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日
本
基
督
教
団
の

諸
教
会
・
伝
道
所
の
み
な
さ
ん
へ

法
廷
の
斗
い
を
越
え
て支

援
会
代
表
世
話
人
　関
田
寛
雄
　

別冊第 3 号

（
３・２
９
当
日
関
田
寛
雄
世
話
人
代
表
は
、
集
会
に
間
に
合

わ
ず
、
集
会
終
了
後
に
会
場
に
到
着
し
ま
し
た
。
最
後
の
挨

拶
を
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
挨
拶
を
後
日
文
書

で
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
こ
こ
に
掲
載
し
ま

す
。）

　
「
主
わ
れ
を
愛
す
」
を
歌
い
ま
す
。

　　
只
今
、
私
ど
も
の
裁
判
の
過
程
は
最
高
裁
の
判
断
待
ち
と

い
う
状
況
で
あ
り
ま
す
が
、
私
と
し
て
は
そ
の
判
断
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
れ
、
こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
の
働
き
は
、
教
団

内
で
の
運
動
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
率
直

に
申
し
て
、本
来
の
斗
い
は
正
に
こ
れ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
申
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
私
た
ち
の
運
動
の
目

的
は
、

（
１
）
先
ず
も
っ
て
、
北
村
牧
師
の
教
団
教
師
と
し
て
の
復

権
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
免
職
に
至
る
現
教
団
執
行
部
の
偏
見

と
無
責
任
を
糺
す
と
共
に
そ
の
人
権
侵
害
に
つ
い
て
の
謝
罪

を
求
め
ま
す
。

（
２
）
次
に
聖
餐
に
つ
い
て
の
論
議
に
つ
い
て
の
神
奈
川
教

区
の
三
度
に
わ
た
る
提
案
の
無
視
に
つ
い
て
糺
す
と
共
に
、

そ
の
拒
否
の
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
私
ど
も
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上
告
手
続
き
に
つ
い
て弁

護
士
　藤 

田 

浩 

司

１ 

上
告
に
対
し
て
、
考
え
ら
れ
る
判
決
と

そ
の
影
響

　

現
在
、最
高
裁
判
所
に
対
し
て
、「
上
告
」「
上

告
受
理
」の
２
つ
の
申
し
立
て
を
し
て
い
ま
す
。

ど
ち
ら
か
一
方
で
も
最
高
裁
が
採
用
し
、
高
裁

判
決
を
見
直
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
強
く
願
っ

て
い
ま
す
が
、結
論
は
大
き
く
二
つ
あ
り
ま
す
。

（
１
） 
申
し
立
て
が
認
め
ら
れ
た
場
合

 

① 

ど
ち
ら
か
の
申
し
立
て
が
採
用
さ
れ
て
、

高
裁
判
決
が
破
棄
・
見
直
し
に
な
る
と
す
る
と
、

通
常
は
東
京
高
裁
へ
差
し
戻
し
に
な
り
、
東
京

高
裁
で
改
め
て
司
法
審
査
が
可
能
か
否
か
が
判

断
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
は
、
最
高
裁

の
破
棄
理
由
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
、
司
法
審
査

が
可
能
と
い
う
判
断
、
具
体
的
に
は
我
々
が
高

裁
へ
の
「
控
訴
の
趣
旨
」
で
求
め
た
よ
う
に
、

一
審
判
決
を
取
り
消
し
て
本
件
を
東
京
地
裁
に

差
し
戻
す
、
と
い
う
判
決
に
な
る
し
か
な
い
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
東
京
高
裁
を
経
由
す
る
意

味
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
実
体
審
理
を
す
る

た
め
に
い
き
な
り
東
京
地
裁
に
差
し
戻
す
こ
と

が
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。
最
高
裁
平
成
２
２
年

４
月
２
７
日
判
決
は
、
刑
事
事
件
で
す
が
、
事

実
誤
認
な
ど
を
理
由
に
大
阪
地
裁
に
差
し
戻
し

ま
し
た
。

② 

司
法
審
査
可
能
と
し
て
東
京
地
裁
に
差
し

戻
さ
れ
る
と
、
実
体
審
理
に
入
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
本
件
免
職
処
分
が
有
効
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
が
正
面
か
ら
問
題
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
点
は
、「
法
律
上
の
争
訟
に
該
た
る
か

ど
う
か
」
と
い
う
訴
訟
要
件
と
は
ま
っ
た
く
次

元
の
違
う
問
題
で
す
か
ら
、
最
高
裁
で
差
し
戻

し
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て

必
然
的
に
実
体
判
断
で
免
職
無
効
の
判
決
に
な

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

和
解
勧
告
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
双
方
の
主

張
立
証
が
ど
れ
く
ら
い
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る

は
聖
餐
の
霊
的
意
義
を
軽
ん
ず
る
の
で
な
く
、
そ

の
恩
寵
的
秘
儀
を
重
ん
ず
れ
ば
こ
そ
の
再
検
討
を

求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
エ
キ
ュ
メ
ニ

カ
ル
な
流
れ
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故

（
３
）
信
仰
職
制
委
員
会
に
お
け
る
聖
餐
式
理
解

及
び
そ
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
の
慎
重
な
論
議
の

継
続
を
求
め
ま
す
。
そ
れ
は
一
に
か
か
っ
て
新
し

き
時
代
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
の
教
会
の
宣
教
と
教

会
形
成
の
使
命
に
関
わ
る
基
本
的
な
課
題
を
遂
行

す
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。
更
に

（
４
）
そ
の
根
底
に
は
「
戦
責
告
白
」
に
よ
っ
て

自
ら
の
罪
責
を
悔
改
め
、
キ
リ
ス
ト
の
憐
れ
み
の

も
と
で
許
さ
れ
て
生
き
て
い
る
教
団
で
あ
る
事
の

確
認
を
求
め
ま
す
。
そ
し
て
、

（
５
）
今
、
申
し
わ
け
な
い
関
係
に
お
い
て
あ
る

沖
縄
教
区
に
対
す
る
謝
罪
と
関
係
回
復
へ
の
具
体

的
作
業
を
求
め
ま
す
。
こ
れ
は
「
戦
責
告
白
」
を

重
ん
す
る
限
り
教
団
の
示
す
べ
き
必
然
的
姿
勢
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
以
上
の
５
点
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
新
た
な
希

望
と
勇
気
と
愛
を
も
っ
て
、
教
団
の
中
に
主
に
ふ

さ
わ
し
い
教
会
に
し
て
頂
け
る
た
め
の
努
力
を
始

め
た
い
と
願
い
ま
す
。
や
が
て
終
結
す
べ
き
法
廷

で
の
斗
い
を
越
え
て
、
今
や
備
え
る
べ
き
課
題
と

し
て
提
言
し
つ
つ
、
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
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か
、
そ
れ
を
見
て
裁
判
所
が
ど
う
判
断
す
る
か
、

ま
た
双
方
が
和
解
を
そ
も
そ
も
受
け
入
れ
る
か
ど

う
か
に
よ
り
ま
す
。
現
時
点
で
は
ま
だ
何
と
も
申

し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
２
） 

申
し
立
て
が
認
め
ら
な
か
っ
た
場
合

　
「
上
告
棄
却
」
あ
る
い
は
「
上
告
不
受
理
決
定
」

に
な
っ
た
場
合
に
は
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
以
上
争

う
方
法
は
司
法
手
続
き
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京

高
裁
の
判
断
が
確
定
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
後
す
べ
て
の
戒
規
処
分
が

自
動
的
に
司
法
判
断
の
埒
外
に
置
か
れ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
別
的
な
本
件
免
職
処
分
の
効

力
に
つ
い
て
司
法
判
断
が
で
き
な
い
と
い
う
だ
け

の
判
決
で
す
。
司
法
判
断
が
で
き
な
い
理
由
と
し

て
、
高
裁
判
決
は
、
司
法
判
断
に
あ
た
っ
て
は
教

義
、
信
仰
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
審
理
す
る
こ
と

が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
お
か

し
な
話
で
す
が
、
教
義
や
信
仰
と
深
く
か
か
わ
ら

な
い
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
破
廉
恥
事
件
の
場
合
は

逆
に
司
法
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
、
今
回
の
高
裁
判
例
は
、
日
本
基
督
教
団
に

お
け
る
戒
規
は
一
般
に
、「
教
義
や
信
仰
と
深
く

か
か
わ
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
」
と
も
述
べ

て
い
ま
す
か
ら
、
今
後
、
日
本
基
督
教
団
の
戒
規

処
分
に
関
す
る
裁
判
で
は
、
今
後
、
こ
の
判
例
が

最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
裁
判
官　

様

　

 
 

　
　

平
成
二
五
年
一
一
月
二
二
日

「
北
村
慈
郎
教
師
免
職
処
分
無
効
訴
訟
」
裁
判
に

つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

以
下
の
理
由
に
よ
り
本
件
の
裁
判
に
お
い
て
公
正

な
判
断
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
１
）｢

内
部
規
則｣

に
従
っ
て
適
正
な｢

正
教

師
剥
奪
手
続
き｣

が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て

　

｢

正
教
師
剥
奪
内
部
手
続
き｣

に
関
し
原
判

決
は
上
告
人
の
主
張
（
正
教
師
剥
奪
は
内
部

規
則
手
続
き
に
基
づ
く
と
の
主
張
）
に
対
し

上
申
書
　
　

　
　
　
　
　
　臼
井 

幸
夫
　（田
園
江
田
教
会
信
徒
）

引
用
さ
れ
て
、
結
果
的
に
、
司
法
判
断
を
求
め
る

こ
と
は
難
し
く
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で

し
ょ
う
。

２　

最
高
裁
の
判
断
時
期

　

非
常
に
予
測
が
つ
き
に
く
い
で
す
。

　

た
だ
、
簡
単
に
門
前
払
い
と
な
る
と
き
は
、
３

か
月
か
ら
半
年
く
ら
い
で
結
論
が
出
ま
す
。
本
件

は
、
す
で
に
昨
年
７
月
２
３
日
の
申
し
立
て
か
ら

８
か
月
が
経
過
し
て
い
ま
す
の
で
、
門
前
払
い
で

は
な
く
、
少
し
中
身
を
本
格
的
に
検
討
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
本
件
は
、
最
高
裁
と
し
て
も
慎
重
に
検
討

す
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の

団
体
内
部
に
お
け
る
紛
争
に
つ
い
て
争
訟
性
の
有

無
が
最
高
裁
レ
ベ
ル
で
争
わ
れ
た
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
し
、
し
か
も
日
本
基
督
教
団
と
い
う
大
き
な

団
体
内
部
で
の
問
題
で
す
か
ら
、
判
断
に
対
す
る

社
会
的
影
響
も
か
な
り
大
き
い
、
と
い
う
の
は
最

高
裁
で
も
容
易
に
わ
か
る
は
ず
で
す
。

　

他
の
事
件
の
処
理
状
況
に
も
よ
り
ま
す
し
、「
予

測
は
全
く
不
可
能
」
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ

で
す
。

以　

上
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て
、
上
告
人
の
主
張
、
即
ち
被
上
告
人
に
よ
る
手

続
き
の
瑕
疵
（
内
部
規
則
を
順
守
し
て
い
な
い
手

続
き
）、
内
部
規
則
の
変
更
に
よ
る
剥
奪
手
続
き

の
捏
造
、
剥
奪
決
定
に
至
る
証
拠
、
原
因
な
ど
上

告
人
へ
の
未
開
示
、
上
告
人
へ
の
事
情
聴
取
な
ど

の
欠
落
、
利
害
関
係
あ
る
決
定
者
に
よ
る
正
教
師

資
格
剝
奪
決
定
な
ど
、
恣
意
的
に
上
告
人
、
個
人

だ
け
の
排
除
を
目
的
と
し
、
密
室
プ
ロ
セ
ス
に
よ

り
行
わ
れ
た｢

正
教
師
剥
奪
内
部
手
続
き｣

に

よ
っ
て
、
上
告
人
が
不
利
益
を
被
っ
て
い
る
本
件

は
、
当
然
に
政
教
分
離
の
原
則
の
例
外
範
囲
と
な

る
「
司
法
審
査
の
対
象
」
と
な
り
、
原
判
決
は
そ

の
判
断
を
欠
い
て
い
ま
す
。
と
く
に
被
上
告
人
の

裁
量
権
の
逸
脱
、
濫
用
を
伴
う
行
為
に
つ
い
て
、

公
正
な
判
断
を
頂
き
た
い
と
願
い
ま
す
。

　

ま
た
、
牧
師
と
し
て
の
地
位
を
喪
失
し
、
重
大

な
社
会
生
活
上
の
利
益
な
ど
の
生
存
権
な
ど
の
基

本
的
人
権
を
奪
わ
れ
て
、
具
体
的
な
上
告
人
の
私

法
上
の
請
求
が
訴
訟
物
と
な
っ
て
い
る
本
件
で
は

公
正
な
裁
判
手
続
き
を
受
け
る
権
利
（
憲
法
３
２

条
、
裁
判
所
法
３
条
１
項
）
が
上
告
人
に
国
民
の

権
利
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
是
非
応

答
し
た
判
断
を
頂
き
た
い
と
お
願
い
し
ま
す
。

（
２
）
原
判
決
の
引
用
す
る
最
高
裁
判
決
と
の
関

係
に
つ
い
て

　

原
判
決
に
よ
れ
ば
「
正
教
師
は
宗
教
上
の
地
位

で
あ
っ
て
法
律
上
の
地
位
と
い
え
な
い
」
と
判
示

す
る
の
み
で
あ
っ
て
正
教
師
の
剝
脱
行
為
が
内
部

規
則
に
従
っ
て
適
正
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
触

れ
る
こ
と
な
く
判
示
し
た
こ
と
は
、
政
教
分
離
の

原
則
の
踏
襲
を
形
式
的
に
行
っ
て
い
る
の
み
で

あ
っ
て
実
態
的
に
原
判
決
が
引
用
し
た
最
高
裁
判

決
に
従
っ
て
審
理
を
尽
く
し
て
い
る
と
は
思
え
ま

せ
ん
。

　

原
判
決
が
引
用
す
る
本
門
寺
事
件
判
決
は｢

住

職
選
任
の
手
続
き
上
の
準
則
が
何
で
あ
る
か
に
関

す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
代
表
役
員
兼
責
任
役
員
た
る
地
位
の

前
提
と
な
す
、
住
職
の
地
位
を
有
す
る
か
ど
う
か

の
判
断
に
必
要
不
可
欠
も
の
で
あ
る
限
り
、
裁
判

所
に
お
い
て
こ
れ
を
審
理
、
判
断
す
る
こ
と
に
な

ん
ら
妨
げ
と
な
ら
な
い
。｣

と
判
示
し
て
い
ま
す
。

　

本
件
事
案
で
は
、
上
告
人
の｢

正
教
師
剥
奪｣

に
際
し
て
内
部
規
則
は
無
視
さ
れ
公
序
良
俗
に
反

す
る
被
上
告
人
の
恣
意
的
判
断
で
手
続
き
が
行
わ

れ
る
と
と
も
に
、
憲
法
、
宗
教
法
人
法
な
ど
の
大

枠
を
定
め
る
国
法
体
系
と
も
矛
盾
・
抵
触
す
る｢

剥
奪
手
続
き｣

が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
原
判
決

に
お
い
て
欠
落
し
て
い
る
「
手
続
き
審
理
」
を
徹

底
す
る
よ
う
に
、
公
正
な
判
断
を
お
願
い
た
し
ま

す
。

（
３
）
原
判
決
は
憲
法
二
〇
条
の
信
仰
の
自
由
の

保
障
を
十
分
に
尊
重
し
た
か
に
つ
い
て

　

被
上
告
人
は
そ
の
自
律
作
用
は
自
浄
に
向
か
う

こ
と
な
く
、
上
告
人
と
同
様
の
正
教
師
剥
奪
者
を

生
み
出
す
確
信
を
原
判
決
が
被
上
告
人
に
与
え
る

こ
と
と
な
り
、
内
部
で
の
争
い
が
さ
ら
に
拡
大
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
原
判
決
は
被

上
告
人
の
市
民
的
正
義
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
手

続
き
を
認
め
る
判
決
で
あ
り
、
日
本
基
督
教
団
内

の
教
会
の
自
由
を
奪
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

日
本
基
督
教
団
は
さ
ら
に
中
央
執
行
部
の
強
権

力
を
教
会
・
牧
師
・
信
徒
に
強
め
、
信
仰
・
思
想

の
自
由
を
牧
師
、
信
徒
か
ら
奪
う
結
果
と
な
り
ま

す
の
で
、
間
接
的
に
原
判
決
に
よ
り
、
裁
判
所
が

宗
教
法
人
に
関
与
乃
至
影
響
を
与
え
る
判
断
を
示

し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
も
慎
重
か

つ
公
正
な
裁
判
所
の
判
断
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　

 
 

 
 

 

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
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（
以
下
は
部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
通
信
「
良
き
日
の

た
め
に
」
№
２
か
ら
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。）

○
は
じ
め
に　

︱
今
井
数
一
さ
ん
の
思
い
出
︱

　

新
し
く
生
れ
た
『
良
き
日
の
た
め
に
』
に
投
稿

を
許
さ
れ
て
感
謝
で
す
。折
角
の
機
会
で
す
の
で
、

部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
の
創
設
に
尽
力
さ
れ
た
初
代

の
セ
ン
タ
ー
主
事
に
な
ら
れ
た
今
井
数
一
さ
ん
と

の
出
会
い
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

あ
る
教
団
総
会
の
時
の
事
で
す
。
ホ
テ
ル
の
温

泉
場
の
中
で
、「
あ
ん
た
関
田
は
ん
で
っ
し
ゃ
ろ
」

と
私
に
声
を
掛
け
た
人
が
あ
り
ま
し
た
。
私
の
名

札
を
見
て
の
事
だ
と
思
い
ま
す
。「
わ
た
し
、
あ

ん
た
の
お
父
さ
ん
か
ら
洗
礼
を
受
け
た
ん
や
」。

「
え
ー
、
そ
う
で
す
か
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
今
井

さ
ん
は
受
洗
へ
の
い
き
さ
つ
を
詳
し
く
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。
私
の
父
は
大
阪
昭
和
教
会
を
最
後
の

任
地
と
し
て
召
さ
れ
た
の
で
す
が
、
父
か
ら
は
そ

の
事
は
聞
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
今
井
さ
ん
が
召
さ
れ
た
後
、
セ
ン

タ
ー
で
今
井
さ
ん
の
生
涯
を
描
い
た
ビ
デ
オ
を
見

た
時
、
最
後
に
彼
の
聖
書
の
裏
表
紙
に
、
関
田
寅

之
助
牧
師
か
ら
の
受
洗
の
事
が
記
し
て
あ
り
、
自

分
を
回
心
に
導
い
た
聖
句
、
イ
ザ
ヤ
書
二
章
二
二

節
が
書
か
れ
て
あ
り
、
非
常
に
心
打
た
れ
た
事
で

し
た
。そ
の
後
私
自
身
が
差
別
し
た
事
件
も
あ
り
、

部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
に
は
特
別
の
思
い
入
れ
が
あ

り
ま
す
。

○
１ 

北
村
慈
郎
牧
師
免
職
の
経
緯
に
つ
い
て

　

本
題
に
入
り
ま
す
。
既
に
北
村
慈
郎
支
援
会
の

通
信
な
ど
で
、
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
詳
細
に
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
御
承
知
の
事
と
は
思
い
ま

す
が
、
要
約
的
に
申
し
ま
す
と
、
先
ず
教
団
常
議

員
会
で「
協
議
会
と
し
て
記
録
を
と
ら
な
い
こ
と
」

を
前
提
と
し
て
北
村
牧
師
は
未
受
洗
者
の
陪
餐
の

試
み
に
つ
い
て
発
題
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
未
受

「
人
権
問
題
と
し
て
の
北
村
慈
郎

牧
師
免
職
に
つ
い
て
」

関
田
寛
雄
　（神
奈
川
教
区
巡
回
教
師
）

洗
者
陪
餐
（
オ
ー
プ
ン
聖
餐
と
略
記
す
る
）
は
北

村
牧
師
が
始
め
た
わ
け
で
は
な
く
紅
葉
坂
教
会
の

伝
統
を
継
承
し
た
も
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
記
録
も
と
ら
な
い
協
議
会
で
の
発
言

を
論
議
と
し
て
継
続
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
次
の
常

議
員
会
で
は
い
き
な
り
「
教
師
退
任
勧
告
」
が
出

さ
れ
て
、多
数
決
で
可
決
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
理
由
は
前
回
の
発
題
内
容
へ
の
批
判
と
さ
れ

た
の
で
す
（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）。
先
ず
も
っ

て
こ
れ
は
手
続
か
ら
言
っ
て
も
と
ん
で
も
な
い
飛

躍
で
す
し
、
従
来
信
仰
職
制
委
員
会
で
オ
ー
プ
ン

聖
餐
に
つ
い
て
は
継
続
審
議
中
で
、
結
論
は
出
て

い
な
い
の
で
す
。
次
の
年
に
は
常
議
員
会
で
北
村

牧
師
へ
の
「
戒
規
申
し
立
て
を
行
う
件
」
が
可
決

さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
の
教
団
総
会
で
は
常

議
員
会
決
議
の
「
戒
規
申
立
議
案
」
と
し
て
提
案

さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
議
案
は
手
続
き
上
の
誤
り

も
あ
り
、
無
効
と
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
も
北
村
牧

師
は
常
議
員
と
し
て
こ
の
総
会
で
三
選
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

し
か
し
今
度
は
教
師
委
員
会
で
「
教
師
の
戒
規

適
用
に
関
す
る
内
規
」
を
改
定
し
て
、
信
徒
に

よ
る
戒
規
発
動
要
請
を
受
理
す
る
と
し
ま
し
た

（
二
〇
〇
九
年
七
月
）。
そ
の
後
す
ぐ
の
七
月
末
、

七
名
の
信
徒
に
よ
る
戒
規
申
立
が
教
師
委
員
会
に

提
出
さ
れ
た
の
で
す
（
こ
の
信
徒
名
は
一
名
を
除

反差別の連帯反差別の連帯反差別の連帯反差別の連帯
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い
て
氏
名
は
伏
せ
ら
れ
た
ま
ま
で
す
）。
そ
し
て

紅
葉
坂
教
会
役
員
会
の
質
問
状
は
無
視
さ
れ
て
、

教
師
委
員
会
は
北
村
牧
師
の
免
職
を
決
定
し
、
そ

れ
は
『
教
団
新
報
』
に
公
告
さ
れ
ま
し
た
。

○
２  

そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
る
と
浮
か
び
上
が
っ
て

来
る
疑
問
は
、
問
題
は
オ
ー
プ
ン
聖
餐
の
論
議
で

は
な
く
、
先
ず
北
村
牧
師
を
排
除
し
よ
う
と
す
る

現
教
団
執
行
部
の
意
図
が
見
え
て
来
る
こ
と
で

す
。
本
当
に
聖
餐
式
に
つ
い
て
慎
重
に
考
え
合
う

姿
勢
が
あ
れ
ば
、
記
録
も
と
ら
な
い
協
議
会
で
の

発
題
内
容
を
理
由
に
「
退
任
勧
告
」
や
「
免
職
」

に
至
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
筈
で
す
。
理
由
は

別
の
所
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
教
団
の
あ

り
方
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
し
て
来
た
教
師
や
信

徒
へ
の
反
発
で
あ
り
、こ
の
際
、「
オ
ー
プ
ン
聖
餐
」

反
対
を
旗
印
に
い
わ
ゆ
る
問
題
提
起
者
を
排
除
し

よ
う
と
い
う
意
図
が
先
行
し
て
い
る
の
で
す
。
こ

れ
は
ま
さ
し
く
人
権
問
題
で
す
。

　

か
つ
て
山
北
宣
久
前
教
団
議
長
が
「
荒
野
の

四
〇
年
」
と
い
う
形
で
戦
責
告
白
以
降
の
教
団
の

歩
み
を
総
括
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
大
要
は
特
に
万

博
・
東
神
大
問
題
を
中
心
に
教
団
の
歴
史
は
「
荒

野
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
荒
廃
の
四
〇
年
、
負
の
経

過
で
あ
る
と
い
う
事
で
し
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い

て
私
は
全
面
的
に
反
対
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
特
に
山
北
先
生
は
今
、
青
山
学
院
院
長
の

お
立
場
に
あ
り
、
個
人
的
接
触
も
あ
り
、
先
生
が

戦
責
告
白
の
意
義
を
認
め
て
お
ら
れ
、
熱
烈
な
伝

道
者
で
あ
り
ユ
ー
モ
ア
の
感
に
溢
れ
て
い
る
方
で

あ
る
事
を
承
知
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
現
執
行
部

の
中
に
は
か
つ
て
の
問
題
提
起
者
た
ち
の
発
言
や

振
舞
い
に
よ
っ
て
深
く
傷
つ
い
た
方
々
の
、
報
復

と
は
言
え
な
い
ま
で
も
強
い
反
発
的
感
情
に
動
か

さ
れ
て
い
る
向
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
今
度
こ
そ
は
問
題
提
起
者
を
封
殺
し
て
「
健

全
な
」
教
団
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
焦

り
の
よ
う
な
も
の
が
、
北
村
牧
師
排
除
の
動
機
に

な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

た
め
に
は
「
オ
ー
プ
ン
聖
餐
は
異
端
」
だ
と
い
う

ふ
れ
こ
み
を
利
用
し
て
、「
正
し
い
聖
餐
式
を
」

と
い
う
標
識
で
、
問
題
の
な
い
「
健
全
な
」
教
団

形
成
を
指
向
し
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

私
は
教
団
を
愛
し
て
い
ま
す
。
特
に
「
戦
責
告

白
」
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
教
団
の
罪
責
を
悔
改

め
、
キ
リ
ス
ト
の
赦
し
と
憐
れ
み
に
よ
る
他
、
立

つ
場
を
も
た
な
く
な
っ
た
教
団
を
心
か
ら
愛
し
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
そ
私
に
と
っ
て
は
「
荒
野

の
四
〇
年
」
は
決
し
て
単
に
荒
廃
の
負
の
歴
史
で

あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
す
。
万
博
・
東
神
大

問
題
を
通
し
て
私
た
ち
は
日
本
の
教
会
が
そ
の
草

創
の
時
以
来
課
題
と
さ
れ
て
い
る
「
教
会
と
国

家
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
痛
み
を
経
つ
つ
も
深

く
学
ん
で
来
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
率
直

に
言
っ
て
問
題
提
起
者
の
側
で
の
立
居
振
舞
い
に

は
行
き
過
ぎ
が
あ
っ
た
と
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
「
真
理
に
立
つ
」
と
思

う
側
の
激
情
に
か
ら
れ
た
行
動
と
発
言
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
事
で
牧
師
も
信
徒
も
深
く
傷
つ
き
、

問
題
提
起
の
意
義
も
届
か
ず
内
容
に
誤
解
を
与
え

た
事
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
に
つ
い
て

は
問
題
提
起
者
の
側
の
反
省
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
問
題
提
起
者
は
皆
、
暴
力
主
義
者
だ
と

決
め
つ
け
る
事
は
間
違
い
で
す
。
北
村
牧
師
は
山

北
議
長
に
暴
力
を
振
る
っ
た
と
い
う
よ
う
な
デ
マ

が
関
西
方
面
に
広
が
っ
て
い
る
と
か
聞
き
ま
し
た

が
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
非
道
な
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
人
権
問
題
で
す
。

○
３　

聖
餐
式
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　

私
は
度
々
申
し
て
参
り
ま
し
た
よ
う
に
、
現
段

階
で
オ
ー
プ
ン
聖
餐
の
執
行
に
は
賛
成
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
世
界
教
会
の
流
れ
は
聖
餐
執
行
に
つ

い
て
は
流
動
化
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
単

な
る
聖
餐
の
奥
義
の
軽
視
や
合
理
化
で
は
な
く
、

キ
リ
ス
ト
の
恵
み
と
憐
れ
み
の
伝
道
の
場
と
し
て
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真
剣
に
神
学
的
に
論
議
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
現

に
ア
メ
リ
カ
の
合
同
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
は
聖
餐
を

オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
ま
す
し
、
教
団
の
信
仰
職
制

委
員
会
で
も
既
述
の
よ
う
に
継
続
審
議
中
で
あ
り

ま
し
た
。
実
は
私
自
身
も
た
ま
た
ま
招
か
れ
た
教

会
が
永
年
、
伝
統
と
し
て
オ
ー
プ
ン
聖
餐
を
し
て

お
ら
れ
、
独
自
な
式
文
も
使
用
し
て
お
ら
れ
る
事

を
そ
の
場
で
初
め
て
知
り
、
役
員
会
の
要
請
で

オ
ー
プ
ン
聖
餐
式
を
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
分

餐
の
時
、
求
道
中
の
方
々
に
主
の
契
約
と
し
て
の

聖
餐
に
与
る
意
味
を
説
き
、
バ
プ
テ
ス
マ
の
恵
み

に
与
る
決
心
を
促
し
ま
し
た
。
そ
し
て
一
年
後
、

一
挙
に
三
人
の
受
洗
者
が
生
れ
ま
し
た
。
洗
礼
か

ら
聖
餐
へ
の
道
と
共
に
聖
餐
か
ら
洗
礼
へ
の
道
も

あ
る
と
い
う
事
。
こ
れ
は
私
の
経
験
で
す
。
い
ず

れ
に
し
て
も
教
団
と
し
て
は
慎
重
に
取
り
扱
っ
て

頂
き
た
い
の
が
聖
餐
論
で
す
。
そ
し
て
祈
り
と
思

索
を
尽
く
し
て
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
に
ふ
さ
わ
し
い

執
行
方
法
を
対
話
を
通
し
て
実
現
し
て
行
き
た
い

も
の
で
す
。
対
話
の
で
き
る
教
団
。
そ
れ
こ
そ
が

「
健
全
な
」
教
団
の
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
事
に
つ
い
て
神
奈
川
教
区
は
３
回
に
わ
た
り

教
区
決
議
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
教
団
総
会
で
は

全
く
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
対

話
を
求
め
ま
す
。「
愛
に
は
恐
れ
な
し
」（
ヨ
ハ
ネ

四
：
一
八
）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１４年２月２２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 131 回神奈川教区定期総会

《議案第１１号》北村慈郎教師の「免職処分」を撤回し、教団内に聖餐の在り方について慎重かつ
十分な議論をする場の設置を求める件

提案者　　関田　寛雄

主文
　第 39 回（合同後 24 回）教団総会に対し、以下の議案を提出する。
　（教団総会議案）　北村慈郎教師の「免職処分」を撤回し、教団内に聖餐の在り方について慎重
かつ十分な議論をする場の設置を求める件
　（教団総会議案主文）北村慈郎教師の「免職処分」を撤回し、教団内に聖餐の在り方について慎
重かつ十分な議論をする場を広範に設置し、今までの積み重ねた議論の継続、再開を求める。

[ 提案理由 ]
わたしたちの日本基督教団は、様々な伝統を異にする教派が合同してできた合同教会として、教憲・
教規において「会議制によって運営する」ことをあきらかにしています。「会議制」は、時間をか
けて、多くの人から異なる意見を聞き合い、教団としての総意を形成する地道な努力を行なうこ
とに他なりません。
日本基督教団は、聖餐の問題についてその執行者や陪餐者についての議論を、少なくとも 1990
年代前半までは積み重ねてきました。教団宣教研究所発行の『聖餐』（1987 年）や『陪餐問題に

資料ー第 131 回神奈川教区定期総会で可決された議案
※ 下記議案は第 131 回神奈川教区定期総会（2014/2/22）で 129 人中 85 名の賛成多
数で可決したものです。今秋開催の教団総会に議案として提案されます。
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関する資料ガイド』（1990 年）は、教団が公式に聖餐についての議論を積み重ねてきたことを示
しています。また、教団信仰職制委員会では、聖餐問題は長らく継続審議中の案件であり、第 31
総会期信仰職制委員会は、前総会期委員会から引き継いだと記録にあり、評価と展望７で、「聖餐
の陪餐者に関する件では、発題と協議の時をもったが充分に議論し結論に導くことはできなかっ
た。陪餐者の問題は教団全体の多岐に関わる問題であり、また重要な問題であるので、常議員会
でこの問題の扱い方を整理し、十分かつ慎重な研究と、多くの合意が形成される方向を探るべき
であると考えられる」と記しています。
このような教団内での聖餐の在り方についての議論の積み重ねが突然中断され、それまでの教団
内における聖餐に関する議論を無視し、合同教会としての教団の会議性を重んじるべき元教団議
長山北宣久氏が、「正しい聖礼典の執行」ということを言い出し、北村慈郎教師の教師退任勧告及
び戒規免職を主導するようになりました。2008 年 10 月開催の第 36 回（合同後 21 回）教団総会
では、山北宣久元教団議長提案常議員会決議の「北村慈郎教師への戒規申立て無効の件」が賛成
多数で可決されました。しかしその後東海教区常置委員会議長北紀吉氏や教師委員会と信仰職制
委員会との間での諮問と答申のやり取り及び教師委員会による戒規に関する内規の改訂によって、
一常議員による北村慈郎教師への戒規申立てを教師委員会が受理し、2010 年 1 月 26 日教師委員
会は北村慈郎教師の戒規免職処分を決定しました。その後 2010 年 9 月 15 日審判委員会は北村慈
郎教師の上告に対して教師委員会の戒規免職処分を是とする審判結果を山北宣久元議長に文書で
報告し、それに基づき山北宣久元議長名で 2010 年 9 月 21 日審判結果が北村慈郎教師、紅葉坂教会、
神奈川教区総会議長宛てに出され、教団における北村慈郎教師の戒規免職処分が確定して、現在
に至っております。北村慈郎教師への教師退任勧告から戒規免職処分に至る諸手続き及びその決
定の仕方についての不当性は、既に指摘されている通りであります（第 37 回（合同後 22 回）総
会議案第 31 号参照）。
神奈川教区は、教区総会決議教団総会議案として、第 36 回（合同後 21 回、2008 年）、第 37 回（合
同後 22 回、2010 年）、第 38 回（合同後 23 回、2012 年）教団総会に「聖餐の在り方について
慎重かつ十分な議論の場を教団内に設置する件」を、第 37 回（合同後 22 回、2010 年）、第 38
回（合同後 23 回、2012 年）に「北村慈郎教師の免職処分撤回を求める件」を提案しました。し
かし、教団総会ではすべて否決又は廃案となっています。
けれども神奈川教区は、教区形成基本方針に「対立点を棚上げにしたり、性急に一つの理念・理
解・方法論に統一して他を切り捨てないよう努力する。忍耐と関心をもってそれぞれの主張を聞き、
謙虚に対話し、自分の立場を相対化できるよう神の助けを求めることによって、合意と一致とを
目指す」とあるように、対話による一致を求めて、教区形成をしてきました。よって、引き続き、
教団に対して、北村慈郎教師の免職処分を撤回し、教団内に聖餐の在り方について慎重かつ十分
な議論をする場の設置を求めます。
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