
た
。

　
今
回
最
も
印
象
に
残
っ
た

の
は
、
最
終
日
に
行
わ
れ
た

愛
餐
で
あ
る
。
お
茶
と
バ
ナ

ナ
を
い
た
だ
い
た
。

　
茶
と
バ
ナ
ナ
は
、
台
湾
に

お
け
る
重
要
な
産
物
で
は
あ

る
も
の
の
、
戦
時
中
イ
ギ
リ

ス
や
日
本
の
統
治
に
よ
っ
て

持
ち
込
ま
れ
、
生
産
を
強
い

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
台
湾

に
と
っ
て
痛
み
の
し
る
し
で

も
あ
る
。

　
そ
の
一
方
、
日
本
も
戦
争

に
よ
っ
て
大
き
な
痛
み
を

負
っ
た
。
互
い
の
痛
み
を

分
か
ち
合
い
、
双
方
の
歴
史

を
認
識
し
理
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
本
当
に
愛
し
合
う

こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、

イ
エ
ス
が
私
た
ち
の
た
め
に

負
わ
れ
た
痛
み
に
重
ね
合
わ

せ
、
お
茶
と
バ
ナ
ナ
を
共
に

味
わ
お
う
と
語
ら
れ
、
愛
餐

を
共
に
い
た
だ
い
て
、
主
イ

《東北教区》
台湾との交流

エ
ス
の
愛
が
満
ち
溢
れ
る
中

で
、
真
の
和
解
が
も
た
ら
さ

れ
る
よ
う
祈
り
を
さ
さ
げ

た
。

　
★《
奥
羽
教
区
》　
ユ
ー
ス
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ

　
長
年
に
わ
た
り
続
け
ら
れ
て
き
た

　
奥
羽
教
区
ユ
ー
ス
サ
マ
ー

キ
ャ
ン
プ
（
ユ
ー
キ
ャ
ン
）

は
今
年
で
66
回
目
と
な
る
。

共
同
生
活
の
中
で
自
分
の
こ

れ
か
ら
を
見
つ
け
て
行
く
場

で
あ
る
。
お
お
ま
か
な
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
中
、
キ
ャ
ン
パ
ー

と
ヘ
ル
パ
ー
は
、
自
然
に
自

発
的
に
交
わ
り
打
ち
解
け

た
。
楽
し
く
、
元
気
に
、
賛

美
し
、
祈
り
、
働
き
、
食
べ

た
、
8
月
7
～
9
日
の
三
日

間
だ
っ
た
。

　
今
年
は
北
東
地
区
が
開
催

地
で
、
奥
中
山
教
会
を
会
場

に
寝
泊
ま
り
し
自
然
の
恵
み

を
感
じ
た
。
中
高
生
キ
ャ
ン

パ
ー
4
名
。ヘ
ル
パ
ー
5
名
、

ス
タ
ッ
フ
5
名
。
ヘ
ル
パ
ー

は
ユ
ー
キ
ャ
ン
経
験
者
で
世

代
が
キ
ャ
ン
パ
ー
に
近
く
、

海
外
の
方
も
い
て
色
々
な
賜

物
を
出
し
合
い
、
今
ま
で
の

積
み
重
ね
に
新
た
な
形
を
加

え
る
。
今
年
は
食
前
に
フ
ラ

ン
ス
の
賛
美
を
歌
っ
た
。
食

事
は
自
炊
で
協
力
し
作
る
。

朝
食
に
は
カ
ナ
ン
牧
場
の
で

き
た
て
の
パ
ン
を
食
べ
る
の

も
楽
し
み
だ
。

　
一
日
目
の
夜
は
、
奥
中
山

教
会
の
祈
祷
会
に
出
席
し

た
。
そ
の
後
、
北
上
川
と
馬

淵
川
の
源
流
の
西
岳
の
麓
の

温
泉
へ
。
街
灯
は
全
く
な
く

な
り
、宇
宙
の
中
に
置
か
れ
、

声
の
な
い
神
の
御
業
を
感
じ

る
。
暫
く
静
寂
の
星
空
を
観

察
、
流
れ
星
に
感
激
し
た
。

　
二
日
目
は
カ
ナ
ン
の
園
の

ア
ド
ナ
イ
・
エ
レ
で
、
羊
の

毛
で
壁
掛
け
作
り
を
体
験
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
出

る
。
長
年
働
い
て
き
た
戸
田

睦
子
さ
ん
か
ら
、
カ
ナ
ン
の

園
の
歩
み
、
自
身
の
歩
み
を

聞
き
、
人
に
寄
添
う
こ
と
の

大
変
さ
、
ま
た
大
き
な
喜
び

　
西
中
国
教
区
山
陰
東
分
区

と
東
中
国
教
区
鳥
取
県
西
部

地
区
で
は
、
毎
年
夏
に
「
山

陰
フ
ァ
ミ
リ
ー
キ
ャ
ン
プ
」

を
共
催
し
て
い
る
。

　
今
年
は
8
月
7
～
9
日
、

岡
山
・
真
庭
市
の
「
蒜
山
バ

イ
ブ
ル
キ
ャ
ン
プ
」で
行
い
、

32
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。
両

区
外
か
ら
も
多
く
の
参
加
が

あ
り
に
ぎ
や
か
な
キ
ャ
ン
プ

に
な
っ
た
。

　
子
ど
も
た
ち
を
中
心
と
し

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
っ
て
は

い
る
が
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
を
名

乗
る
以
上
、
大
人
の
参
加
者

に
も
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ

う
に
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
か

ら
押
し
付
け
て
し
ま
わ
ず

に
、
参
加
者
が
自
分
で
こ
の

二
泊
三
日
を
楽
し
ん
で
も
ら

う
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。

　
続
け
て
参
加
し
て
く
れ
て

い
る
子
ど
も
た
ち
は
、
あ
っ

と
言
う
間
に
1
年
の
ブ
ラ
ン

ク
を
埋
め
て
一
緒
に
楽
し

む
。
新
し
い
子
ど
も
た
ち
も

そ
の
ペ
ー
ス
に
巻
き
込
ま

れ
、
誰
が
初
参
加
だ
っ
た
か

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う

光
景
に
い
つ
も
感
心
さ
せ
ら

れ
る
。
そ
ん
な
メ
ン
バ
ー
と

と
も
に
礼
拝
を
し
、
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
、
川
遊
び
、
ゲ
ー

ム
、
花
火
や
ナ
イ
ト
ウ
ォ
ー

ク
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
楽

し
む
。

　
参
加
し
て
い
る
子
ど
も
た

ち
の
教
会
と
の
関
わ
り
も

　
台
湾
の
方
々
の
深
い
愛
情

を
感
じ
、
今
後
も
続
く
交
わ

り
の
中
で
、
さ
ら
に
良
い
関

係
を
築
く
祈
り
願
い
に
応
え

ら
れ
る
よ
う
歩
ん
で
い
き
た

い
と
固
く
思
う
時
と
な
っ

た
。

　
宣
教
協
約
締
結
に
よ
っ
て

新
た
な
導
き
が
も
た
ら
さ

れ
、
会
津
の
高
校
生
に
今

回
の
よ
う
な
出
会
い
と
交
わ

り
、
学
び
の
機
会
が
与
え
ら

れ
た
。

　
主
の
豊
か
な
恵
み
に
、
深

く
感
謝
す
る
。（新

田
恭
平
報
）

様
々
だ
。
家
族
と
共
に
毎
週

の
よ
う
に
教
会
に
通
っ
て
い

る
子
ど
も
も
い
れ
ば
、
キ
リ

ス
ト
教
に
触
れ
る
の
は
こ
の

二
泊
三
日
だ
け
と
い
う
子
ど

も
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
子

ど
も
た
ち
が
、
大
自
然
の
中

で
、
仲
間
と
一
緒
に
キ
リ
ス

ト
の
愛
に
ふ
れ
る
機
会
に
な

れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

　
教
会
単
独
で
は
こ
の
よ
う

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
持
つ
こ
と

が
で
き
な
い
教
会
が
少
な
く

な
い
。
参
加
者
を
送
り
出
す

の
も
難
し
い
中
で
、
こ
の

キ
ャ
ン
プ
の
意
義
を
認
め
大

切
に
し
て
く
れ
て
い
る
両
分

　
7
月
15
日
か
ら
20
日
ま

で
、
台
湾
基
督
長
老
教
会
の

青
年
修
養
会
に
参
加
し
た
。

2
0
1
8
年
東
北
教
区
総
会

に
お
い
て
台
湾
基
督
長
老
教

会
嘉
義
中
会
と
の
宣
教
協
約

が
締
結
さ
れ
、
実
質
化
を
図

り
、
先
方
よ
り
青
年
の
参
加

を
呼
び
か
け
ら
れ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
あ
る
。
今
回
、

会
津
北
嶺
高
校
よ
り
生
徒

有
志
8
名
の
参
加
が
許
さ
れ

た
。

　
会
場
と
な
っ
た
鹿
谷
郷

は
、
台
湾
有
数
の
茶
の
産
地

で
あ
る
。
茶
席
を
通
し
て
、

神
様
が
共
に
お
ら
れ
聖
霊
の

働
き
を
感
じ
よ
う
と
い
う
趣

旨
の
修
養
会
だ
っ
た
。
趣
旨

通
り
、
日
中
は
茶
席
の
基
礎

知
識
を
座
学
し
実
践
と
し
て

茶
席
作
法
を
学
び
、
夜
は
聖

書
の
学
び
と
テ
ゼ
の
祈
り
を

行
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
組
ま
れ

会津の高校生たち、台湾へ

夏、教区の伝道プログラムを展開

ファミリー、子どもも大人も

が
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ

た
。
昼
食
後
「
い
わ
て
こ
ど

も
の
森
」
に
移
動
し
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
。
夕
食
は
豪
快

に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
。
続
い
て

キ
ャ
ン
ド
ル
サ
ー
ビ
ス
で
蝋

燭
を
囲
ん
で
ユ
ー
ス
全
員
の

証
を
聞
い
た
。

　
三
日
目
は
ア
ル
バ
ム
を

作
っ
た
。
閉
会
礼
拝
で
は
、

「
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
こ

う
い
う
自
然
の
中
で
教
え

た
。
こ
こ
で
得
た
こ
と
を
次

へ
と
伝
え
る
こ
と
は
新
し
い

気
付
き
の
き
っ
か
け
を
与
え

る
」
と
締
め
括
ら
れ
た
。
帰

る
と
き
は
皆
笑
顔
で
「
ま
た

来
年
」
と
別
れ
た
。
こ
こ
で

の
体
験
を
こ
れ
か
ら
の
歩
み

の
中
で
活
か
し
、
成
長
し
た

姿
で
ま
た
会
う
の
を
楽
し
み

に
し
て
い
る
。（小

友
　
睦
報
）

　
★《
西
中
国
教
区
・
東
中
国
教
区
》　
山
陰
フ
ァ
ミ
リ
ー
キ
ャ
ン
プ

　
教
区
を
越
え
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
★《
東
北
教
区
》　
台
湾
と
の
交
流

　
宣
教
協
約
の
実
質
化
の
た
め

　
参
加
し
て

い
る
説
教
を

学
ぶ
会
で
久

し
振
り
に
自

分
の
語
っ
た

説
教
を
分
析

し
て
も
ら
っ
た
。
同
労
者
が

集
う
中
で
俎
板
に
乗
る
こ
と

は
や
や
勇
気
の
い
る
こ
と
だ

が
、
信
頼
で
き
る
仲
間
か
ら

の
確
実
な
手
応
え
が
帰
っ
て

く
る
の
で
良
い
経
験
に
な

る
。
▼
提
供
し
た
説
教
に
つ

い
て
の
印
象
で
は
あ
る
が
、

短
い
論
理
の
連
続
、
彫
り

（
掘
り
？
）
の
浅
さ
、
と
指

摘
さ
れ
た
こ
と
が
気
に
な
っ

た
。
記
事
を
校
正
す
る
こ
と

や
、
こ
の
コ
ラ
ム
を
書
く
こ

と
が
生
活
の
比
較
的
大
き
な

ウ
ェ
ー
ト
を
占
め
る
中
で
の

こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
思
わ

さ
れ
た
。限
ら
れ
た
文
字
数
、

行
数
の
中
で
言
葉
を
展
開
し

事
柄
を
伝
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
が
本
紙
の
使
命
で
あ

る
。
事
柄
を
論
理
的
に
展
開

し
た
り
、
言
葉
を
費
や
し
掘

り
下
げ
、
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け

た
り
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ

る
。
そ
も
そ
も
、
そ
ん
な
こ

と
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
と

言
え
る
。
▼
ど
の
よ
う
な
言

葉
に
触
れ
て
き
た
か
、
触
れ

て
い
る
か
。激
し
い
言
葉
か
、

優
し
い
言
葉
な
の
か
。
怒
り

の
言
葉
か
、
慰
め
、
励
ま
し

の
言
葉
な
の
か
。
こ
れ
ま
で

受
け
て
き
た
言
葉
、
今
受
け

て
い
る
言
葉
が
語
る
言
葉
に

も
表
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
る

に
ち
が
い
な
い
。
良
い
言
葉

に
聞
き
続
け
な
く
て
は
、
と

思
う
。
教
会
を
建
て
上
げ
て

行
く
言
葉
に
聞
き
続
け
、
語

ら
な
く
て
は
、
と
改
め
て

思
っ
て
い
る
。

区
・
地
区
内
諸
教
会
の
思
い

に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
強
く
思
わ
さ
れ
る
。

（
奥
田
　
望
報
）

《奥羽教区》
ユースサマーキャンプ

《西中国教区・東中国教区》
山陰ファミリーキャンプ

ア
ド
ナ
イ
・
エ
レ
、
主
は
備
え
た
も
う
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の
さ
ら
な
る
課
題
に
つ
い
て

も
考
え
る
時
と
な
っ
た
。
講

演
と
ゼ
ミ
、
レ
ス
ポ
ン
ス
も

と
て
も
内
容
豊
か
で
、
参
加

者
一
同
が
貴
重
な
学
び
と
励

ま
し
を
受
け
た
。

　
ま
た
三
日
間
、
計
6
回
の

礼
拝
は
、
他
の
説
教
者
が
語

る
御
言
葉
に
励
ま
さ
れ
、
自

身
の
説
教
と
牧
会
を
見
つ

め
直
す
よ
い
機
会
と
な
っ

た
。
そ
の
他
に
全
体
会
が
あ

り
、
現
場
で
の
苦
労
を
語
り

合
い
、
出
身
神
学
校
や
教
区

の
違
い
を
越
え
て
、
互
い
に

課
題
を
共
有
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
参
加
者
は
30
名
、
講

師
ほ
か
全
体
で
46
名
で
あ
っ

た
。

（
上
原
智
加
子
報
）

　
8
月
18
日
か
ら
12
日

間
、
教
団
か
ら
7
人
の
学

生
を
迎
え
研
修
ツ
ア
ー
を

行
っ
た
。

　
夏
休
み
中
の
7
、
8
月

は
、
カ
ナ
ダ
の
教
会
は
日

曜
日
の
礼
拝
以
外
は
活
動

休
止
で
、
青
年
た
ち
も

キ
ャ
ン
プ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
出
か
け
て
い
る
た

め
、
日
本
の
青
年
た
ち
が

望
ん
で
い
る
こ
ち
ら
の
青

年
た
ち
と
の
交
流
は
難
し

い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
ツ

ア
ー
の
三
つ
の
柱
は
、
①

先
住
民
の
文
化
と
歴
史
に

学
ぶ
、
②
日
系
カ
ナ
ダ
人

の
歴
史
と
移
民
の
暮
ら
し

ぶ
り
に
学
ぶ
、
③
ホ
ー
ム

レ
ス
や
低
所
得
者
層
向
け

の
奉
仕
活
動
は
夏
で
も
休

み
な
く
行
わ
れ
て
い
る
た

め
、
カ
ナ
ダ
合
同
教
会
の

社
会
奉
仕
活
動
に
学
ぶ
、

と
な
っ
た
。

　
参
加
者
は
経
験
も
関
心

も
英
語
力
も
様
々
だ
っ
た

が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
学
び
の

課
題
を
持
ち
、
訪
問
先
で

の
出
会
い
を
通
し
て
多
く

を
感
じ
考
え
、
日
本
社
会

と
歴
史
、
教
会
の
あ
り
方

を
見
つ
め
直
す
よ
い
機
会

と
な
っ
た
。

　
先
住
民
の
歴
史
と
日
系

カ
ナ
ダ
人
の
戦
争
中
強
制

移
動
の
歴
史
は
、
多
民
族

多
文
化
を
受
け
入
れ
尊
重

し
、
誰
も
が
平
等
な
恩
恵

を
受
け
る
社
会
を
目
指
し

て
い
る
カ
ナ
ダ
史
の
汚
点

と
も
言
え
る
。
多
く
の
移

民
難
民
を
受
け
入
れ
て
き

た
カ
ナ
ダ
も
そ
の
成
立
は

植
民
地
支
配
に
始
ま
り
、

民
族
差
別
は
今
日
も
な
お

根
深
く
残
っ
て
い
る
。
先

住
民
の
歴
史
を
追
体
験
す

る
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
や
先
住

民
長
老
の
体
験
談
、
ホ
ー

ム
レ
ス
の
街
ダ
ウ
ン
タ
ウ

ン
東
部
の
第
一
合
同
教

会
、
及
び
旧
日
本
人
街
に

残
る
日
本
語
学
校
へ
の
訪

問
と
学
び
は
そ
の
よ
う
な

カ
ナ
ダ
社
会
の
深
い
闇
と

向
き
合
わ
せ
て
く
れ
た
。

　
ま
た
、
郊
外
の
ラ
ン
グ

レ
ー
合
同
教
会
を
訪
問

し
、
地
域
密
着
型
の
奉
仕

活
動
の
説
明
を
受
け
、
ク

ロ
ス
ロ
ー
ズ
合
同
教
会
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ミ
ー
ル
で

の
奉
仕
に
参
加
し
、
地
域

共
同
体
に
奉
仕
す
る
教
会

の
あ
り
方
を
、
肌
で
感
じ

る
こ
と
が
で
き
た
。

　
最
後
に
、
ツ
ア
ー
を
共

に
企
画
し
、
強
い
社
会
正

義
へ
の
信
念
を
持
っ
て
学

生
を
リ
ー
ド
し
て
く
だ

さ
っ
た
カ
ナ
ダ
長
老
教
会

信
徒
、
カ
イ
ロ
ス
（
社
会

正
義
を
求
め
る
キ
リ
ス
ト

教
超
教
派
N
P
O
）
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ

ア
代
表
の
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・

マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
さ
ん

に
深
い
感
謝
を
さ
さ
げ
た

い
。

（
木
原
葉
子
報
）

的
希
望
の
物
語
と
し
て
の
聖

書
の
全
体
性
の
回
復
と
、
そ

れ
が
個
々
人
の
物
語
と
結
ば

れ
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と

語
っ
た
。

　
各
講
演
の
あ
と
に
2
回
の

分
団
協
議
の
時
を
持
ち
、
二

日
目
午
後
に
は
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
時
を
、
夜

に
は
小
島
ゼ
ミ
、
中
道
ゼ
ミ

と
分
か
れ
て
講
師
と
過
ご
す

時
間
を
充
実
し
て
持
っ
た
。

ま
た
教
師
養
成
制
度
検
討
委

員
会
の
岡
本
知
之
氏
（
洛
北

教
会
牧
師
）と
菅
原
力
氏（
新

生
教
会
牧
師
）
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
講
演
を
受
け
て
の
レ
ス

ポ
ン
ス
を
し
て
も
ら
っ
た
。

二
つ
の
講
演
を
掘
り
下
げ
、

ま
た
説
教
と
牧
会
に
つ
い
て

　
8
月
27
～
28
日
、
第
2
回

宣
教
委
員
会
が
別
府
教
会
を

会
場
に
開
催
さ
れ
た
。
前
回

以
降
、
全
国
教
会
婦
人
会
連

合
委
員
長
が
改
選
さ
れ
、
横

山
ゆ
ず
り
新
委
員
長
が
陪
席

者
と
し
て
加
わ
っ
た
。
常
議

員
会
及
び
各
委
員
会
か
ら
の

報
告
を
受
け
た
後
、
以
下
の

議
題
を
協
議
し
た
。

　
①
宣
教
方
策
会
議
に
関
す

る
件
。
主
題
は
「
伝
道
推
進

と
機
構
改
定
を
め
ぐ
っ
て

－

日
本
基
督
教
団
の
こ
れ

か
ら
」
と
決
定
。
こ
の
方
策

会
議
で
教
団
の
打
ち
出
し
て

い
る
「
伝
道
推
進
と
機
構
改

定
」
の
双
方
の
整
合
性
が
明

再建の成った別府不老町教会を問安

先住民の歴史を追体験するエクササイズ

《バンクーバー交流＆研修ツアー》

歴史と現代の課題を実際に学ぶ

♦︎カナダ青年研修ツアー♦︎

　
第
30
回
全
国
キ
リ
ス
ト
教
学
校

人
権
教
育
セ
ミ
ナ
ー
が
8
月
5
～

7
日
、
大
阪
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン

タ
ー
と
大
阪
女
学
院
中
学
校
を
会

場
に
開
催
。
主
題
「『
想
像
力
を

も
と
う
』

－

出
会
い
か
ら
無
関

心
・
不
寛
容
な
時
代
を
変
え
る
」。

　
開
会
礼
拝
は
カ
ト
リ
ッ
ク
大
阪

大
司
教
区
補
佐
司
教
ヨ
ゼ
フ
・
ア

ベ
イ
ヤ
さ
ん
の
安
息
日
に
手
の
萎

え
た
人
を
癒
し
た
箇
所
か
ら
の
説

教
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
反
省
か

ら
1
9
4
8
年
に
国
際
連
合
で
採

択
さ
れ
た
世
界
人
権
宣
言
に
、
聖

霊
の
働
き
を
感
じ
た
が
、
残
念
な

が
ら
現
実
は
然
に
非
ず
。
コ
ロ
ン

ビ
ア
の
路
上
生
活
の
子
ど
も
た

ち
、
ア
フ
リ
カ
の
温
暖
化
に
よ
る

環
境
難
民
、
シ
リ
ア
で
の
爆
撃
に

よ
る
子
ど
も
た
ち
の
惨
状
。
無
関

心
、
無
行
動
は
い
け
な
い
。
虐
げ

ら
れ
た
人
を
イ
エ
ス
が
真
ん
中
に

立
た
せ
て
癒
さ
れ
た
、
そ
の
問
い

か
け
に
、
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
か

思
い
巡
ら
し
た
い
、
と
語
っ
た
。

　
基
調
報
告
は
、
大
阪
女
学
院
中

高
の
解
放
教
育
の
報
告
。

　
二
日
目
は
大
阪
女
学
院
中
高
の

ハ
ン
ド
ベ
ル
の
演
奏
に
耳
を
傾

け
、
祈
り
の
時
間
を
守
っ
て
始
ま

る
。
社
会
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
は

「
人
権
教
育
こ
れ
ま
で
こ
れ
か
ら
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
6
名
の
若

手
・
ベ
テ
ラ
ン
の
教
師
か
ら
学
校

現
場
で
格
闘
し
て
い
る
生
の
声
を

聞
き
、
牧
会
に
も
通
じ
る
癒
し
の

言
葉
に
励
ま
さ
れ
た
。

　
分
科
会
は
八
つ
の
グ
ル
ー
プ
が

用
意
さ
れ
、
私
は
教
団
の
在
日
韓

国
朝
鮮
人
連
帯
特
設
委
員
と
し
て

の
出
席
だ
っ
た
た
め
、「
外
国
に

ル
ー
ツ
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
と
共

に
生
き
る
」
に
参
加
。
前
日
、
炎

天
下
の
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
「
生
野
コ
リ
ア
ン
タ

ウ
ン
」
の
コ
ー
ス
で
在
日
韓
国
朝

鮮
人
に
対
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

の
暴
力
的
な
現
場
を
収
め
た
ビ
デ

オ
が
紹
介
さ
れ
た
。そ
の
た
め
か
、

分
科
会
担
当
者
の
「
日
本
は
今
や

完
全
に
移
民
社
会
な
の
に
、
日
本

政
府
は
移
民
政
策
を
と
っ
て
い
な

い
。
米
・
加
・
英
・
仏
各
国
は
1

万
人
か
ら
2
万
人
の
難
民
を
受
け

入
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
日
本
は
こ

の
30
年
に
5
0
0
人
」
と
い
う
言

葉
が
胸
に
こ
た
え
た
。
最
終
日
は

聖
書
研
究
、
派
遣
礼
拝
が
行
わ
れ

散
会
し
た
。

（
入
　
治
彦
報
）

　
　
想
像
力
を
も
と
う

♦︎
全
国
キ
リ
ス
ト
教
学
校
人
権
教
育
セ
ミ
ナ
ー
♦︎

　
第
2
回
教
師
継
続
教
育
研

修
会
が
、
8
月
20
～
22
日
、

ハ
ー
ト
ピ
ア
熱
海
に
て
開
催

さ
れ
た
。
テ
ー
マ
は
「
続
・

説
教
と
牧
会
」
と
し
た
。
昨

年
と
同
じ
主
題
を
取
り
上
げ

る
こ
と
を
懸
念
す
る
声
も

あ
っ
た
が
大
事
な
テ
ー
マ
で

も
あ
り
、
新
た
な
講
師
を
立

て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
工
夫

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
昨

年
に
も
劣
ら
な
い
非
常
に
充

実
し
た
研
修
会
と
な
っ
た
。

　
講
師
の
小
島
誠
志
氏
（
久

万
教
会
牧
師
）
と
中
道
基
夫

氏（
関
西
学
院
神
学
部
教
授
）

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か

ら
大
変
豊
か
な
講
演
を
し
て

も
ら
っ
た
。

　
小
島
氏
は
、
自
身
の
説
教

者
・
牧
会
者
と
し
て
歩
ん
で

き
た
体
験
を
語
り
、
実
存
の

か
か
っ
た
そ
の
話
に
参
加
者

一
同
、
引
き
込
ま
れ
る
よ
う

に
熱
心
に
聞
き
入
っ
た
。
中

道
氏
は
、
実
践
神
学
担
当
教

授
と
し
て
、
神
学
部
で
の
豊

か
な
知
識
に
基
づ
き
牧
会
に

つ
い
て
歴
史
を
辿
り
、
牧
会

と
説
教
を
結
び
付
け
る
終
末

宣
教
方
策
会
議
、青
年
大
会
に
つ
い
て
協
議

▼
宣
教
委
員
会
▲

確
に
な
る
こ
と
が
主
題
の
意

図
で
あ
る
。
教
団
伝
道
推
進

基
本
方
針
が
神
学
的
に
位
置

づ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
立
脚
し

て
機
構
改
定
を
考
え
る
筋
道

が
、
こ
の
方
策
会
議
で
明
確

に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
実

施
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
、
主
題
に
対
す
る
各

教
区
の
見
解
を
な
る
べ
く
多

く
発
言
し
て
も
ら
う
た
め
教

区
報
告
は
5
教
区
に
増
や
し

た
。
ま
た
、「
教
団
と
距
離

を
置
く
」
と
し
て
い
る
沖
縄

教
区
だ
が
、
宣
教
委
員
会
と

し
て
は
参
加
を
切
に
願
っ
て

い
る
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
と

し
た
。

　
②
教
会
中
高
生
・
青
年
大

会
の
件
。
伝
道
委
員
長
、
伝

道
推
進
室
長
、
教
育
委
員
長

の
連
名
で
提
案
さ
れ
た
。「
こ

の
大
会
は
全
教
団
的
と
言
え

な
い
の
で
は
な
い
か
。
担
い

手
に
偏
り
が
あ
る
」
と
の
反

対
意
見
も
あ
っ
た
が
、
採
決

の
結
果
、
賛
成
9
名
、
反
対

1
名
で
、
第
42
総
会
期
中
の

実
施
が
承
認
さ
れ
た
。
委
員

会
予
算
は
30
万
円
。
実
行
委

員
に
は
若
手
教
職
5
名
が
推

薦
さ
れ
た
。
常
議
員
会
と
の

パ
イ
プ
役
等
の
た
め
シ
ニ
ア

世
代
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー

が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
確
認

事
項
と
な
っ
た
。

　
③
「
開
拓
伝
道
援
助
資
金

の
実
施
要
綱
」
改
正
に
関
す

る
件
。
資
金
援
助
の
条
件
に

「
経
常
収
入
6
0
0
万
円
未
満

の
教
会
・
伝
道
所
の
申
請
に

基
づ
き
適
用
。
原
則
と
し
て

事
業
総
額
5
0
0
0
万
円
を

超
え
る
も
の
に
は
適
用
し
な

い
」
と
い
う
条
件
を
新
た
に

定
め
た
も
の
を
承
認
し
た
。

　
そ
の
他
、別
府
野
口
教
会
、

別
府
不
老
町
教
会
を
問
安
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

（
田
中
か
お
る
報
）

熱海に 46名集う

♦︎
第
２
回 

教
師
継
続
教
育
研
修
会
♦︎

「
説
教
と
牧
会
」を
テ
ー
マ
と
し
て
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宇
都
宮
秀
和
氏
（
無
任
所
教

師
）

　
17
年
11
月
29
日
逝
去
、
83

歳
。
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
62

年
青
山
学
院
大
学
卒
業
。
65

年
よ
り
昭
島
、
ベ
テ
ル
教
会

を
70
年
ま
で
牧
会
。
遺
族
は

妻
・
宇
都
宮
雍
子
さ
ん
。

歳
。
韓
国
・
京
城
生
ま
れ
。

53
年
日
本
基
督
教
神
学
専
門

学
校
卒
業
。同
年
よ
り
山
梨
、

阿
佐
ヶ
谷
東
、
東
駒
形
教
会

を
牧
会
し
、
中
部
学
院
大
学

に
務
め
、
03
年
隠
退
。
遺
族

は
妻
・
雨
宮
美
枝
子
さ
ん
。

渡
辺
君
子
氏
（
隠
退
教
師
）

　
19
年
8
月
27
日
逝
去
、
89

歳
。
東
京
都
生
ま
れ
。
65
年

日
本
聖
書
神
学
校
卒
業
。
同

年
よ
り
須
賀
川
、
山
都
、
熱

海
教
会
を
牧
会
し
、
02
年
隠

退
。
遺
族
は
夫
・
渡
辺
晋
さ

ん
。

久
保
惠
三
郎
氏
（
無
任
所
教

師
）

　
18
年
10
月
20
日
逝
去
、
87

歳
。
兵
庫
県
生
ま
れ
。
96
年

同
志
社
大
学
大
学
院
卒
業
。

同
年
よ
り
神
崎
川
、
仁
川
教

会
を
牧
会
。
遺
族
は
妻
・
久

保
恭
子
さ
ん
。

　
世
界
宣
教
委
員
会
は
、
日
本
基
督

教
団
か
ら
海
外
へ
の
宣
教
師
の
派

遣
、
海
外
の
教
会
か
ら
日
本
基
督
教

団
の
教
会
あ
る
い

は
関
係
学
校
や
諸

施
設
へ
の
宣
教
師

の
受
入
れ
に
関

わ
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
海
外
の
諸
教

会
、
キ
リ
ス
ト
教

諸
団
体
と
の
窓
口

と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
こ
こ
数
年
、
世
界
宣
教
委
員
会
で

意
識
的
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
、

海
外
へ
の
ユ
ー
ス
（
青
年
）
の
派
遣

で
す
。
派
遣
で
き
る
人
数
に
は
限
り

が
あ
り
ま
す
が
、広
い
視
野
を
持
ち
、

世
界
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
と
共
に

歩
ん
で
い
け
る
ユ
ー
ス
、
次
世
代
の

リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
育
っ
て
く
れ
る
こ

と
を
願
い
、
2
0
1
9
年
夏
は
、
台

湾
（I L

ove T
aiw
an M

ission

）、

カ
ナ
ダ
（
バ
ン
ク
ー
バ
ー
交
流
＆
研

修
ツ
ア
ー
）、
ド
イ
ツ
（
日
独
ユ
ー

ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
2
0
1
9
）、
ス
イ

ス
＆
フ
ラ
ン
ス（
テ
ゼ
黙
想
ツ
ア
ー
）

に
ユ
ー
ス
を
派
遣
し
ま
し
た
。
現
地

の
教
会
や
現
地
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る

教
団
宣
教
師
等
の
協
力
の
も
と
、
派

遣
先
の
教
会
青
年
た
ち
と
の
交
流
や

先
住
民
の
文
化
や
歴
史
に
触
れ
る

機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
世
界
宣
教

委
員
会
のF

acebook

（ecum
e

ni0544

）を
ぜ
ひ
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
私
的
に
は
、
日
本
の
教
会
が
世
界

で
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、
ど
の
よ
う

に
し
て
ア
ジ
ア
、
北
米
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
ま
た
ア
フ
リ
カ
等
の
世
界
の
教

会
と
共
働
し
て
い
け
る
か
と
い
う

こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
世
界
に
視
野
を
広
げ
、
異
な
る

言
語
・
文
化
・
思
想
を
持
っ
た
人
々

と
共
に
歩
む
教
会
・
教
団
で
あ
り
た

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

（
世
界
宣
教
委
員
長
）

世界宣教委員会

村
川
弘
一
氏（
無
任
所
教
師
）

　
19
年
5
月
23
日
逝
去
、
89

歳
。
樺
太
生
ま
れ
。
53
年
日

本
基
督
教
神
学
専
門
学
校
卒

業
。
同
年
よ
り
関
東
学
院
六

浦
高
校
、
静
岡
英
和
女
学
院

に
務
め
る
。
遺
族
は
妻
・
村

川
博
子
さ
ん
。

永
田
哲
郎
氏（
無
任
所
教
師
）

　
19
年
6
月
1
日
逝
去
、
81

歳
。
兵
庫
県
生
ま
れ
。
99
年

受
允
、
01
年
受
按
。
99
年
よ

り
北
柏
め
ぐ
み
、
薬
円
台
、

北
柏
め
ぐ
み
、
我
孫
子
教
会

を
牧
会
。
遺
族
は
妻
・
永
田

ふ
さ
子
さ
ん
。

吉
新
　
緑
氏（
無
任
所
教
師
）

　
19
年
8
月
27
日
逝
去
、
84

歳
。
大
分
県
生
ま
れ
。
11
年

東
京
神
学
大
学
卒
業
。
12
年

よ
り
18
年
ま
で
杵
築
教
会
を

牧
会
。
遺
族
は
息
・
吉
新
主

門
さ
ん
。

雨
宮
栄
一
氏
（
隠
退
教
師
）

　
19
年
8
月
26
日
逝
去
、
92

世界の教会と共に 

西之園路子

　
第
22
回
部
落
解
放
青
年
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
が
、
8
月
21
～
23

日
に
大
阪
・
大
正
め
ぐ
み
教

会
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

部
分
参
加
も
含
め
て
28
名
の

参
加
が
あ
っ
た
。

　
今
年
は
「
新
た
に
き
づ
く

青
年
ゼ
ミ
」
と
題
し
て
、
太

鼓
の
町
と
し
て
有
名
な
大
阪

市
浪
速
区
で
学
ん
だ
。
部
落

解
放
同
盟
浪
速
支
部
の
協
力

を
得
て
、
地
域
の
歴
史
の
学

び
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、

そ
し
て
「
リ
バ
テ
ィ
お
お
さ

　
教
師
異
動

聖
学
院
　
就（
代
）東
野
尚
志

　
教
会
合
併

上
井
、
倉
吉
復
活→

倉
吉
上
井

　
教
会
通
信
先
変
更

士
別
　
〒
095

－

0
0
1
9

士
別
市
大
通
東
14
丁
目

3
1
4
4

－

1
9
9
　
伊

藤
方

　
伝
道
所
通
信
先
変
更

出
来
島
　
〒
594

－

1
1
0
5

和
泉
市
の
ぞ
み
野
2

－

1

－

27

－

7
0
5
　
田
中
方

　
伝
道
所
通
信
先
設
定

徳
島
南
　
〒
770

－

0
0
4
7

徳
島
市
名
東
町
3

－

5
5
5

－

8
　
徳
島
西
教

会
気
付

　
伝
道
所
通
信
先
廃
止

三
間

　
信
徒
伝
道
者
異
動

西
仙
台
　
　
辞
　
井
谷
　
淳

　
　
諮
問
3
件
に
つ
い
て
答
申

▼
信
仰
職
制
委
員
会
▲

　
第
2
回
信
仰
職
制
委
員
会

が
、
7
月
22
～
23
日
、
教
団

会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
前

回
議
事
録
承
認
の
後
、
継
続

諮
問
に
つ
い
て
背
景
に
あ
る

事
実
関
係
に
つ
い
て
確
認

後
、
協
議
し
た
。

　
次
い
で
3
件
の
諮
問
に
つ

い
て
協
議
し
た
。
諮
問
及
び

答
申
は
次
の
通
り
。

＊

《
諮
問
①
》
関
東
教
区
常
置

委
員
会
、
お
よ
び
関
東
教
区

総
会
議
長
・
東
野
尚
志
よ
り

　
1
．
教
規
1
2
4
条
①
に

「
正
教
師
と
は
、
正
教
師
検

定
試
験
に
合
格
し
、
教
区
総

会
の
議
決
を
経
て
、
按
手
礼

を
領
し
た
も
の
と
す
る
」
と

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
改
め
て
確
認
し
た
い
の

は
、
こ
の
た
び
の
阿
部
教
師

の
正
教
師
検
定
試
験
合
格
と

は
、
上
記
教
規
1
2
4
条
①

に
言
う
「
正
教
師
と
は
、
正

教
師
検
定
試
験
に
合
格
し
」

ま
で
の
状
態
を
満
た
し
た
も

の
と
し
て
解
し
て
よ
ろ
し
い

で
し
ょ
う
か
。

　
2
．
上
記
の
理
解
が
正
し

い
と
す
る
と
、
阿
部
教
師
を

正
教
師
と
し
て
登
録
す
る
た

め
に
は
、
教
規
1
2
4
条
の

「
教
区
総
会
の
議
決
を
経
て

按
手
礼
を
領
す
る
」
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の

場
合
の「
教
区
総
会
の
議
決
」

と
は
、
同
教
師
が
1
9
7
9

年
5
月
29
日
に
福
音
主
義
教

会
連
合
で
受
け
た
「
按
手
」

を
関
東
教
区
総
会
が
正
式
な

按
手
と
し
て
認
め
る
と
い
う

議
決
で
も
可
能
な
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
と
も
、
教
団
信

仰
職
制
委
員
会
「
教
憲
教
規

の
解
釈
に
関
す
る
答
申
集
」

76
（
1
9
8
3
年
9
月
1
～

2
日
付
け
の
答
申
「『
福
音

《公告》
　「教団新報」は、消費税・郵便料金値
上 げ の た め、4912号（10月12日 発 行 ）
より、1部150円に、郵送料共214円に変
更いたします。
　尚、年間購読料は、10月1日以降申込
み分より下記の通りになります。

◎定価
　1部　　　　 150円（現行144円）
　郵送料共　　214円（現行206円）
◎年間購読料
　紙代のみ　3,750円（現行3,600円）
　郵送料共　5,350円（現行5,150円）

（総幹事　秋山　徹）

主
義
教
会
連
合
』
の
按
手
礼

は
、
教
憲
教
規
に
よ
る
正
規

の
手
続
を
経
て
な
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
」）
に
従
い
、

た
と
え
関
東
教
区
総
会
が
当

該
「
按
手
」
を
認
め
た
と
し

て
も
そ
れ
は
上
記
答
申
76
の

答
申
に
反
し
た
も
の
と
し
て

無
効
で
し
ょ
う
か
。

《
答
申
》

1
．
に
つ
い
て

　
満
た
し
て
い
ま
す
。

2
．
に
つ
い
て

　
当
該
教
師
は
、
正
教
師
検

定
試
験
を
受
験
し
合
格
し

て
、
教
団
の
正
教
師
と
し
て

す
で
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の

で
、
正
規
の
手
続
き
を
経
て

い
る
と
認
め
ら
れ
ま
す
。
ゆ

え
に
、
当
該
教
区
で
教
区
総

会
の
議
決
を
経
て
按
手
礼
を

領
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
の
場
合
、
当
該
教
師
は

1
9
7
9
年
に
福
音
主
義
教

会
連
合
で
按
手
を
受
け
て
お

り
、
そ
の
按
手
礼
は
教
団
信

仰
告
白
の
も
と
で
行
わ
れ
た

こ
と
、
教
団
教
憲
教
規
に
従

う
誓
約
が
な
さ
れ
た
こ
と

を
、
当
委
員
会
で
確
認
し
ま

し
た
。た
だ
し
、こ
れ
を
も
っ

て
教
団
の
正
式
な
按
手
と
す

る
に
は
、
法
的
手
続
き
〔
教

規
18
条
①
（
7
）
お
よ
び
35

条（
1
）〕を
満
た
す
た
め
に
、

常
議
員
会
の
承
認
を
経
る
必

要
が
あ
る
と
判
断
し
ま
す
。

＊

《
諮
問
②
》
中
部
教
区
総
会

議
長
・
田
口
博
之
よ
り

　
教
規
第
63
条
④
に
「
補
欠

に
よ
る
議
長
、
副
議
長
お
よ

び
書
記
の
任
期
は
、
各
そ
の

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
」
と
あ
り
ま
す
が
「
補
欠

に
よ
る
」
と
は
、
何
を
意
味

す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

《
答
申
》「
補
欠
に
よ
る
」
と

は
、
任
期
途
中
で
欠
員
が
生

じ
た
場
合
、
何
ら
か
の
方
法

で
補
充
す
る
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。

＊

《
諮
問
③
》
四
国
教
区
議
長
・

黒
田
若
雄
よ
り

　
四
国
教
区
は
、
教
区
総
会

に
お
い
て
聖
餐
式
を
執
行
し

て
き
ま
し
た
。
こ
の
根
拠
と

し
て
、
日
本
基
督
教
団
教
憲

第
6
条
に
あ
る
「
教
会
的
機

能
」
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
と
理
解
し
て
よ
ろ
し

い
で
し
ょ
う
か
。

《
答
申
》
教
区
総
会
に
お
け

る
聖
餐
執
行
は
、
教
憲
第
1

条
に
あ
る
本
教
団
の
本
旨
に

沿
う
行
為
と
理
解
さ
れ
ま

す
。

（
田
村
　
博
報
）

♦︎
第
22
回 
部
落
解
放
青
年
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
♦︎

　
　「
新
た
に
き
づ
く
」た
め
に

「リバティおおさか」を見学

か
」
の
見
学
を
し
た
。

　
部
落
解
放
同
盟
の
資
料
室

で
地
域
の
昔
の
写
真
を
見

た
。
川
を
挟
ん
で
あ
ち
ら
と

こ
ち
ら
で
建
物
の
作
り
が
全

く
違
う
様
子
は
、
当
時
の
厳

し
い
差
別
を
象
徴
し
て
い
る

よ
う
に
感
じ
た
。
こ
の
地
域

は
江
戸
時
代
ま
で
は
太
鼓
の

町
と
し
て
非
常
に
栄
え
た
そ

う
だ
。差
別
の
中
で
も
、人
々

は
プ
ラ
イ
ド
と
気
概
を
も
っ

て
生
活
し
て
い
た
。し
か
し
、

明
治
に
入
っ
て
行
わ
れ
た
賤

民
廃
止
令
（
解
放
令
）
に

よ
っ
て
、
被
差
別
部
落
外
か

ら
皮
革
産
業
へ
の
参
入
が
始

ま
る
。
厳
し
い
差
別
意
識
が

残
る
中
で
地
域
の
人
々
は
職

を
奪
わ
れ
、
一
層
貧
し
い
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
こ
の
地
域
は
大
き
な
被
差

別
部
落
で
あ
り
、
皮
革
産
業

で
豊
か
な
人
も
一
部
い
た
た

め
、
こ
ど
も
た
ち
の
教
育
に

力
を
入
れ
て
い
た
。
現
在
は

「
リ
バ
テ
ィ
お
お
さ
か
」
と

な
っ
て
い
る
旧
栄
小
学
校

は
、
ほ
と
ん
ど
が
地
域
の
人

た
ち
の
資
金
で
建
て
ら
れ

た
。
こ
の
場
所
に
日
本
で
唯

一
の
人
権
の
博
物
館
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
非

常
に
大
き
い
。

　
最
終
日
の
振
り
返
り
で

は
、み
ん
な
で
歌
を
作
っ
た
。

事
前
に
用
意
し
た
歌
に
合
わ

せ
て
、
グ
ル
ー
プ
毎
に
青
年

ゼ
ミ
で
の
出
来
事
を
振
り
返

り
新
し
い
歌
詞
を
作
っ
た
。

一
人
一
人
が
青
年
ゼ
ミ
で
の

経
験
か
ら
言
葉
を
選
ぶ
こ
と

で
、
自
分
自
身
の
差
別
意
識

と
向
き
合
う
と
き
と
な
っ

た
。
そ
し
て
最
後
に
み
ん
な

で
希
望
を
も
っ
て
歌
っ
た
。

　
私
た
ち
は
「
気
付
い
た
」

差
別
を
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、

差
別
と
向
き
合
い
、
新
た
な

関
係
を
「
築
く
」
こ
と
で
解

放
へ
の
道
を
歩
み
た
い
、
そ

の
思
い
を
新
た
に
し
た
三
日

間
だ
っ
た
。（

松
村
光
司
報
）
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　「
あ
な
た
が
た
が
選
ん
だ
の
で

は
な
く
、
神
様
が
あ
な
た
が
た
を

こ
の
学
舎
に
選
ば
れ
た
の
だ
」
北

陸
学
院
短
期
大
学
保
育
科
の
入
学

式
で
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
聞
い

て
、
学
生
時
代
に
高
岡
教
会
で
受

洗
し
た
。

　
卒
業
後
は
、
浜
松
の
教
会
近
く

に
幼
稚
園
を
建
て
る
牧
師
の
働
き

を
短
期
間
、
見
て
き
た
。
そ
の
直

後
、
郷
里
の
氷
見
市
に
帰
っ
て
き

て
、
富
山
県
内
の
キ
リ
ス
ト
教
保

育
園
に
2
年
ほ
ど
勤
務
。
そ
の
の

ち
地
元
、
氷
見
市
の
ア
ソ
カ
幼
稚

園
へ
の
話
を
も
ら
っ
た
。
仏
教
の

幼
稚
園
だ
っ
た
。
住
職
は
モ
ン

テ
ッ
ソ
ー
リ
教
育
を
目
指
し
、
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
の
自
分
が
そ
こ
で
必

要
と
さ
れ
、
大
き
な
葛
藤
と
闘
い

な
が
ら
37
年
間
勤
務
し
た
。
子
ど

も
た
ち
の
「
今
日
」
と
出
会
っ
て

き
た
。
吉
崎
さ
ん
は
語
る
。「
神

様
が
、
わ
た
し
を
こ
こ
に
置
い
て

く
だ
さ
っ
た
、
そ
の
こ
と
の
不
思

議
な
意
味
を
考
え
た
」。

　
そ
れ
か
ら
は
、
教
会
が
支
え

で
あ
っ
た
。
長
老
と
し
て
、
教

会
学
校
教
師
と
し
て
、
高
岡
教

会
に
仕
え
続
け
る
。
と
こ
ろ
が
、

2
0
1
8
年
12
月
と
2
0
1
9
年

5
月
、
教
会
に
送
り
出
し
て
く
れ

て
い
た
夫
と
介
護
し
て
き
た
義
父

の
死
を
経
験
す
る
。
大
き
な
喪
失

感
と
、
信
仰
を
持
た
ず
に
召
さ
れ

た
夫
を
思
い
な
が
ら
、
神
様
、
ど

う
し
て
で
す
か
、
と
問
い
続
け
て

5
カ
月
間
、
礼
拝
を
離
れ
た
。
祈

る
こ
と
や
聖
書
を
読
む
力
も
な
く

な
り
、
た
び
た
び
訪
問
し
て
く
れ

る
牧
師
が
頼
り
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
再
び
礼
拝
に

出
席
し
た
と
き
は
、
座
っ
た
と
た

ん
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
、
と
言

う
。
た
だ
い
ま
、
と
礼
拝
堂
に

入
っ
た
。
そ
の
の
ち
9
月
最
初
の

祈
祷
会
で
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音

書
14
章
の
御
言
葉
を
聞
き
心
に
激

動
を
感
じ
た
。「
心
を
騒
が
せ
る

な
。
神
を
信
じ
な
さ
い
」。
今
ま

で
心
揺
る
が
せ
て
き
た
こ
と
に
対

し
て
、
神
様
へ
の
信
頼
の
な
い
自

分
を
痛
感
し
た
。
し
か
し
、
イ
エ

ス
様
は
こ
ん
な
わ
た
し
を
導
い
て

天
の
す
み
か
に
場
所
を
用
意
し
て

く
だ
さ
る
。
そ
れ
が
何
よ
り
う
れ

し
か
っ
た
。今
の
苦
し
み
以
上
に
、

主
が
伴
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
と
の

喜
び
が
倍
増
し
た
。

吉崎　優子さん

　
6
月
に
開
催
さ
れ
た
新
任
教
師
オ

リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加
し
た
。

す
で
に
本
紙
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
新
任
教
師
が
お
互
い

に
知
り
合
い
、
交
わ
り
、
恵
み
豊
か

な
三
日
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
、
今
回
も
教
師
委
員
会
に

お
い
て
良
い
準
備
が
な
さ
れ
、
大
変

充
実
し
た
内
容
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
中
で
も
毎
年
楽
し
み
に
し
て

い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
「
牧
会
講
話
」

で
あ
る
。
今
年
は
小
林
眞
教
師
（
岩

槻
教
会
）
が
担
当
さ
れ
た
。
小
林
教

師
は
講
演
に
お
い
て
、
50
年
に
な
ら

ん
と
す
る
牧
師
と
し
て
の
豊
富
な
経

験
の
中
か
ら
伝
道
者
と
し
て
の
召
命

に
応
え
る
姿
勢
と
し
て
、
聖
書
を
正

し
く
深
く
読
む
こ
と
、
教
会
形
成
に

資
す
る
人
間
関
係
を
構
築
す
る
こ

と
、
教
会
に
仕
え
る
こ
と
な
ど
を
話

さ
れ
た
。毎
回
、こ
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
に
お
い
て
自
分
自
身
の
伝
道

者
と
し
て
の
召
命
の
恵
み
を
新
た
に

す
る
が
、
伝
道
者
の
生
涯
は
神
の
召

し
に
応
え
続
け
て
い
く
生
涯
で
あ

り
、
伝
道
者
と
し
て
の
歩
み
は
自
分

の
働
き
の
上
に
立
つ
の
で
は
な
く
、

い
つ
も
神
か
ら
の
召
し
に
よ
っ
て
立

た
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
は
、「『
人
の
正
し
さ
』
が
壊
さ

れ
、『
神
の
義
し
さ
』
が
立
つ
」
こ

と
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
。

　
伝
道
者
と
し
て
立
た
さ
れ
た
時
、

大
先
輩
が
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
言
葉

は
、「
我
召
さ
れ
た
り
、故
に
我
あ
り
」

で
あ
っ
た
。
一
伝
道
者
と
し
て
、
一

信
仰
者
と
し
て
、
生
涯
主
の
召
し
に

忠
実
で
あ
る
た
め
に
、
主
の
支
え
と

導
き
と
を
あ
ら
た
め
て
祈
ら
さ
れ
た

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。

（
教
団
総
会
書
記
　
雲
然
俊
美
）

我
召
さ
れ
た
り
、

　
　
　

故
に
我
あ
り

　アメリカ・ボルティモアにあるク
ライン博士の墓石には「仕えられる
ためではなく、仕えるために」（マ
ルコ 10 章 45 節）と記されている。
クライン博士は、神様のため、教会
のため、人のため、そして名古屋の
地にある男子校・名古屋学院のため
に、その命を最大限用いた。
　クライン博士（フレデリック・
チャールズ・クライン）は 1857 年
ワシントンで誕生。1866 年ボルティ
モアに移住し、1873 年（16 歳）受
洗（この年、日本では明治政府がキ
リシタン禁制を解除した）。1876 年
ウエスタン・メリーランド大学入学。
1882 年メソジスト・プロテスタン
ト教会の日本派遣宣教師となり横浜
地区伝道団監督に就いた。1883 年
メアリー・エリザベス・パットンと
結婚し日本に渡った。横浜ではアメ
リカの伝道本部と連絡を取りながら
財政全般、土地、学校、教会の運営
に従事した。横浜、藤沢で伝道を開
始し、ブリタン女性宣教師とともに、
英語学校、日曜学校、禁酒会、教会
づくりに取り組んだ。
　1885 年（明治 18 年）クライン博
士は伝道の実態調査のため、京都・
大阪・名古屋を旅した。その旅で名
古屋に滞在したとき、山根虎次郎と
出会った。山根は名古屋に英語学校
を作りたいとクライン博士に訴え
た。当時の名古屋は「名古屋区」と

呼ばれていた。人
口約 15 万人。日
本で第 4 番目の都
市であった。
　ある日本人牧師
がクライン博士に
言った。「名古屋
は保守的な城下町
で仏教の力がたい
へん強く、宣教師
にとっては開拓の
難しい不毛の地で
す」。この言葉が
クライン博士の開

拓者精神に火をつけた。「理想を実
現するために一番困難な場所を選ん
で道を開くのが私の使命だ」。横浜
は外国人居留地があり、宣教師や多
くのアメリカ・ヨーロッパ人がいて
伝道も盛んであった。しかし、名古
屋は儒教と仏教、古くからの神社が
あり伝統的宗教を重んじる町。キリ
スト教は邪宗教であると考える人の
多い町であった。そこにクライン博
士は身を投じていった。名古屋学院
設立は初めから茨の道であった。
　1887 年（ 明 治 20 年 ）7 月 11 日

「愛知英語学校」設立。50 名募集し
て 12 名が集まった。民家を改造し
た校舎。校長クライン博士、校主山
根虎次郎。開設からしばらくして、
山根が言った。「クラインさん。こ
こは英語を教える学校です。キリ
スト教を教えては困ります。私の
思想とも反するし、人々に嫌われま
す」。漢学者である山根は当時の名
古屋の人々の思いを理解する人物で
あった。当時、英語を学ぶことが身
を立て世に出る第一歩と考えられ多
くの人が英語を学んだ。しかし宗教
は伝統的なものを重んじるのでキリ
スト教はいらない。そのような人々
の思いを山根はクライン博士に伝え
た。更に県教育局から「教科から聖
書を外すよう」と指示があった。県
教育局長からも「14 歳以下の生徒
に公式に宗教教育を施すことは禁止

する。教科課程から宗教の授業を外
すならば開校を許可する」との指示。
クライン博士は学校内外から反発を
受けた。
　それらに対しクライン博士は「毎
日正科として聖書による宗教教育を
行う」、「教育は知識だけを教えるも
のではない、心も教え育てなければ
ならない。そのための宗教でありキ
リスト教なのだ」と一歩も引くこと
はなかった。当時の総理兼外務大臣
である伊藤博文に「直訴状」を送り、
正式にキリスト教学校として認めて
もらうことを訴えた。直訴は却下さ
れたが、結果的に県教育局との折合
いをつけて、申請書の「聖書」を「彜
倫（いりん）道徳」と改め、県から
宗教教育には干渉しないとのお墨付
きももらい、名古屋英和学校が公認
されることとなった。開設当時の仲
間であった山根とは襟を分かつ形と
なった。ここに名古屋英和学校の教
育の指標が「敬神愛人」と定まった。
　1888 年 7 月 11 日、民家を改造し
た校舎が崩れるという不思議な出来
事が起こった。開校からちょうど 1
年。幸いけが人はなかった。それを
うけてクライン博士は本格的な校舎
建設に乗り出した。建設資金を集め
るためにアメリカに一時帰国した。
1889 年から西洋風校舎建築工事が
はじまった。1890 年、アメリカの
教会で名古屋の学校のために集めた
献金を携えてクライン博士が名古屋

に帰ってきた。完成した西洋風の校
舎は人々の目を引いた。
　クライン博士がどのように聖書や
英語を教えていたか、それを知る手
掛かりは少ない。第一期生の牧野義
雄（英国で画家として有名になる）
によると、全人格を通して教育し、
愛情と信仰深い生き方を生徒たちに
示したことが語られている。
　1893 年、人々に惜しまれながら、
病気治療のためにクライン博士はア
メリカに帰国した。6 年に満たない
期間であったが、クライン博士の命
がけの働きによって「名古屋英和学
校（のちの名古屋学院）」は誕生し、
歩みをはじめたのであった。
　その後、クライン博士はアメリカ
でメソジスト・プロテスタント教会
の役職を歴任し生涯を神様と人のた
めに捧げ尽くした。1926 年メリー
ランド州バーウィンの自宅でこの世
での働きを終え、神様の御許に帰っ
た。
　明治の時代、日本全国にこのよう
なキリスト教学校が宣教師の尽力に
よって誕生した。宣教師の人格に触
れ、多くの日本人が感化され、キリ
スト者となっていった。名古屋英和
学校でも、クライン博士の生き方、
信仰が生徒、教員に引き継がれて
いった。「敬神愛人」のバトンはそ
の後、130 年たった現在に至るまで
受け継がれている。

（Kyodan Newsletterより）

　　　　　左・F・C・クライン宣教師（1857～1926）
　　　　　右・名古屋学院エンブレム

受け継がれた「敬神愛人」のバトン

大藪　博康
（名古屋学院　名古屋中学・高等学校　宗教部長）

－名古屋学院創設者　フレデリック・チャールズ・クライン宣教師－

帰る場所があると
気づかせてくれた

富山県氷見市生まれ。長年幼
稚園に勤務した。高岡教会長
老、教会学校教師。
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