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47 日韓会談反対運動と日韓教会交流

日
韓
会
談
反
対
運
動
と
日
韓
教
会
交
流

――
一
九
六
〇
年
代
を
中
心
に
し
て
――

高　
　

萬　

松

は
じ
め
に

一
九
四
五
年
八
月
以
降
、
日
韓
の
間
で
の
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
交
流
が
一
九
六
〇
年
に
あ
っ
た
）
1
（

。
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
学
生
た
ち
の

訪
韓
で
あ
り
、
教
会
と
し
て
の
取
り
組
み
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
五
年
後
に
日
韓
教
会
の
和
解
の
扉
が
開
か
れ
た
。
そ
れ
は
日

韓
教
会
交
流
の
初
穂
と
し
て
意
味
深
い
。

一
九
六
〇
年
代
の
前
半
、
日
韓
の
両
国
が
当
事
者
と
し
て
関
わ
っ
て
き
た
の
は
「
両
国
の
基
本
関
係
を
設
定
す
る
た
め
の
会
談
」
い
わ
ゆ

る
日
韓
会
談
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
に
そ
の
会
談
に
対
す
る
賛
否
両
論
が
激
し
く
戦
わ
さ
れ
た
。
一
九
六
五
年
六
月
に
両
国
政
府
に
よ
っ

て
「
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
基
本
関
係
に
関
す
る
条
約
」（
日
韓
条
約
と
略
す
）
が
調
印
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
韓
国
の
キ
リ
ス
ト

者
が
条
約
批
准
反
対
運
動
を
進
め
た
。
特
徴
的
な
こ
と
は
、
韓
国
教
会
が
教
派
を
超
え
て
、
し
か
も
全
国
的
に
参
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
本

稿
は
、
そ
こ
に
注
目
し
、
日
韓
両
国
の
教
会
が
ど
の
よ
う
に
し
て
交
流
を
進
め
て
い
た
か
考
察
し
た
い
。
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1　
「
近
く
て
遠
い
」
日
韓
の
教
会

「
近
く
て
遠
い
国
」
と
い
う
表
現
が
日
・
韓
の
関
係
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
地
理
的
に
、
空
間
的
に
近
い
が
、
水
平
的

関
係
、
つ
ま
り
隣
人
の
関
係
に
ま
で
成
熟
し
て
い
な
い
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
言
葉
は
一
九
六
〇
年
代
前
半
の

日
・
韓
の
教
会
関
係
に
お
い
て
も
通
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
韓
国
の
政
変
に
対
す
る
見
方

ま
ず
一
九
六
〇
年
四
月
一
九
日
に
起
き
た
学
生
運
動
（「
四
・
一
九
学
生
運
動
（
革
命
）」
を
見
よ
う
。
そ
れ
は
三
月
一
五
日
に
あ
っ
た
大

統
領
選
挙
が
不
正
選
挙
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
学
生
た
ち
が
起
こ
し
た
反
政
府
運
動
で
あ
る
。
最
初
は
ソ
ウ
ル
の
大
学
生
か
ら
始
ま
っ
た

が
後
に
全
国
的
に
広
が
り
、
そ
の
勢
力
に
屈
服
し
て
李
承
晩
大
統
領
が
辞
任
す
る
事
態
に
至
っ
た
）
2
（

。
こ
の
事
態
を
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
界
は

ど
う
受
け
止
め
た
の
か
。

『
教
団
新
報
』（
一
九
六
〇
・
五
・
七
）
は
「
韓
国
昨
今
の
情
勢
」
と
題
す
る
「
論
説
」
で
そ
れ
を
暴
動
事
件
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
「
わ
が
国
の
隣
国
で
あ
る
韓
国
の
各
地
に
起
こ
っ
た
大
暴
動
事
件
は
、
わ
れ
ら
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
四
月
一
八
日
に
…
…
各

地
で
発
生
し
た
反
政
府
デ
モ
に
は
約
一
〇
万
人
の
民
衆
が
参
加
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
3
（

。「
解
放
後
の
半
島
の
情
勢
は
、
せ
っ
か
く
自

由
に
な
っ
た
国
家
民
族
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
感
心
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
）
4
（

」。
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
が
韓
国
に
対
し
て
「
あ
ま
り
感
心
し

な
い
」
と
い
う
の
が
、
戦
後
一
五
年
の
韓
国
に
対
す
る
論
者
の
見
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
韓
国
民
は
日
本
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
よ
り
も
強

い
解
放
感
を
感
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
）
5
（

」
と
い
う
言
葉
は
、
韓
国
を
誤
解
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
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韓
国
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
い
て
も
一
九
六
五
年
八
月
の
『
基
督
公
報
』
を
見
る
と
、
そ
こ
で
は
「
八
・
一
五
の
新
し
い
覚
醒
」、「
解
放

二
〇
年
の
韓
国
教
会
」
と
い
う
題
の
特
別
記
事
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
そ
の
解
放
の
日
を
「
二
〇
世
紀
の
最
大
の
喜
び
）
6
（

」
と
見
て
い

る
。
論
者
の
歴
史
観
に
は
冷
静
さ
を
欠
い
た
偏
っ
た
見
方
が
あ
る
。
特
に
「
こ
ん
ど
の
暴
動
が
世
界
の
同
情
を
集
め
て
い
る
）
7
（

」
と
述
べ
て
い

る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
論
者
も
そ
の
「
同
情
」
す
る
群
れ
の
一
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

前
述
の
論
説
は
、
当
時
韓
国
に
対
す
る
日
本
キ
リ
ス
ト
者
の
見
方
の
一
側
面
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
逆
に
日
本
に
対
す
る
韓
国
キ
リ
ス
ト
者

の
見
方
も
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
日
本
政
府
が
、
在
日
韓
国
人
を
北
朝
鮮
へ
と
送
還
し
よ
う
と
し
た
問
題
に
対
す
る
韓
国
か
ら
の
反
発
の

声
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
は
韓
国
キ
リ
ス
ト
者
の
声
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
よ
っ
て
日
本
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
悪
く

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
日
本
政
府
が
在
日
韓
国
人
の
北
朝
鮮
へ
の
送
還
の
案
を
一
九
五
九
年
二
月
一
三
日
に
承
認
す
る
と
、
韓
国
で
は
与
・
野

党
共
に
参
加
し
た
全
国
的
規
模
の
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。

『
基
督
公
報
』（
一
九
五
九
・
三
・
二
）
の
第
一
面
題
字
は
「
僑
胞
北
送
﹇
在
日
韓
国
人
の
北
朝
鮮
へ
の
送
還
﹈
を
教
会
も
反
対
す
る
」
で

あ
っ
た
）
8
（

。
社
説
の
冒
頭
は
「
日
本
政
府
が
在
日
僑
胞
を
北
へ
送
還
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
反
対
す
る
」
と
明
言
し
て
い

る
）
9
（

。
信
仰
の
自
由
の
な
い
地
域
で
あ
る
北
朝
鮮
に
、
在
日
韓
国
人
を
送
る
こ
と
に
対
し
て
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
者
は
日
本
﹇
政
府
﹈
に
不
信
感

を
表
し
、
そ
の
信
頼
回
復
の
た
め
に
日
本
教
会
の
役
割
を
期
待
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
日
本
教
会
は
傍
観
す
る
な
。
我
々
は
、
日
本
教
会

が
人
道
と
正
義
の
側
に
立
っ
て
、
共
産
圏
に
自
由
の
民
を
送
る
﹇
日
本
﹈
政
府
に
対
し
て
良
心
的
に
活
動
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
と
記
さ

れ
て
い
る
）
10
（

。
し
か
し
、
同
年
九
月
一
二
日
付
の
『
教
団
新
報
』
の
「
北
朝
鮮
帰
還
問
題
と
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
連
合
会
」
と
題
す
る
社
説
に
お

い
て
は
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
「
朝
鮮
半
島
が
南
北
に
二
分
さ
れ
て
い
る
政
治
的
状
況
の
下
に
お
い
て

行
わ
れ
る
今
回
の
北
鮮
帰
還
が
、
で
き
る
だ
け
円
満
の
中
に
ト
ラ
ブ
ル
が
少
な
く
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
も
心
か

ら
望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
）
11
（

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
、
両
国
の
政
治
的
要
素
に
よ
っ
て
、
両
国
の
教
会
が
同
じ
信
仰
を
持
つ
同
士
と
い
う
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
と
は
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言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

②
希
望
を
持
つ
だ
け
の
教
会
交
流

「
近
く
て
遠
い
」
日
韓
の
教
会
関
係
で
あ
っ
た
が
、
交
流
し
よ
う
と
す
る
希
望
と
期
待
が
全
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
両
国
の
キ
リ
ス

ト
教
界
の
発
行
す
る
新
聞
が
相
手
の
国
と
教
会
に
つ
い
て
言
及
す
る
時
に
は
、
両
国
教
会
の
交
流
に
期
待
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
日
本
基
督
教
団
の
機
関
紙
『
教
団
新
報
』
に
言
及
さ
れ
て
い
る
内
容
を
見
よ
う
。
前
述
の
韓
国
の
「
四
・
一
九
学
生
運
動
」
に
関
す

る
論
説
に
は
、「
わ
れ
ら
は
隣
国
の
情
勢
が
一
日
も
早
く
平
静
に
な
り
、
両
国
の
間
に
あ
る
壁
が
取
り
去
ら
れ
、
両
国
民
が
自
由
に
交
わ
る

こ
と
が
で
き
る
日
の
早
か
ら
ん
こ
と
を
望
む
」
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
）
12
（

。
交
流
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
良
い
が
、
交
流
の
で

き
な
か
っ
た
根
本
要
因
に
つ
い
て
は
全
く
沈
黙
し
て
い
る
の
が
問
題
で
あ
ろ
う
。

一
九
六
二
年
に
は
両
国
の
キ
リ
ス
ト
教
会
協
議
会
（
N
C
C
）
は
交
流
を
推
進
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
日
本
の
教
会
の
牧
師
ら
が
訪
韓
し

た
。「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
日
韓
双
方
か
ら
呼
び
か
け
が
あ
っ
た
が
、
韓
国
の
政
変
な
ど
の
事
情
で
行
き
悩
み

に
な
っ
て
い
た
」
の
が
一
九
六
〇
年
代
の
初
め
こ
ろ
で
あ
っ
た
）
13
（

。
そ
れ
が
、
一
九
六
二
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
日
本
か
ら
の
教
会
の
指
導
者

が
訪
韓
で
き
た
。
こ
れ
と
関
連
し
て
韓
国
の
『
基
督
公
報
』
は
「
日
本
教
会
代
表
の
訪
韓
を
契
機
に
し
て
」
と
い
う
題
の
社
説
に
お
い
て
、

そ
れ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
両
国
の
教
会
は
日
韓
両
国
の
平
和
と
和
解
の
た
め
に
寄
与
す
べ
き
使
命
を
持
っ
て
い
る
と

い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
社
説
は
両
国
の
教
会
関
係
の
た
め
に
前
向
き
の
姿
勢
で
論
じ
て
い
る
し
、
こ
こ
で
詳
し
く
考
察
し
よ
う
。

「
歴
史
的
・
地
理
的
な
す
べ
て
の
条
件
か
ら
見
て
、
世
界
の
ど
の
国
と
民
族
よ
り
も
最
も
近
く
て
友
好
的
で
あ
る
べ
き
韓
日
両
国
と
両
民

族
は
、
過
去
日
本
の
帝
国
主
義
者
と
軍
国
主
義
者
た
ち
の
世
界
制
覇
を
夢
見
た
妄
想
的
な
侵
略
行
為
に
よ
っ
て
、
歴
史
上
、
我
が
民
族
が
最

も
大
き
な
被
害
を
被
っ
て
き
た
」
と
社
説
の
冒
頭
で
記
さ
れ
て
い
る
）
14
（

。「
そ
れ
﹇
民
族
的
に
被
害
を
受
け
た
こ
と
﹈
に
よ
る
民
族
的
感
情
が

妨
げ
に
な
っ
て
彼
ら
﹇
日
本
人
﹈
と
の
関
係
を
切
り
、
も
う
二
〇
年
と
い
う
長
い
時
間
が
過
ぎ
た
）
15
（

」。
こ
の
言
葉
は
、
過
去
の
歴
史
に
よ
る
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両
国
教
会
の
断
絶
の
辛
さ
が
表
れ
て
い
る
。
訪
問
者
は
武
藤
健
、
白
井
慶
吉
、
小
崎
道
雄
で
あ
っ
て
）
16
（

、
彼
ら
は
期
間
中
、「
過
去
に
自
分
の

民
族
と
政
治
人
た
ち
が
犯
し
た
様
々
な
過
ち
に
対
し
て
謝
り
、
謙
遜
な
態
度
で
表
明
し
た
）
17
（

」。
社
説
は
そ
の
よ
う
な
態
度
に
つ
い
て
、「
未
だ

侵
略
行
為
を
合
理
化
し
、
狡
猾
な
態
度
を
示
し
て
い
る
」
日
本
の
政
治
家
と
較
べ
、
論
者
は
三
人
の
牧
師
の
態
度
に
よ
っ
て
今
ま
で
の
日
本

に
対
す
る
感
情
が
多
少
柔
ら
か
に
な
っ
た
と
告
白
す
る
。
そ
し
て
社
説
の
最
後
に
は
、「
我
々
両
教
会
の
信
者
の
信
仰
と
愛
の
活
動
が
効
力

を
も
た
ら
し
て
、
一
日
も
早
く
国
交
を
正
常
化
さ
せ
る
の
は
、
今
日
の
教
会
に
与
え
ら
れ
た
時
代
的
使
命
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
）
18
（

。『
基

督
公
報
』
を
見
る
か
ぎ
り
、
日
本
か
ら
の
訪
韓
者
は
両
国
教
会
の
関
係
に
良
い
前
例
を
残
し
た
と
思
わ
れ
る
。

③
相
互
関
心
の
対
象
と
し
て
の
日
韓
教
会

一
九
六
一
年
五
月
一
六
日
に
当
時
朴
正
熙
陸
軍
少
将
指
揮
下
の
三
五
〇
〇
人
の
部
隊
が
漢
江
を
越
え
て
ソ
ウ
ル
中
心
部
に
進
撃
し
、
当
時

の
民
主
党
政
権
を
倒
し
た
）
19
（

。「
五
・
一
六
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
韓
国
政
治
状
況
に
対
し
て
、
一
九
六
一
年
六
月
三
日

付
の
『
教
団
新
報
』
は
「
危
機
に
立
つ
韓
国
と
日
本
の
教
会
」
と
題
す
る
論
説
に
お
い
て
、「
こ
の
た
び
の
韓
国
の
ク
ー
デ
タ
ー
は
、
私
た

ち
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
が
あ
る
隣
国
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
韓
国
は
日
本
以
上
に
『
キ
リ
ス
ト
教
化
』
が
進
ん
で
い
る
国
で
あ
る
だ
け

に
、
他
人
事
で
な
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
」
と
言
う
）
20
（

、
続
い
て
「
ま
た
私
た
ち
日
本
人
は
、
こ
と
に
キ
リ
ス
ト
者
は
、
こ
の
こ
と
を
他
人
事
で

な
く
真
剣
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
深
い
関
心
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
執
筆
者
・
鈴
木
正
久
は
「
こ
の
事
態
に
対
し
て
韓
国
の
教
会
が

ど
う
し
て
い
る
か
」、
あ
る
い
は
「
韓
国
の
教
会
が
、
今
や
目
覚
め
た
見
張
番
の
役
割
を
、
こ
の
自
国
の
歴
史
の
危
機
の
中
で
果
し
て
い
る

か
」
と
、
韓
国
教
会
を
心
配
し
た
）
21
（

。

ま
た
丁
度
、
そ
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
時
期
に
ソ
ウ
ル
滞
在
中
で
あ
っ
た
古
屋
安
雄
も
日
本
に
帰
国
後
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
残
し
て
い
る
。

こ
れ
は
日
本
の
神
学
者
が
、
韓
国
の
歴
史
に
対
す
る
日
本
の
責
任
を
告
白
す
る
最
初
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
日
本
の
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
は
、
か
つ
て
朝
鮮
で
日
本
が
行
な
っ
た
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
の
問
い
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
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み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
日
本
人
に
対
す
る
問
い
と
し
て
受
け
止
め
、「
韓
国
が
現
在
悩
ん
で
い
る
苦
難
は
、
わ
が
国
の
過
去
に
犯
し
た
罪
と

無
関
係
で
は
な
い
」
と
書
い
て
い
る
）
22
（

。
以
上
の
よ
う
に
、
当
時
日
本
の
牧
師
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
新
聞
、
雑
誌
は
韓
国
教
会
に
関
心
を

払
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

2　

日
韓
会
談
と
キ
リ
ス
ト
者

一
九
六
四
年
と
六
五
年
、
こ
の
二
年
間
は
韓
国
で
日
韓
会
談
の
反
対
運
動
が
激
し
か
っ
た
時
期
で
あ
る
。
日
韓
条
約
が
調
印
さ
れ
た
後

に
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
者
は
国
会
で
の
批
准
を
阻
止
す
る
た
め
に
批
准
反
対
運
動
を
展
開
し
た
。

（
1
）
日
韓
会
談
へ
の
反
対

①
日
韓
問
題
は
「
心
の
問
題
」

一
九
六
五
年
頃
に
な
る
と
、
日
韓
両
国
の
キ
リ
ス
ト
者
は
日
韓
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
る
問
題
が
「
心
の
問
題
」
だ
と
い
う
共
通
認
識
を

持
つ
よ
う
に
至
っ
た
。
問
題
提
起
は
韓
国
キ
リ
ス
ト
者
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

当
時
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
界
に
『
基
督
教
思
想
』
と
い
う
有
力
な
雑
誌
が
あ
っ
た
）
23
（

。
そ
こ
に
は
幾
つ
か
の
日
韓
会
談
関
連
記
事
が
載
っ
て
い

る
。
意
味
深
い
こ
と
は
、
日
韓
の
問
題
の
中
心
が
「
心
の
問
題
」
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
五
年
六
月
号
に
は
「
韓
日
の
問
題

は
『
心
の
問
題
』」
と
い
う
題
の
「
時
評
」
欄
が
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
は
、「
韓
日
間
の
国
交
正
常
化
問
題
を
め
ぐ
る
多
く
の
難
題
の
底
流
に

は
何
よ
り
も
『
不
信
』
と
い
う
根
本
的
な
心
の
問
題
が
据
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
24
（

。
日
本
に
対
す
る
「
不
信
」
と
い
う
も
の
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は
、
古
く
は
過
去
三
六
年
間
の
植
民
地
治
下
で
韓
国
人
の
心
が
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
が
、「
そ
の
傷
は
未
だ
に
癒
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
最
中
に
日
韓
国
交
正
常
化
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
て
し
ま
い
韓
国
の
世
論
を
﹇
対
日
感
情
を
﹈
悪
化
さ
せ
た
」
と
指
摘
す
る
）
25
（

。

深
刻
な
こ
と
は
「
心
の
問
題
」
が
両
国
の
キ
リ
ス
ト
者
の
間
で
解
消
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
韓
教
会
交
流
に
携
わ
っ
た
一

人
の
韓
国
人
牧
師
は
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
が
「
同
情
」
に
は
強
く
、「
悔
い
改
め
」
に
は
弱
い
と
見
て
い
る
。
金
観
錫
は
『
基
督
教
思
想
』

の
一
九
六
四
年
の
「
論
説
」
で
次
の
よ
う
に
批
判
の
声
を
上
げ
て
い
る
。

我
々
が
日
本
の
教
会
の
指
導
者
た
ち
に
会
う
度
に
感
じ
る
の
は
、
彼
ら
が
真
に
神
の
審
判
に
対
し
て
赦
し
を
求
め
て
お
ら
ず
、

国
家
と
社
会
の
悪
に
対
し
て
も
不
屈
の
姿
勢
を
持
っ
て
﹇
対
処
し
て
﹈
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、﹇
彼
ら
は
﹈
贖
罪

に
焦
点
を
置
か
ず
、
ま
た
彼
ら
の
国
が
ア
ジ
ア
民
族
に
犯
し
た
罪
悪
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
、
何
を
補
償
し
て
そ
の
罪
悪
の

痕
跡
を
洗
い
捨
て
る
か
と
い
う
考
え
は
持
っ
て
い
な
い
。
一
言
で
言
う
と
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
﹇
我
々
に
﹈
安
い
同
情

を
示
し
て
い
る
が
、
神
の
赦
し
を
求
め
る
と
か
、
ま
た
赦
さ
れ
た
者
と
し
て
の
厳
粛
な
姿
勢
を
整
え
て
い
な
い
）
26
（

。

金
観
錫
の
見
方
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
本
人
が
韓
国
人
に
対
し
て
「
同
情
」
し
た
理
由
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由

は
、
大
村
勇
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
も
日
本
の
政
府
や
軍
国
主
義
的
な
も
の
に
対
し
て
「
被
害
者
意
識
）
27
（

」
を
持
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
旗
田
巍
の
指
摘
す
る
よ
う
に
日
本
人
の
伝
統
的
な
朝
鮮
観
に
あ
る
、「
優
越
感
」
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
）
28
（

。

②
日
韓
会
談
反
対
運
動

韓
国
で
の
日
韓
会
談
反
対
運
動
は
一
九
六
四
と
六
五
年
に
か
け
て
激
し
か
っ
た
。
一
九
六
四
年
に
起
き
た
代
表
的
な
も
の
は
以
下
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
。
三
月
六
日
に
野
党
連
合
勢
力
は
社
会
、
宗
教
、
文
化
な
ど
の
各
界
の
代
表
知
識
人
と
共
に
対
日
屈
辱
外
交
反
対
闘
争
委
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員
会
を
結
成
し
「
会
談
の
即
刻
中
止
」
を
要
求
し
た
）
29
（

。
三
月
二
三
日
に
は
ソ
ウ
ル
の
大
学
生
た
ち
が
「
民
族
の
反
逆
的
な
韓
日
会
談
の
即
時

中
止
」
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
大
規
模
の
集
会
を
開
い
た
）
30
（

。
最
も
激
し
か
っ
た
の
が
六
月
三
日
の
反
対
運
動
で
あ
る
。
ソ
ウ
ル
の
大

学
生
の
約
一
万
人
が
参
加
し
、
以
前
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
「
朴
政
権
の
打
倒
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
。
つ
い
に
ソ
ウ
ル
一
帯
に

非
常
戒
厳
令
が
宣
布
さ
れ
る
ほ
ど
事
態
は
悪
化
し
た
。
そ
し
て
六
四
年
一
二
月
の
第
七
次
日
韓
会
談
の
後
に
は
、
会
談
の
結
果
が
急
速
に
表

れ
た
。
つ
ま
り
一
九
六
五
年
四
月
に
日
韓
条
約
が
仮
調
印
さ
れ
、
六
月
二
二
日
に
は
正
式
に
調
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
調
印
文
の
中
に

は
、
決
し
て
日
本
の
韓
国
問
題
に
対
す
る
「
反
省
」
は
な
か
っ
た
）
31
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
で
は
キ
リ
ス
ト
者
主
導
の
批
准
反
対
運
動
が
全

国
的
に
展
開
さ
れ
た
。

（
2
）
日
韓
条
約
批
准
反
対
運
動

①
キ
リ
ス
ト
者
主
導
の
反
対
運
動
の
推
進

一
九
六
五
年
六
月
二
二
日
に
日
韓
条
約
が
東
京
で
調
印
さ
れ
る
と
、
韓
国
教
会
は
条
約
批
准
反
対
に
転
じ
た
。
反
対
集
会
は
「
国
家
の
た

め
の
祈
祷
会
」
と
名
付
け
ら
れ
て
、
当
時
の
有
力
牧
師
・
韓
景
職
が
牧
会
し
て
い
た
永
楽
教
会
で
開
か
れ
た
。
後
に
そ
れ
は
全
国
教
会
に
広

げ
ら
れ
た
。
批
准
反
対
運
動
に
対
し
て
、
当
時
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
は
そ
れ
が
韓
国
教
会
の
一
部
の
動
き
と
見
な
し
て
い
る
が
、
実
際
は
そ

う
で
は
な
く
、
韓
国
教
会
が
教
派
を
超
え
て
そ
の
声
を
発
信
し
た
。

②
キ
リ
ス
ト
者
の
批
准
反
対
の
論
理

何
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
者
の
反
対
論
理
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
人
類
の
救
い
の
歴
史
を
支
配
し
て
い
る
神
信
仰
で
あ
る
。
上
記
の
「
声
明
」

に
基
づ
い
て
彼
ら
の
反
対
論
理
を
「
過
去
」、「
現
在
」、「
未
来
」
と
い
う
観
点
で
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。



55 日韓会談反対運動と日韓教会交流

第
一
に
、「
過
去
」
の
歴
史
に
対
す
る
日
本
の
態
度
に
対
す
る
不
満
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
側
の
「
懺
悔
」
な
し
の
条
約
に
、
韓
国

側
が
調
印
し
た
こ
と
に
対
す
る
反
対
で
あ
る
。
彼
ら
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
韓
国
民
は
日
本
に
対
し
て
「
恨
み
」
を
抱
い
て
い
る
。
そ
れ
は
韓

国
民
の
歴
史
運
営
に
お
け
る
過
ち
か
ら
由
来
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
日
本
の
韓
国
に
対
す
る
侵
略
政
策
が
よ
り
大
き
い
。
最
も
大
き
な
こ
と

は
一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
で
あ
り
、
韓
国
民
族
抹
殺
政
策
が
そ
の
「
恨
み
」
を
植
え
付
け
た
と
見
な
す
。
そ
し
て
一
九
六
五
年
七
月
一
一

日
に
採
択
さ
れ
た
「
教
職
者
救
国
委
員
会
の
声
明
」
は
、
次
の
よ
う
に
「
和
解
」
の
前
提
条
件
と
し
て
の
「
悔
い
改
め
」
を
要
求
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
キ
リ
ス
ト
者
は
個
人
に
お
い
て
も
国
家
に
お
い
て
も
、
真
実
な
和
解
の
精
神
に
よ
っ
て
共
通
の
利
益
を

見
い
だ
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
真
の
和
解
の
た
め
に
は
、
過
去
に
犯
さ
れ
た
あ
や
ま
ち
の
真
の
悔
い
改
め
と
新
し
い
歴
史
を
形
成
す

る
た
め
の
善
意
に
基
づ
く
奉
仕
と
協
力
の
約
束
が
何
よ
り
も
ま
ず
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、「
現
在
」
と
い
う
観
点
で
そ
の
条
約
が
「
屈
辱
的
外
交
」
の
産
物
で
あ
る
と
韓
国
政
府
を
責
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
条
約
の

内
容
に
日
本
の
「
新
植
民
政
策
」
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
。
日
韓
条
約
の
内
容
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
は
、「
韓
国
に
対
す
る
日
本
の

態
度
が
強
者
が
弱
者
を
扱
う
圧
力
、
自
国
の
利
権
樹
立
の
た
め
の
布
石
な
ど
を
重
ん
じ
て
い
る
『
新
植
民
政
策
』
の
露
骨
的
表
現
に
過
ぎ
な

い
と
看
破
し
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
批
准
が
強
行
さ
れ
る
と
、
両
国
民
間
の
親
善
よ
り
む
し
ろ
葛
藤
と
敵
意
が
激
化
さ
れ
る
の
は
明
白
で
す
」

と
言
っ
て
い
る
）
32
（

。
例
え
ば
当
時
韓
国
で
は
、
日
本
の
創
価
学
会
や
天
理
教
な
ど
が
入
っ
て
活
動
を
広
げ
て
い
た
。
韓
国
教
会
と
し
て
は
そ
れ

を
一
種
の
文
化
侵
入
と
見
な
す
。

第
三
は
「
未
来
」
に
対
す
る
憂
慮
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
条
約
が
批
准
さ
れ
る
と
、「
韓
国
の
新
し
い
歴
史
建
設
に
破
滅
を
招
く
だ
け
で
は

な
く
、
韓
日
の
両
国
民
関
の
間
に
お
い
て
も
葛
藤
と
反
発
を
招
き
、
つ
い
に
は
自
由
民
主
陣
営
と
し
て
の
両
国
の
将
来
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す

結
果
に
な
る
」
と
警
告
し
て
い
る
。
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3　

日
韓
会
談
を
め
ぐ
る
日
韓
教
会
の
相
互
認
識

韓
国
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
る
条
約
批
准
反
対
運
動
は
日
韓
教
会
交
流
に
お
い
て
良
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
れ
は
「
和
解
」
を
も
た
ら
す
両

者
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
。

①
「
心
の
問
題
」
と
し
て
の
共
通
認
識

日
韓
の
問
題
を
「
心
の
問
題
」
と
規
定
し
た
韓
国
側
の
見
方
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
大
村
勇
も
そ
れ
と
共
通
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
彼

が
日
本
基
督
教
団
総
会
議
長
と
し
て
訪
韓
す
る
直
前
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
の
は
韓
国
の
認
識
と
一
致
し
て
い
る
。
一
九
六
五
年
九
月
に
ソ

ウ
ル
で
開
か
れ
た
大
韓
基
督
教
長
老
会
第
五
十
回
総
会
に
参
席
す
る
前
に
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

今
春
二
月
に
、
大
韓
基
督
教
長
老
教
会
第
五
十
回
総
会
へ
の
招
請
を
う
け
、
教
団
と
し
て
は
議
長
を
代
表
と
し
て
送
る
こ
と

を
、
す
で
に
き
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
日
韓
条
約
の
成
立
、
そ
の
批
准
を
め
ぐ
っ
て
、
韓
国
の
中
に
、
と
く
に
キ

リ
ス
ト
教
会
の
間
に
、
有
力
な
反
対
運
動
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
奥
に
あ
る
も
の
は
、
過
去
の
日
本
が
犯
し
た

残
酷
な
政
治
に
対
す
る
割
り
切
れ
な
い
思
い
、
深
い
心
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
）
33
（

。

現
地
で
実
際
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
者
と
出
会
っ
た
体
験
を
説
教
で
取
り
上
げ
た
大
村
は
、
日
韓
関
係
に
お
け
る
問
題
の
核
心
を
指
摘
す
る
。

「
日
朝
問
題
の
む
つ
か
し
さ
は
、
そ
の
根
本
は
、
実
に
、
こ
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
日
本
人
が
朝
鮮
人
を
知
ら
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
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す
。
朝
鮮
人
の
心
を
知
ら
な
い
と
い
う
問
題
で
す
」
と
言
う
）
34
（

。

②
「
悔
い
改
め
」

『
基
督
公
報
』
は
一
九
六
五
年
七
月
の
「
カ
ル
メ
ル
山
」
と
い
う
欄
に
お
い
て
、
植
民
地
支
配
が
韓
国
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
と
い
う
、

例
え
ば
日
韓
会
談
の
日
本
側
の
代
表
・
久
保
田
貫
一
郎
の
よ
う
な
主
張
に
反
論
を
提
起
し
、
植
民
地
支
配
に
対
す
る
反
省
の
乏
し
さ
を
次
の

よ
う
に
指
摘
す
る
）
35
（

。「
我
々
は
昔
か
ら
の
怨
恨
を
抱
い
て
こ
の
よ
う
に
言
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
日
本
に
は
反
省
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
指

摘
し
た
い
。﹇
三
六
年
間
﹈
収
奪
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹇
韓
国
に
﹈
貢
献
し
た
と
言
っ
て
い
る
人
々
の
心
に
反
省
が
な
い
。
そ
の
こ
と
が

我
ら
の
心
を
痛
め
て
い
る
の
で
あ
る
）
36
（

」。

再
び
大
村
の
説
教
を
引
用
し
た
い
。
彼
は
一
九
七
四
年
八
月
一
一
日
に
、「
八
月
一
五
日
を
思
う
」
と
題
す
る
説
教
で
、
戦
争
の
加
害
者

と
し
て
の
罪
責
を
言
い
表
す
。

戦
後
に
な
り
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
関
係
で
、
日
本
が
侵
略
し
た
ア
ジ
ア
の
諸
国
、
こ
と
に
韓
国
な
ど
で
多
く
の
人
と
交
わ
る

機
会
が
で
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
日
本
の
教
会
に
連
な
っ
て
い
た
日
本
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
た
ち
は
、
今

ま
で
日
本
の
政
府
や
軍
国
主
義
的
な
も
の
に
対
し
て
被
害
者
意
識
み
た
い
な
も
の
を
も
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は

な
い
。
自
分
の
祖
国
が
罪
を
犯
し
た
。
こ
の
戦
争
に
お
い
て
侵
略
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
っ
た
く
同
じ
加
害
者

で
は
な
い
か
。
教
会
も
ま
た
国
と
共
に
加
害
者
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
識
が
、
わ
た
し
の
中
に
、
本
当
に
目
覚
め
て
き
ま
し

た
。
遅
ま
き
な
が
ら
、
当
然
の
こ
と
を
、
今
さ
ら
の
ご
と
く
に
痛
感
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
）
37
（

。
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③
日
韓
教
会
の
交
流

『
福
音
と
世
界
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
韓
国
キ
リ
ス
ト
者
の
反
対
運
動
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
）
38
（

。
日
本
の
キ
リ
ス
ト

者
は
韓
国
キ
リ
ス
ト
者
の
批
准
反
対
運
動
に
問
い
か
け
ら
れ
、「
初
め
て
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、
韓
国
の
キ
リ
ス
ト
者
の
意
識
や
問
題
を

知
っ
た
し
」、「
日
韓
の
キ
リ
ス
ト
者
の
交
わ
り
は
こ
れ
が
最
初
の
契
機
」
に
な
っ
た
）
39
（

。

し
か
し
日
本
基
督
教
団
の
内
部
に
お
い
て
そ
の
訪
韓
の
時
期
や
意
図
に
つ
い
て
疑
う
声
も
聞
か
れ
る
。
一
九
六
五
年
一
一
月
の
『
教
団
新

報
』
に
は
大
村
議
長
の
訪
韓
に
つ
い
て
の
「
公
開
質
問
状
」
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
二
点
の
問
い
が
あ
る
。
第
一
点
は
、「
謝
罪
し

て
と
い
う
議
長
の
発
言
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
反
省
に
立
ち
何
を
意
図
し
、
今
は
ど
の
よ
う
な
見
通
し
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
」
と
い
う

質
問
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
大
村
は
「
日
韓
両
国
の
不
幸
な
関
係
の
正
常
化
の
た
め
に
、
和
解
の
務
め
を
す
る
こ
と
が
、
教
会
の
主
に
従

う
者
の
当
然
の
責
任
と
信
じ
て
行
っ
た
（
マ
タ
イ
五
：
二
三
―
二
四
）」、
と
答
え
る
。「
韓
国
の
主
に
あ
る
兄
弟
た
ち
の
前
で
、
日
本
が
過

去
に
お
い
て
犯
し
た
政
治
的
ま
た
人
権
上
の
罪
悪
に
つ
い
て
、
日
本
の
教
会
の
悔
い
改
め
を
表
明
し
、
…
…
謝
罪
を
表
明
し
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
は
日
本
の
教
会
が
果
た
す
べ
き
負
い
目
と
信
じ
て
い
ま
す
」
と
大
村
は
答
え
て
い
る
）
40
（

。
こ
の
よ
う
に
戦
後
最
初
の
日
韓
教
会
交
流
は
、

韓
国
キ
リ
ス
ト
者
の
和
解
の
呼
び
か
け
に
、
日
本
キ
リ
ス
ト
者
の
応
答
、
信
仰
の
決
断
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

結
び

一
九
六
五
年
に
あ
っ
た
、
教
派
を
超
え
て
全
国
的
に
展
開
さ
れ
た
日
韓
条
約
批
准
反
対
運
動
は
、
日
韓
教
会
交
流
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
「
教
職
者
救
国
委
員
会
声
明
」
に
「
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
歴
史
形
成
に
参
与
す
る
）
41
（

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
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に
、
彼
ら
は
、
日
本
の
過
去
へ
の
「
悔
い
改
め
」
と
、
両
国
間
の
「
和
解
」
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
上
で
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
し
、
期

待
し
た
。
こ
の
よ
う
な
韓
国
教
会
の
呼
び
か
け
に
、
日
本
の
教
会
が
「
信
仰
の
決
断
」
を
も
っ
て
応
答
し
、
つ
い
に
、
両
国
教
会
の
「
和

解
」
の
扉
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

一
九
六
〇
年
九
月
に
「
戦
後
は
じ
め
て
の
韓
国
訪
問
」
と
題
す
る
記
事
が
、
日
本
基
督
教
団
機
関
紙
『
教
団
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
教

団
新
報
』（
一
九
六
〇
・
九
・
三
）、
三
頁
。

（
2
） 

文
京
洙
『
韓
国
現
代
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
九
三
―
九
六
頁
。

（
3
） 『
教
団
新
報
』（
一
九
六
〇
・
五
・
七
）、
三
頁
。

（
4
） 

同
上
。

（
5
） 

同
上
。

（
6
） 『
基
督
公
報
』（
一
九
六
五
・
八
。
一
四
）、
一
頁
。『
基
督
公
報
』
は
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
（
統
合
派
）
の
機
関
紙
で
あ
る
。

（
7
） 

同
上
。

（
8
） 『
基
督
公
報
』（
一
九
五
九
・
三
・
二
）、
一
頁
。

（
9
） 

同
上
。

（
10
） 『
基
督
公
報
』（
一
九
五
九
・
三
・
二
）、
一
頁
。

（
11
） 『
教
団
新
報
』（
一
九
五
九
・
九
・
一
二
）、
一
頁
。

（
12
） 『
教
団
新
報
』（
一
九
六
〇
・
五
・
七
）、
三
頁
。
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（
13
） 『
教
団
新
報
』（
一
九
六
二
・
三
・
三
）、
三
頁
。

（
14
） 『
基
督
公
報
』（
一
九
六
二
・
五
・
一
四
）、
一
頁
。

（
15
） 
同
上
。

（
16
） 

当
時
、
武
藤
は
日
本
基
督
教
協
議
会
総
会
議
長
、
白
井
は
日
本
基
督
教
団
総
会
議
長
、
小
崎
は
日
本
基
督
教
団
嶺
南
坂
教
会
牧
師
で
あ
っ
た
。

（
17
） 『
基
督
公
報
』（
一
九
六
二
・
五
・
一
四
）、
一
頁
。

（
18
） 

同
上
。

（
19
） 

文
京
洙
、
前
掲
書
、
一
〇
〇
頁
。

（
20
） 『
教
団
新
報
』（
一
九
六
一
・
六
・
三
）、
一
頁
。

（
21
） 

同
上
。

（
22
） 

古
屋
安
雄
「
軍
事
革
命
下
の
韓
国
教
会
」、『
福
音
と
世
界
』（
一
九
六
一
年
六
月
号
）、
新
教
出
版
社
、
六
二
頁
。

（
23
） 『
基
督
教
思
想
』
は
一
九
五
七
年
に
初
め
て
発
行
さ
れ
た
。

（
24
） 

時
評
「
韓
日
問
題
は
『
心
の
問
題
』」、『
基
督
教
思
想
』（
一
九
六
五
年
六
月
号
）、
大
韓
基
督
教
書
会
、
八
頁
﹇「
한
일
문
제
는 

마
음
의 

문
제
」、

『
기
독
교
사
상
』
대
한
기
독
교
서
회
﹈。

（
25
） 

同
上
。

（
26
） 

金
観
錫
「
教
会
と
韓
日
問
題
」、『
基
督
教
思
想
』（
一
九
六
四
年
六
月
号
）、
大
韓
基
督
教
書
会
、
五
頁
﹇
김
관
석
「
교
회
와 

한
일
문
제
」、『
기

독
교
사
상
』
대
한
기
독
교
서
회
﹈。
論
者
・
金
観
錫
は
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
日
韓
教
会
交
流
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。

（
27
） 

大
村
勇
『
大
村
勇
説
教
集
・
輝
く
明
け
の
明
星
』
日
本
基
督
教
団
阿
佐
ヶ
谷
教
会
、
一
九
九
二
年
、
二
八
六
頁
。

（
28
） 

旗
田
巍
『
日
本
人
の
朝
鮮
観
』
勁
草
書
房
、
一
九
七
七
年
、
九
八
―
一
〇
一
頁
。

（
29
） 

李
ジ
ェ
オ
『
韓
日
会
談
と
反
対
運
動
』
パ
ラ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
一
年
、
一
八
九
頁
﹇
이
재
오
「
한
일
회
담
과
반
대
운
동
」
파
라
북
스
﹈。

（
30
） 

同
上
書
、
一
九
〇
頁
。

（
31
） 『
読
売
新
聞
』（
二
〇
一
二
・
五
・
二
六
）

（
32
） 

同
上
。

（
33
） 『
基
督
新
報
』（
一
九
六
五
・
九
・
一
八
）、
三
頁
（
傍
点
、
筆
者
）。
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（
34
） 

同
上
。

（
35
） 
例
え
ば
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
一
五
日
の
第
三
次
会
談
の
時
の
久
保
田
の
言
葉
。

（
36
） 『
基
督
公
報
』（
一
九
六
五
・
七
・
一
七
）、
一
頁
。

（
37
） 

大
村
勇
『
大
村
勇
説
教
集
・
輝
く
明
け
の
明
星
』
日
本
基
督
教
団
阿
佐
ヶ
谷
教
会
、
一
九
九
二
年
、
二
八
六
頁
。

（
38
） 「
日
韓
友
好
へ
の
道
―
李
仁
夏
牧
師
に
聞
く
」、『
福
音
と
世
界
』（
一
九
六
五
年
一
〇
月
号
）、
新
教
出
版
社
、
七
九
頁
。

（
39
） 

同
上
書
、
八
三
頁
。

（
40
） 

同
上
。

（
41
） 『
教
団
新
報
』（
一
九
六
五
・
九
・
一
八
）、
四
頁
。


