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以
降、

布
教
を
再
開
し

教
勢
を
拡

大
し
た
日

系
新
宗
教
は、

そ
の

時
期
が

韓
国
の

軍
事
政

権
の

下
で

の

強
力
な
近

代
化
政

策
の

推
進
と

「

漢
川
の

奇

跡
」

と
い

わ

れ
た

高
度

経
済
成
長

期
、

そ

れ
に

伴

う
離

村
向
都
が

生
じ
た

時
期
と
重
な
っ

て

い

る
。

こ

う
し

た

状

況
の

な
か
で

韓
国
の

伝

統
的
価
値

観
が
崩
れ
始
め

、

工
業

化
・

都
市
化
に

見
合
っ

た
価

値
体
系
が

必
要
と

さ

れ
た

。

た
と

え
ば
、

創

価
学
会
（
KSGI

）

は、

現
在
の

不
満
足
な

境

遇
は
自
ら

前
向
き
に

取
り
組
ん

で

い

く
こ

と
で

「

宿
命
転
換
」

が

で

き
、

プ
ラ

ス

思

考
で

「

変
毒
為
薬
」

し

て

道
を

開
く
こ

と
が
で

き
る

こ

と
を

積

極
的
に

ア

ピ

ー

ル

し
た
が

、

そ
の

よ

う
な
考
え

方
は、

伝
統
的

社
会
で

は

な

く
都
市
社
会
−

個
人
の

努
力
に

よ

っ

て

生
活
の

向
上
が

可
能
な
流
動
化

し

た

社
会

1
と

親
和
的
で

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

韓
国
の

メ

デ
ィ

ア

を
通

じ
て

み

る

「

倭
色
」

宗

教

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

諸
　
　
点
淑

　
韓
国
で

は
、

日

本
系
宗
教
が

「

倭
色
」

宗
教
と

も
言
わ

れ
て

い

る
。

「

倭
色
」

と

は
「

和
風
」

「

日

本
風
」

「

日

本
的
な

も
の
」

を

意

味
す
る

。

つ

ま
り

「

倭
色
」

宗
教
と
は

日
本
で

生

ま
れ

た

り
、

あ
る

い

は

日
本
的
な

傾
向
を

持
つ

宗
教
を

意
味
す
る

。

韓
国
の

メ

デ

ィ

ア

に

お

け
る

「

倭
色
」

宗
教
は
、

一

九

六
五

年
「

日

韓
国
交
正

常
化
」

を

発
端
と

し
て

韓
国
社
会

に

登

場
す
る

こ

と

と

な
っ

た
。

「

目

韓
国
交
正

常
化
」

は
、

日
本

系
宗
教

の

本
格
的
な
韓
国
進
出
の

踏
み
台
と

な
っ

た

が
、

む
し

ろ

メ

デ

ィ

ア

を

通

じ
て、

「

倭
色
」

宗

教
へ

の

批
判
と

警
戒
を

促
す
新
聞
記
事
が

韓
国
社

会

に

拡
散
さ

れ
る

契
機
に

も
な
っ

た
。

そ
の

後、

一

九
九
五

年、

日
本
で

発

生
し
た

「

オ
ウ

ム

真
理
教

事
件
」

に

よ

り、

日

本
系
宗
教
を
警
戒
す
る

内

容
の

記
事
が
新
聞
で

大
き
く
報
道
さ
れ
、

日
本
系
宗
教
に

対
す
る
排
他
的

な

機
運
が

韓

国
社
会
に

よ

り
高
ま
る

こ

と
と
な
っ

た
。

こ

の

よ

う
な
韓
国

社
会
に

刻
印

さ
れ

た

「

倭
色
」

宗
教
と
い

う
日

本
系
宗
教
へ

の

敏
感
な
反

応
は
、

毎
年
八
・
一

五

記
念
日

（

日
本
か
ら
解
放
さ
れ
た

日）

に

な
る

と
、

確
実
に

再
生

産
さ

れ
て

き
た

。

だ
が
、

皮
肉
に

も
韓
国
社
会
の

反
日
感
情

の

中
に

お

い

て

も

日
本
系
宗
教
の

信
者
は

増
加
し
つ

つ

あ
る

の

で

あ
る

。

　
本
研
究
で

は
、

こ

の

よ

う
な

反
日

感
情
の

中
で

も
教
勢
や

信
者
が
増
加

し

て

い

る

日

本
系
宗
教
の

現

象
に

注
目
し

て、

日

本

系
宗
教、

つ

ま

り

「

倭
色
」

宗
教
が

韓
国
社
会
に

定
着
し
て

い

く
時

代
的
流
れ
や

「

倭
色
」

宗
教
に

対
す
る

今
日
の

韓
国
社
会
に

お

け
る

認
識
の

変
化
を、

新
聞
記
事

を

通
し
て

考
察
す
る

こ

と

を
目

的
と

し
て

い

る
。

「

倭
色
」

宗
教
は
、

植

民
地
と

い

う
歴
史
を
経
験
す
る

な
か
で

形
成
さ
れ
た
、

日
本
的
な
も
の

に

対
す
る

反
感
や
被
害
意
識
な
ど

と
い

っ

た

複
合
的
な
情
緒
の

中
で
、

韓
国

社
会
に
深
く
根
を

下
ろ

し
て

い

っ

た
。

し

か
し、

こ

の

よ

う
な
意
味
合
い

を

有
し
て

い

た

「

倭
色
」

宗
教
で

あ
る

が
、

二

QOO

年
代
に

入
っ

て

か

ら
は
、

批
判
と

警
戒
を
こ

め

た

新
聞
記
事
が
前
に

比
べ

大
き
く

減
少
す
る

現
象
を
み

せ

て
い

る
。

こ

れ
は

お
そ

ら
く、

「

倭
色
」

宗
教
に

対
す
る

韓

国
社
会
の

関
心
が

薄
ま
り
つ

つ

あ
る

こ

と

を
意
味
す
る

と
同
時
に、

韓
国

社
会
に

お

け
る

「

倭
色
」

宗
教
へ

の

認
識
が
変
化
し
た
も
の

と

し
て

も
解

釈
で

き
る

だ

ろ
う。

無
論、

こ

う
い

っ

た

現
象
に

は、

日
本
系

宗
教
の

韓

国
で

の

土

着
化
過
程
や
積
極
的
な
社
会
活
動
も
一

役
買
っ

た

で

あ
ろ

う
こ

と

も
見
逃
せ

な
い
。

　
「

倭
色
」

宗
教
を
め

ぐ
る

韓
国
社
会
の

認
識
変

化
を

新
聞
記

事
を

中
心

に
捉
え
る

た

め、

本
研
究
で

は
、

一

九

六
〇
年
代
か
ら
現
在
に

至
る
ま

で

の

「

倭
色
」

宗
教
と

関
連
す
る

新
聞
記

事
を
検
討
し、

時
代
別
の

報
道
状

況
と

韓
国
社
会
に

お
け
る
反
応
を
分
析
す
る

。

ま
た

事
例
研
究
と

し
て
、
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韓
国
立
正
佼
成
会
に
焦
点
を
当
て

て、

そ
の

現
状
と

「

倭
色
」

宗
教
と

し

て

の

立
場
に
つ

い

て

新
聞
記
事
を
通
し
て

検
討
し、

韓
国
社
会
の

反
応
を

試
み
た
い

。

こ

れ
ま
で

は
韓
国
で

「

倭
色
」

宗
教
と

い

え
ば
、

代
表
的
に

創
価
学
会、

天
理
教、

日
蓮
禅
宗
な
ど

を
指
し
て
い

た

が、

こ

れ
ら
を

論

じ

る

こ

と

は、

韓
国
社
会
の

メ

デ

ィ

ア

に

よ

っ

て

構
築
さ
れ
た

枠
組
の

中

で

の

議
論
と

い

う
点
が

限
界
で

あ
る

。

し
た

が
っ

て

本
研
究
で

は、

韓
国

メ

デ

ィ

ア

か
ら

そ
れ
ほ

ど

注
目
さ
れ
て

こ

な
か

っ

た

韓
国
立

正

佼
成
会
と

い

う
小
規

模
教

団
を
研

究

対
象
と

し
て

、

よ

り
多
様
な

観
点
か
ら

「

倭

色
」

宀

示

教
を
と

ら
え
て

み
た
い

。

在
日
大
韓
基
督
教
会
と

韓
国
系
キ

リ
ス

ト
教
会
の

日
本
宣
教

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

中
西

　
尋
子

　
一
　

は
じ

め

に

　
キ
リ

ス

ト

教
信
者
が

人
口

の
一

％

に

満
た

な
い

日

本
に

お

い

て、

一

九

九
〇

年
代
以

降、

韓
国
系
キ

リ
ス

ト
教

会
が

活
発
な

宣
教
活

動
を
展

開

し
、

日

本

各
地
に

教
会
が

設
立
さ

れ
て

い

る
。

ど
れ

く
ら
い

の

数
の

韓
国

系
キ
リ

ス

ト

教

会
が
あ
る

か

実
態
は

未
だ

明
ら

か
に

な
っ

て

い

な
い

が
、

『

ク

リ
ス

チ

ャ

ン

情
報
ブ
ッ

ク

ニ

〇
一

〇』

（

い

の

ち
の

こ

と
ば

社）

の

教

会
情

報
か
ら
韓

国
系
キ
リ

ス

ト
教

会
と

思
わ

れ
る

教

会
を

抽
出
す
る

と
、

お
よ
そ
二

〇

〇
〜
三
〇
〇
程

度
の

教
会
が
あ
る

こ

と
が

推
察
さ

れ
る

。

　
信
者
の

多
数
は
ニ

ュ

ー

カ
マ

ー

の

韓
国
人
で

あ
っ

て

も
、

教
会
に

よ

っ

て

は
あ
る
程
度
の

日

本
人
信

者
を

獲
得
し
て

い

る

教

会
も

あ
る
。

日
本
人

信
者
の

獲

得
に

成
功
し
て

い

る

教

会
は

何
が

そ
れ

を
可

能
に

し
た

の

だ
ろ

う
か

。

そ
こ

で

本
発

表
で

は、

時

期
を

異
に

し
て

朝
鮮
半
島
か

ら
流
入

し

た
二

つ

の

キ
リ
ス

ト
教、

在
日

大

韓
基

督
教
会
と
韓

国
系
キ

リ

ス

ト

教
会

の

日

本
宣

教
や

礼
拝
の

あ
り

方
か

ら
日

本
人

信
者
の

獲
得
の

要
因
を

探

る
。

こ

の

二

つ

を
比
較

す
る

理
由
は

、

出
所
は
同
じ
韓
国
キ

リ

ス

ト

教
で

あ
り
な
が

ら
、

先
に

流

入
し
た

在
日

大

韓
基
督
教
会
よ
り
も

後
に

流
入

し

た
韓
国
系
キ

リ
ス

ト
教

会
の

ほ

う
が

日

本
人
信
者
の

獲
得
に

成
功
し

て

い

る
教
会
が

あ
る
か
ら
で

あ
る
。

比

較
す
る

教
会
は

、

在
日

大
韓
基
督
教
会

の

大
阪
西
成
教
会
（

一

九
二】
二

年
設
立）

と
韓
国
系
キ
リ
ス

ト

教
会
の

大

阪
オ
ン

ヌ

リ

教
会
（

二

〇
〇
〇

年
設
立）

で

あ
る

。

　
二

　
在
日

大
韓
基
督
教

会
−
大
阪
西
成
教
会

　
大
阪
西
成

教
会
は
現

在
で

も
韓

国
語
に

よ
る

礼
拝
を
行
っ

て

い

る
。

か

つ

て

在
日
韓
国
人
の
一

世
が

信
者
の

多
数
を
占
め
て

い

た
と

き
は

韓
国
語

に
よ

る

礼
拝
が
当
然
で

あ
っ

た
が

、

在
日
韓
国
人
社
会
の

世
代

交
代
と
と

も
に
徐
々

に

日
本
語
使
用
の

機
会
が

増
し
て
い

る
。

し
か
し
礼

拝
の

言

語

を
全
面
的
に

韓
国
語
か
ら
日

本
語
へ

切
り
替
え
よ

う
と

す
る

動

き
は

見
ら

れ
な
い

。

在
日
大
韓
基
督
教

会
に

は

か
つ

て
内
鮮
一

体
の

国
策
の

も
と

で

日
本
語
使
用
が

強
制
さ
れ
た
が、

そ
れ
に

抗
し
て

韓
国
語
で

礼

拝
を
ま
も

っ

た

歴
史
が

あ
る

。

韓
国
語
は
伝
達
手
段
と

し
て
の

言
語
と
い

う
よ
り
ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ
ィ

の

拠
り
所
で

あ
っ

た
。

そ
れ

だ

け
に
韓
国
語
を
理
解
し

な
い

世
代
が

信
者
の

大
部
分
を
占
め

る
よ

う
に

な
っ

て

も
韓
国

語
に

よ
る

礼
拝
が

続
け
ら
れ

て

い

る
。

　
三

　
韓
国
系
キ

リ
ス

ト
教
会
ー
大
阪
オ

ン

ヌ

リ
教
会

　
大
阪
オ

ン

ヌ

リ
教
会
で

は、

信
者
の

三

分
二

は

ニ

ュ

ー

カ

マ

ー

の

韓

国

人
で

あ
る

。

し
か

し
日
曜
日
の

も
っ

と

も

中
心
と

な
る
一
一

時
か
ら
の

礼

拝
は

日
本
語
で

行
わ

れ

る
。

ニ

ュ

ー

カ

マ

ー

と
い

っ

て

も
み

な
日
本
語
を

あ
る

程
度
理

解
す
る

の

で

同
時
通
訳
を
聞
い

て

い

る

人
は

ほ

と
ん

ど

お
ら

ず、

日
本
語
で

礼
拝
が
行
わ
れ
る

こ

と
に

つ

い

て

尋
ね
て

も
「

み
ん

な
日
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