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「
キ
リ
ス
ト
新
聞
」
が
新
紙
面
 
 

と
な
っ
て
再
出
発
し
た
こ
と
を
喜
 
 

び
た
い
。
育
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
斬
 
 

新
で
、
以
前
よ
り
ぐ
っ
と
読
み
や
 
 

す
く
魅
力
の
あ
る
体
裁
と
な
っ
 
 

た
。
し
か
し
、
新
し
さ
の
中
に
 
 

も
、
変
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
、
と
い
 
 

う
よ
り
、
変
え
て
は
な
ら
な
い
と
 
 

掬
 
平
和
憲
法
擁
護
の
 
 

論
陣
張
っ
た
賀
川
 
 

こ
ろ
が
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
は
、
本
紙
の
掲
げ
る
標
語
 
 

「
平
和
憲
法
を
護
れ
・
再
軍
備
絶
 
 

対
反
対
」
で
あ
る
。
創
刊
者
の
賀
 
 

川
豊
彦
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
る
 
 

が
、
本
紙
H
P
に
よ
る
と
、
こ
の
 
 

標
語
は
創
刊
後
し
ば
ら
く
経
て
1
 
 

9
5
3
年
の
8
月
1
5
日
か
ら
使
わ
 
 

れ
始
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

な
ぜ
創
刊
後
数
年
し
て
か
ら
掲
 
 

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
 
 

国
際
基
督
教
 
 

大
学
教
授
 
 
 

森
本
あ
ん
り
 
 

そ
れ
は
、
こ
の
当
時
、
今
と
ま
っ
 
 

た
く
同
じ
憲
法
改
定
論
議
が
か
ま
 
 

び
す
し
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

憲
法
9
条
に
対
す
る
風
あ
た
り
が
 
 

強
か
っ
た
の
は
、
こ
こ
数
年
だ
け
 
 

の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
が
ア
メ
 
 

リ
カ
や
進
駐
軍
の
押
し
っ
け
だ
と
 
 

す
る
論
法
も
、
何
ら
目
新
し
い
も
 
 

の
で
は
な
い
。
「
日
本
の
政
治
家
は
 
 

…
…
自
ら
平
和
憲
法
を
作
つ
て
い
 
 

な
が
ら
、
そ
れ
が
マ
ツ
カ
ア
サ
ー
 
 

法
擁
護
の
論
陣
を
張
っ
た
。
フ
ラ
 
 

ン
ス
や
ス
ペ
イ
ン
も
過
去
に
同
じ
 
 

よ
う
な
憲
法
を
制
定
し
た
こ
と
が
 
 

あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
 
 

「
忽
ち
中
止
し
て
世
の
物
笑
い
と
 
 

な
つ
た
」
。
日
本
が
そ
の
二
の
舞
 
 

と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
と
 
 

に
強
迫
せ
ら
れ
て
議
会
で
通
過
さ
 
 

せ
た
か
の
如
く
云
い
ふ
ら
し
て
い
 
 

る
」
。
こ
れ
は
、
そ
の
1
9
5
3
 
 

年
に
賀
川
豊
彦
が
書
い
た
文
章
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
改
定
論
に
対
し
 
 

て
、
賀
川
は
は
っ
き
り
と
平
和
憲
 
 

変
わ
ら
ぬ
大
き
な
祈
り
を
 
 

義
老
も
、
日
本
の
平
和
憲
法
を
総
 
 

立
ち
に
な
つ
て
、
擁
護
す
べ
き
」
 
 

だ
と
彼
は
論
じ
た
（
キ
リ
ス
ト
新
 
 

聞
社
刊
『
全
集
』
1
0
巻
4
3
4
頁
）
。
 
 

に
、
原
子
爆
弾
の
出
現
に
よ
り
、
 
 

「
へ
た
を
す
れ
ば
世
界
が
破
壊
す
 
 

る
か
も
し
れ
な
い
」
こ
の
時
に
、
 
 

日
本
の
戦
争
放
棄
宣
言
は
大
き
な
 
 

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
 
 

「
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
 
 

達
、
国
連
主
義
者
、
世
界
連
邦
主
 
 
 

小
さ
な
折
り
ば
か
り
 
 

す
る
の
は
不
信
仰
 
 
 

憲
法
9
条
は
、
批
判
者
た
ち
が
 
 

亭
つ
よ
う
に
、
非
現
実
的
な
は
ど
 
 

理
想
主
義
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
 
 

い
。
賀
川
も
そ
れ
が
「
古
今
絶
無
 
 

の
理
想
主
義
的
な
憲
法
」
で
あ
る
 
 

こ
と
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
 
 

戦
後
6
0
余
年
の
歴
史
は
、
そ
れ
が
 
 
 

今
日
で
は
お
笑
い
漫
才
師
も
 
 

「
日
本
の
憲
法
を
世
界
遺
産
に
」
 
 

と
論
ず
る
時
代
で
あ
る
が
、
賀
川
 
 

は
す
で
に
半
世
紀
以
上
も
前
に
 
 

「
日
本
の
新
憲
法
を
世
界
に
拡
張
 
 

す
べ
き
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
 
 

る
。
 
 



曲
が
り
な
り
に
も
世
界
の
平
和
に
 
 

貢
献
し
て
き
た
こ
と
を
実
証
し
て
 
 

い
る
。
 
 
 

わ
れ
わ
れ
の
祈
り
は
、
た
だ
現
 
 

実
に
寄
り
添
う
だ
け
の
小
さ
な
も
 
 

の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
賀
川
 
 

は
し
ば
し
ば
、
「
小
さ
す
ぎ
る
祈
り
 
 

を
す
る
な
」
と
教
え
た
と
い
う
。
 
 

よ
く
集
会
な
ど
で
聞
く
「
今
こ
こ
 
 

に
向
か
っ
て
い
る
人
々
の
足
を
速
 
 

め
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
祈
り
な
 
 

ど
は
そ
の
典
型
で
、
「
そ
ん
な
ス
ケ
 
 

ル
の
小
さ
な
こ
と
を
神
さ
ま
に
 
 

ー
 
 

お
願
い
し
て
は
い
け
な
い
」
と
賀
 
 

川
は
注
意
し
た
（
黒
円
四
郎
『
私
 
 

の
賀
川
豊
彦
研
究
』
キ
リ
ス
ト
新
 
 

聞
社
、
1
9
8
3
年
、
2
5
4
 
 

貢
）
。
大
き
な
祈
り
に
は
、
そ
れ
 
 

に
見
合
っ
た
大
き
な
努
力
も
必
要
 
 

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
祈
り
は
、
 
 

「
教
勢
が
ふ
る
わ
な
い
」
か
ら
と
 
 

言
っ
て
、
ど
こ
か
小
さ
く
縮
こ
ま
 
 

っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
さ
 
 

な
祈
り
ば
か
り
し
て
い
る
の
は
、
 
 

不
信
仰
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

賀
川
の
人
生
最
期
の
朝
の
祈
り
 
 

は
、
「
教
会
を
強
く
し
て
く
だ
さ
 
 

い
。
日
本
を
救
っ
て
く
だ
さ
い
。
 
 

世
界
平
和
を
来
た
ら
せ
て
く
だ
さ
 
 

い
」
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
も
、
新
 
 

紙
面
の
「
キ
リ
ス
ト
新
聞
」
と
共
 
 

に
、
こ
の
三
つ
の
大
き
な
祈
り
に
 
 

心
か
ら
ア
ー
メ
ン
と
唱
え
た
い
。
 
 

（
も
り
も
と
・
あ
ん
り
）
 
 
 




