。

「
解
放
」
後
の
約
二
〇
年
間
、
見
方
に
よ
っ
て
は
教
会
が
韓
国
の
民
主
主
義
の
確
立
に
失
敗
し
た
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
失
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敗
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
教
会
だ
け
の
責
任
で
は
な
く
、
韓
国
の
全
国
民
の
連
帯
責
任
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
よ
う
。

で
は
教
会
は
何
を
し
、
民
主
主
義
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
一
つ
は
、
戦
前
か
ら
韓
国
社
会
に
お
い
て
民
主
主

義
の
経
験
を
し
た
唯
一
の
集
団
と
し
て
教
会
は
、
韓
国
社
会
に
民
主
主
義
の
た
め
の
教
育
的
使
命
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
既

述
の
よ
う
に
、
歴
史
的
状
況
に
よ
っ
て
教
会
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
特
に
韓
景
職
の
思

想
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
し
い
国
づ
く
り
の
主
体
が
新
し
い
被
造
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る

「
再
生
」
を
経
験
し
た
者
た
ち
が
社
会
と
国
家
を
変
革
す
る
原
動
力
と
な
る
。
韓
景
職
は
ま
ず
個
人
が
変
わ
ら
な
い
と
、
民
主
主
義
国
家
を

建
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
た
。
そ
こ
に
教
会
の
使
命
が
隠
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
一
九
七
〇
年
代
に
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会

が
民
族
福
音
化
運
動
を
展
開
し
た
こ
と
は
良
い
例
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
に
教
会
の
成
長
に
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
民
主
主
義
国
家

の
変
革
の
主
体
の
養
成
と
繋
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
見
逃
す
な
ら
ば
、
韓
国
教
会
に
お
け
る
民
主
主
義
へ
の
寄
与
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
注

（
1
） 

詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
に
あ
る
。「
日
韓
教
会
交
流
史
研
究
――
日
韓
併
合
一
〇
〇
年
を
経
た
将
来
へ
向
け
た
日
韓
キ
リ
ス
ト
教
会
の
協
力
基
盤

の
形
成
に
向
け
て
」、『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所N

E
W

SLE
T

T
E

R

』
一
九
巻
五
号
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
、
四
〇
頁
。

（
2
） 

池
明
観
『
流
れ
に
抗
し
て
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
、
一
一
二
頁
。
近
年
、
キ
リ
ス
ト
者
と
韓
国
民
主
主
義
と
の
関
連
で
次
の
よ
う
な
書

籍
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
韓
景
職
牧
師
の
建
国
論
を
扱
っ
て
い
る
が
、
韓
国
教
会
と
い
う
観
点
で
書
か
れ
て
い
な
い
。
李
ヘ
ジ
ョ
ン
『
韓
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景
職
の
キ
リ
ス
ト
教
的
建
国
論
』
大
韓
基
督
教
書
会
、
二
〇
一
一
年
﹇
이
혜
정
「
한
경
직
의
기
독
교
적
건
국
론
」、
대
한
기
독
교
서
회
﹈。
も
う

一
つ
は
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
韓
国
民
主
化
運
動
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
建
国
に
つ
い
て
の
言
及
は
乏
し
い
。
金
ミ
ョ
ン
ベ
『
解
放

後
韓
国
基
督
教
社
会
運
動
史
――
民
主
化
と
人
権
運
動
を
中
心
に
、
一
九
六
〇
か
ら
一
九
八
七
――
』
ブ
ッ
ク
コ
リ
ア
、
二
〇
〇
九
年
﹇
김
명
배

「
해
방
후
한
국
기
독
교
사
회
운
동
사
―
민
주
화
와
인
권
운
동
을 

중
심
으
로
」、
북
코
리
아
﹈。

（
3
） 『
永
楽
教
会
五
〇
年
史
（
一
九
四
五
―
一
九
九
五
）』
永
楽
教
会
、
一
九
九
八
年
、
三
頁
﹇「
영
락
교
회
五
〇 

년
사
」
영
락
교
회
﹈。

（
4
） 

以
下
、「
解
放
」
と
は
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
出
来
事
を
意
味
す
る
。

（
5
） 『
韓
景
職
牧
師
説
教
全
集
』
韓
景
職
牧
師
記
念
事
業
会
、
二
〇
〇
九
年
、
第
一
巻
一
九
一
頁
（
以
下
、『
説
教
集
』
一
巻
、
一
一
九
頁
と
い
う
形

式
で
略
記
）。

（
6
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
二
九
頁
。

（
7
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
二
八
一
頁
。

（
8
） 

同
上
。

（
9
） 

同
上
。

（
10
） 『
説
教
集
』
四
巻
、
四
四
三
頁
。

（
11
） 『
説
教
集
』
四
巻
、
四
五
一
頁
。

（
12
） 

発
行
の
草
創
期
は
『
基
督
教
公
報
』
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
『
基
督
公
報
』
と
統
一
す
る
。

（
13
） 『
基
督
公
報
』（
一
九
四
六
・
一
・
一
七
）、
四
頁
。

（
14
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
二
五
頁
。

（
15
） 

高
橋
和
之
編
『
世
界
憲
法
集
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
四
六
頁
。

（
16
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
二
五
頁
。

（
17
） 

大
木
英
夫
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
』
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
一
四
九
頁
。
大
澤
麦
訳
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
討
論
の
生
誕
』
聖

学
院
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
二
一
頁
。

（
19
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
八
五
―
八
六
頁
。
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（
20
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
八
五
頁
。
彼
は
清
教
徒
の
信
仰
を
「
福
音
的
信
仰
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（
21
） 『
東
亜
日
報
』（
二
〇
一
二
年
一
一
月
五
日
）
A
三
三
頁
。

（
22
） 『
説
教
集
』
一
四
巻
、
二
二
九
頁
。

（
23
） 『
説
教
集
』
一
四
巻
、
二
三
一
―
二
三
二
頁
。

（
24
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
ⅲ
―
五
頁
。

（
25
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
一
〇
七
頁
。

（
26
） 

彼
は
神
の
国
と
い
う
用
語
を
そ
れ
ほ
ど
好
ん
で
い
な
か
っ
た
面
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
思
惟
構
造
を
見
る
と
神
の
統
治
の
神
の
国
の
建
設
と
似

て
い
る
。

（
27
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
一
〇
六
頁
。

（
28
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
一
〇
七
頁
。

（
29
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
一
〇
六
頁
。

（
30
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
一
一
九
頁
。

（
31
） 『
説
教
集
』
一
二
巻
、
三
七
四
頁
。

（
32
） 『
説
教
集
』
六
巻
、
三
七
五
頁
。

（
33
） 

同
上
。

（
34
） 『
説
教
集
』
六
巻
、
三
七
七
頁
。

（
35
） 『
説
教
集
』
六
巻
、
三
七
九
頁
。

（
36
） 『
説
教
集
』
六
巻
、
三
七
七
頁
。

（
37
） 『
説
教
集
』
六
巻
、
三
八
二
頁
。

（
38
） 

同
上
。

（
39
） 「
大
韓
長
老
教
会
信
経
」、『
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
総
会
録
』
韓
国
教
会
史
文
献
研
究
院
、
一
九
九
〇
年
、
二
七
頁
﹇「
대
한
장
로
교
회
신
경
」、

『
대
한
예
수
교
장
로
회
총
회
록
』
한
국
교
회
사
문
헌
연
구
원
﹈。

（
40
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
二
七
頁
。
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（
41
） 

同
上
。

（
42
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
二
九
頁
。

（
43
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
一
八
六
頁
。

（
44
） 『
説
教
集
』
四
巻
、
九
二
頁
。

（
45
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
三
七
二
頁
、『
説
教
集
』
六
巻
、
一
五
八
頁
。

（
46
） 

A
・
D
・
リ
ン
ゼ
イ
『
民
主
主
義
の
本
質
』
永
岡
薫
訳
、
未
來
社
、
一
九
九
二
年
、
四
〇
頁
。

（
47
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
三
九
七
頁
。

（
48
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
三
九
六
頁
。

（
49
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
三
九
七
頁
。

（
50
） 

同
上
。

（
51
） 

同
上
。

（
52
） 『
基
督
公
報
』（
一
九
五
三
・
二
・
四
）、
一
頁
。

（
53
） 

同
上
。

（
54
） 

同
上
。

（
55
） 「
イ
エ
ス
教
長
老
会
朝
鮮
総
会
第
一
回
会
録
」、『
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
総
会
録
』
韓
国
教
会
史
文
献
研
究
院
、
一
九
九
〇
年
、
一
頁
﹇「
예
수

교
장
로
회
조
선
총
회
뎨
일
회
회
록
」、『
대
한
예
수
교
장
로
회
총
회
록
』
한
국
교
회
사
문
헌
연
구
원
﹈。

（
56
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
一
一
八
―
一
一
九
頁
。

（
57
） 『
説
教
集
』
四
巻
、
三
五
七
頁
。

（
58
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
六
三
頁
。

（
59
） 『
説
教
集
』
一
巻
、
二
一
頁
。

（
60
） 『
説
教
集
』
四
巻
、
三
四
五
頁
。

（
61
） 『
説
教
集
』
四
巻
、
三
五
五
頁
。

（
62
） 『
説
教
集
』
二
巻
、
四
六
頁
。
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（
63
） 『
説
教
集
』
五
巻
、
三
四
七
頁
。

（
64
） 
池
明
観
、
前
掲
書
。


