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道　標

す
。
前
者
は
利
益
追
求
の
共
同

体
で
、
後
者
は
家
族
の
幸
せ
を

追
求
す
る
共
同
体
の
こ
と
で

す
。
こ
の
理
解
の
仕
方
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
共
同
体
が
追
求
す
べ

き
目
的
が
な
ん
で
あ
る
か
を
自

覚
す
る
こ
と
に
役
立
ち
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
家
族
」
と
「
家

庭
」
の
違
い
に
つ
い
て
も
言
及

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、

家
族
と
は
血
縁
関
係
に
よ
っ
て

成
り
立
つ
も
の
で
す
。
そ
う
す

る
と
、
家
庭
と
は
、
家
族
が
共

に
暮
ら
す
共
同
体
で
あ
る
、
と

言
え
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
必
ず
し
も
お
互
い

の
血
の
繋
が
り
が
な
く
て
も
、

家
族
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
る

家
庭
も
あ
り
ま
す
。
ペ
ッ
ト
を

飼
っ
て
家
族
の
一
員
で
あ
る
と

認
め
て
い
た
り
、
養
子
縁
組
で

あ
っ
た
り
、
養
護
施
設
の
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
の
よ
う
な
「
家

庭
」
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
数

年
前
に
話
題
に
な
っ
た
映
画

「
万
引
き
家
族
」
の
よ
う
な
共

同
体
も
あ
り
得
ま
す
。
厳
密
に

い
え
ば
、
夫
婦
は
元
来
、
血
の

繋
が
り
は
な
か
っ
た
者
同
士
で

し
た
。
「
こ
う
い
う
わ
け
で
、

男
は
父
母
を
離
れ
て
女
と
結
ば

れ
、
二
人
は
一
体
と
な
る
。
」

（
創
世
記
２
・
24
）
。
教
会
は

伝
統
的
に
、
こ
の
文
言
は
「
結

婚
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の

だ
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
（
マ

ル
コ
10
・
６
～
８
、
エ
フ
ェ
ソ

５
・
31
～
32
参
照
）
。

つ
ま
り
、
神
は
天
地
創
造
の

最
後
に
結
婚
を
神
の
み
旨
と
し

て
制
定
な
さ
っ
た
の
で
す
。

「
男
は
、
父
母
を
離
れ
て
」
こ

の
文
章
は
、
論
理
的
に
矛
盾
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
男
は
神

か
ら
造
ら
れ
た
最
初
の
人
間
の

は
ず
な
の
に
、
突
然
、
父
母
が

出
て
く
る
の
は
ど
う
い
う
訳
で

し
ょ
う
。

こ
れ
は
生
物
学
的
な
問
題
で

は
な
く
、
制
度
と
し
て
の
神
の

意
志
だ
と
解
釈
で
き
ま
す
。

「
女
と
結
ば
れ
る
」
は
肉
体
的

に
結
ば
れ
る
、
と
い
う
意
味
で

す
。
こ
う
し
て
子
孫
が
生
ま
れ

ま
す
。
「
神
は
彼
ら
を
祝
福
し

て
言
わ
れ
た
。
『
産
め
よ
、
増

え
よ
、
地
に
満
ち
て
地
を
従
わ

せ
よ
』
」
（
創
世
記
１
・
28
）

と
い
う
神
の
み
旨
の
実
現
で

す
。「

二
人
は
一
体
で
あ
る
」
こ

の
言
葉
は
意
味
深
い
で
す
。
は

じ
め
は
、
人
間
と
し
て
造
ら
れ

教
区
の
皆
さ
ま
、
お
元
気
で

し
ょ
う
か
。
今
回
も
家
庭
に
つ

い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま

す
。教

会
は
伝
統
的
に
家
庭
を

「
社
会
の
細
胞
」
と
い
う
風
に

理
解
し
て
い
ま
す
。
そ
の
訳

は
、
多
く
の
家
庭
が
同
じ
問
題

を
抱
え
て
い
る
と
そ
れ
は
社
会

問
題
に
発
展
す
る
し
、
社
会
に

問
題
が
起
こ
る
と
そ
れ
は
家
庭

に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
例
え

ば
、
家
庭
内
暴
力
が
多
発
す
る

と
、
そ
れ
は
社
会
問
題
化
と

し
、
自
然
災
害
や
戦
争
勃
発
、

ま
た
経
済
不
況
な
ど
で
も
家
庭

は
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
身
体
と
そ
の
細
胞
の

関
係
の
よ
う
に
、
両
者
は
密
接

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
理

解
で
す
。
そ
れ
に
は
と
も
に
共

同
体
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識

が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
古
典
的
な
社
会

学
で
は
、
社
会
の
共
同
体
と
家

族
共
同
体
を
区
別
す
る
考
え
方

が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
会
社

組
織
の
共
同
体
（
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ

フ
ト
）
と
、
家
族
共
同
体
（
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
の
違
い
で

た
が
後
で
、
男
と
女
に
分
け
ら

れ
、
そ
し
て
ま
た
、
一
つ
に
な

り
ま
す
。
性
差
（
ジ
ェ
ン
ダ

ー
）
や
身
分
や
能
力
や
性
格
の

違
い
が
あ
り
な
が
ら
、
二
人
は

一
体
と
な
る
の
で
す
。

教
会
の
夫
婦
仲
の
よ
さ
そ
う

な
あ
る
ご
婦
人
に
尋
ね
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
「
ご
主
人
と
は

一
心
一
体
で
す
か
？
」
と
…
。

そ
の
方
は
即
答
し
ま
し
た
。

「
違
い
ま
す
。
二
心
二
体
で

す
」
と
。

「
二
人
は
一
体
」
と
な
る
と

い
う
の
は
「
つ
い
に
、
こ
れ
こ

そ
、
わ
た
し
の
骨
の
骨
、
わ
た

し
の
肉
の
肉
」
（
創
世
記
２
・

23
）
と
人
（
ア
ダ
ム
）
が
叫
ん

だ
よ
う
に
、
そ
れ
が
実
現
す
る

の
は
「
つ
い
に
、
こ
れ
こ

そ
」
、
つ
ま
り
人
生
の
最
終
時

点
で
、
こ
の
特
定
の
人
と
一
つ

に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

最
後
に
「
家
族
が
い
て
も
、

家
庭
が
な
い
」
と
い
う
現
実
を
克

社
会
の
最
小
共
同
体
と
し
て
の
家
庭

司教の手紙

を
対
象
と
し
て
の
開
催
と
な
っ

た
。午

後
２
時
か
ら
始
め
ら
れ
た

研
修
会
で
は
、
ま
ず
中
野
裕
明

司
教
が
挨
拶
。
司
教
は
教
区
シ

ノ
ド
ス
開
催
か
ら
１
年
半
が
経

過
し
た
こ
と
に
触
れ
、
そ
の
上

で
「
シ
ノ
ド
ス
と
は
共
に
歩
む

と
い
う
意
味
を
持
ち
、
鹿
児
島

教
区
が
１
９
７
５
年
に
設
置
し

た
班
制
度
は
そ
の
共
に
歩
む
た

め
に
最
適
な
仕
組
み
」
と
話
し

た
。
続
け
て
司
教
は
、
「
設
置

か
ら
46
年
が
経
過
し
た
今
、
班

制
度
の
理
解
が
主
任
司
祭
に
も

信
徒
に
も
足
り
な
く
な
っ
て
い

る
。
こ
の
研
修
会
を
通
し
て
、

改
め
て
こ
の
制
度
に
対
す
る
理

解
を
深
め
て
欲
し
い
」
と
結
ん

だ
。そ

の
後
、
永
山
幸
弘
神
父

（
教
区
本
部
付
）
が
テ
キ
ス
ト

「
鹿
児
島
教
区
班
制
度
の
し
お

り
」
に
沿
っ
て
、
班
制
度
の
意

義
と
班
集
会
開
催
の
仕
方
、
班

長
、
主
任
司
祭
の
役
割
な
ど
に

つ
い
て
解
説
し
た
。

永
山
神
父
に
よ
る
と
「
皆
、

班
制
度
と
班
集
会
を
混
同
し
て

い
る
。
班
集
会
は
班
制
度
を
よ

り
生
か
す
た
め
の
手
段
。
班
は

小
教
区
を
細
分
化
し
た
も
の

で
、
班
の
中
で
聖
書
の
勉
強
や

信
仰
体
験
の
分
か
ち
合
い
で
、

一
人
ひ
と
り
が
成
長
し
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
の
信

仰
レ
ベ
ル
も

上
が
っ
て
い

く
。
教
区
の

皆
で
決
定
し

た
こ
の
班
制

度
、
し
っ
か

り
と
制
度
化

し
正
し
く
使

っ
て
小
教
区

を
活
性
化
し

て
欲
し
い
」

と
話
し
た
。

こ
の
日
の

か
ら
腸
ヘ
ル
ニ
ア
の
た
め
札
幌

厚
生
病
院
に
入
院
し
て
い
た

が
、
そ
の
後
肺
炎
を
起
こ
し
、

５
月
４
日
（
火
）
入
院
先
で
帰

天
し
た
。

１
９
３
０
年
９
月
20
日
に
札

幌
市
に
生
ま
れ
た
地
主
司
教

は
、
１
９
６
０
年
３
月
に
司
祭

叙
階
、
そ
の
後
ロ
ー
マ
留
学
を

経
て
１
９
８
８
年
に
札
幌
司
教

に
叙
階
さ
れ
、
引
退
届
が
受
理

さ
れ
る
２
０
０
９
年
11
月
ま
で

札
幌
教
区
長
を
務
め
た
。

地
主
名
誉
司
教
の
葬
儀
は
５

月
８
日
（
土
）
北
一
条
教
会
で

執
り
行
わ
れ
た
。

久
し
ぶ
り
の
班
長
研
修
会
が

４
月
25
日
（
日
）
午
後
、
教
区

本
部
で
開
か
れ
た
。
研
修
会
を

主
催
し
た
の
は
シ
ノ
ド
ス
信
仰

部
会
。
今
回
の
研
修
会
は
鹿
児

島
市
内
の
教
会
と
加
世
田
、
指

宿
の
２
教
会
（
鹿
児
島
地
区
）

服
す
る
た
め
に
、
家
族
の
意
味
を

英
語
か
ら
学
び
ま
し
ょ
う
。

家
族
は
英
語
で
「
F
am
ily」

と
言
い
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、

F
ather（
父
さ
ん
）
、
and

（
と
）
、
M
other（
母
さ

ん
）
、
I（
私
）
、
L
ove（
愛

す
る
）
、
Y
ou（
あ
な
た
）
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ご
家
族
の
上
に
神
の
豊
か
な

祝
福
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

▼
地
主
敏
夫
名
誉
司
教

前
札
幌
教
区
長
ペ
ト
ロ
地
主

敏
夫
名
誉
司
教
は
、
今
年
３
月

班
の
成
長
は
小
教
区
の
成
長

久
し
ぶ
り
に
班
長
研
修
会
開
催

大熊小教区（タム神父主任
司祭）では中野裕明司教を迎
え、５月９日（日）のミサの
中で堅信式を行い、９人がそ
の恵みに浴した。

鹿
児
島
教
区
司
教
　

中

野

裕

明

教皇は毎年、世界各地を訪問し
ます。そして、人々の苦しみや悩
みを聞き、優しい笑顔で力づけ、
数々の援助を与えます。キリスト
の代理者、教会の最高牧者である
教皇は、祈りと具体的な援助を通
して全世界の人々にいつも寄り添
っているのです。この教皇に心を
合わせて、わたしたちも世界中の
苦しんでいる人々のために祈りと
献金をささげます。教皇のこうし
た活動のために充てられる聖ペト
ロ使徒座への献金は、８世紀ごろ
イギリスで始まった、大人も子ど
ももいちばん小さなお金である１
ペニーを毎年教皇に献金する運動
がもとになって世界中に広まった
ものです。

6月27日は聖ペトロ使徒座への献金
訃

報

研
修
会
で
は
、
教
区
本
部
に
は

20
人
ほ
ど
が
駆
け
つ
け
直
接
話

を
聞
い
た
ほ
か
、
玉
里
や
ザ
ビ

エ
ル
な
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
多
く
の
信
徒
が
学
習

し
た
。
今
後
、
同
研
修
会
は
教

区
内
各
地
で
開
催
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
。

▼
ウ
ォ
ラ
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
ド

ン
・
ボ
ス
コ
神
父
（
レ
デ
ン
プ

ト
ー
ル
会
）
を
４
月
25
日
付
で

徳
之
島
教
会
協
力
司
祭
と
発
表

し
た
が
、
正
し
く
は
助
任
司

祭
。

大熊教会で９人が受堅

修
道
会
人
事

あなたの愛を届けよう
カリタス鹿児島

郵便振替口座をご利用ください。
口座番号：02030−2−8359
加入者名：カトリック鹿児島司教区
※通信欄に「カリタス鹿児島」と
明記してください。
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で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
権
威
と
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ア
を
当
然
備
え
て
い

る
。
つ
ま
り
神
秘
体
の
す
べ
て
の

構
成
員
は
同
じ
祝
福
を
分
か
ち
持

つ
が
、
同
じ
力
（
権
力
）
を
持
つ

わ
け
で
も
同
じ
行
為
を
な
す
べ
き

資
格
を
持
つ
わ
け
で
も
な
い
。
贖

い
主
は
、
ご
自
分
の
王
国
が
、
あ

る
仕
方
で
天
上
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ア

に
似
た
聖
な
る
秩
序
（
位
階
）
の

上
に
建
て
ら
れ
維
持
さ
れ
る
こ
と

を
意
図
し
た
の
だ
と
（
39
項
）
。

使
徒
と
、
彼
ら
が
按
手
し
た
後
継

者
だ
け
が
、
祭
司
職
の
権
能
を
与

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
彼
ら

は
人
々
の
前
に
お
い
て
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
人
格
を
代
表
し
、
神

の
前
に
お
い
て
人
々
を
代
表
す
る

者
で
あ
る
。
こ
の
祭
司
職
は
相
続

や
世
襲
と
い
っ
た
人
間
的
な
も
の

で
も
、
キ
リ
ス
ト
者
共
同
体
か
ら

委
任
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
ひ

と
え
に
贖
い
主
の
大
使
（
使
節
）

と
し
て
あ
る
の
だ
と
（
40
項
）
。

中
世
か
ら
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
に

至
る
路
線
を
再
確
認
し
た
も
の
で

す
。
 

で
は
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議

後
の
司
祭
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の

で
し
ょ
う
か
。
「
典
礼
憲
章
」
に

も
教
会
の
権
威
と
か
、
司
祭
は
叙

階
の
秘
跡
に
よ
っ
て
信
徒
会
衆
と

は
職
務
の
区
別
が
あ
る
こ
と
な
ど

述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
ど
う

理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。歴

史
を
遡
っ
て
み
ま
す
と
―

ユ
ン
グ
マ
ン
は
『
古
代
キ
リ
ス
ト

教
典
礼
史
』
の
中
で
「
祭
司
」

（
ヒ
エ
レ
ウ
ス
、
サ
チ
ェ
ル
ド

ス
）
と
い
う
異
教
の
用
語
を
、
キ

リ
ス
ト
教
の
司
教
や
司
祭
に
用
い

る
こ
と
は
長
い
こ
と
避
け
ら
れ
て

い
た
、
は
ば
か
ら
れ
て
い
た
と
２

度
も
述
べ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら

異
教
に
お
け
る
「
人
と
神
と
の
仲

介
者
」
と
し
て
の
犠
牲
・
い
け
に

え
を
捧
げ
る
祭
司
は
、
キ
リ
ス
ト

教
で
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
み

で
あ
る
か
ら
で
す
。
よ
う
や
く
２

世
紀
の
終
わ
り
頃
に
な
っ
て
「
祭

司
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
ユ
ン
グ
マ
ン
は
言
っ

て
い
ま
す
。

結
論
か
ら
言
う
と
、
聖
餐
式

（
エ
ウ
カ
リ
ス
チ
ア
）
を
執
り
行

う
司
式
者
は
、
米
田
彰
男
（
ド
ミ

ニ
コ
会
司
祭
）
が
言
う
よ
う
に
、

「
祭
司
」
個
人
で
は
な
く
「
信
者

共
同
体
全
体
、
霊
的
共
同
体
」
な

の
で
す
（
『
神
と
人
と
の
記
憶
―

ミ
サ
の
根
源
―
』
知
泉
書
館
　
２

こ
れ
ま
で
の
連
載
を
少
し
だ

け
回
顧
し
て
み
ま
す
。
元
々
は

「
教
会
」
と
は
信
徒
の
集
ま
り
、

礼
拝
の
た
め
の
集
会
の
こ
と
で
し

た
。
信
仰
に
よ
る
「
霊
的
共
同

体
」
が
教
会
で
し
た
。
そ
の
集
会

の
内
容
は
、
最
後
の
晩
餐
の
と
き

の
イ
エ
ス
の
言
葉
に
基
づ
い
て
聖

餐
を
い
た
だ
き
（
エ
ウ
カ
リ
ス
チ

ア
）
、
愛
餐
も
伴
っ
て
お
り
、
神

の
言
葉
の
朗
読
や
貧
し
い
信
徒
の

扶
助
・
福
祉
活
動
な
ど
で
し
た
。

そ
れ
が
、
次
第
に
、
聖
餐
式
、
ミ

サ
だ
け
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ

の
な
か
で
奉
仕
者
だ
っ
た
監
督
や

長
老
が
「
司
祭
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
、
司
教
や
司
祭
が
治
め

る
「
聖
職
者
と
聖
堂
」
が
教
会
に

な
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
一
般
信

徒
は
俗
な
る
者
、
身
分
の
低
い
者

と
し
て
、
教
会
の
運
営
か
ら
締
め

出
さ
れ
て
い
っ
た
だ
け
で
な
く
聖

職
者
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。日

常
語
と
遊
離
し
た
ラ
テ
ン

語
が
知
識
人
エ
リ
ー
ト
（
聖
職

者
）
の
言
語
と
な
り
、
民
衆
が
使

う
国
語
、
俗
ラ
テ
ン
語
は
ロ
マ
ン

ス
諸
語
（
仏
語
、
独
語
な
ど
）
に

な
っ
て
い
っ
た
。
ミ
サ
は
ラ
テ
ン

語
し
か
認
め
ず
、
信
徒
は
自
由
に

聖
書
を
読
む
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
よ
っ
て
、
西
欧
は
ラ
テ
ン
語

を
使
う
聖
職
者
た
ち
の
「
上
流
」

文
化
と
、
国
語
を
使
う
市
民
・
農

民
の
「
下
層
」
文
化
に
分
か
れ
て

い
っ
た
（
ポ
ミ
ア
ン
）
。
こ
う
し

て
聖
職
者
は
教
え
、
導
き
、
裁
く

側
で
、
一
般
民
衆
は
そ
の
下
に
従

属
す
る
者
に
な
っ
た
。
教
会
は
世

俗
権
力
と
密
接
に
連
携
し
て
、
社

会
の
秩
序
・
安
寧
を
維
持
す
る
公

的
な
機
関
と
な
っ
た
。
教
会
は
聖

な
る
権
威
だ
け
で
な
く
、
俗
世
界

で
の
権
力
も
併
せ
持
つ
よ
う
に
な

り
、
教
皇
や
司
教
ら
に
従
順
で
な

い
者
は
異
端
と
み
な
さ
れ
た
。

つ
い
で
に
言
え
ば
、
中
世
盛

期
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
法
に

お
け
る
「
大
逆
罪
」
の
概
念
が

教
会
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
取

り
入
れ
ら
れ
、
教
会
権
威
者
に

反
逆
す
る
者
、
異
端
者
と
み
な

さ
れ
た
者
に
は
「
永
遠
の
大
逆

罪
」
が
適
用
さ
れ
た
の
で
す

（
印
出
忠
夫
）
。
こ
の
よ
う
に

教
会
の
体
制
、
聖
職
者
、
ミ
サ

は
相
互
に
関
係
し
あ
っ
て
展
開

し
て
き
ま
し
た
。
 

さ
て
、
粗
描
で
は
あ
り
ま
す

が
、
中
世
、
近
世
の
教
会
と
ミ

サ
の
あ
り
よ
う
は
、
第
二
バ
チ

カ
ン
公
会
議
（
１
９
６
２
～
１

９
６
５
年
）
直
前
ま
で
続
き
ま

し
た
。
ピ
ウ
ス
12
世
（
在
位
１

９
３
９
年
～
１
９
５
８
年
）
は

「
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
か
ら
の

路
線
を
順
守
す
る
こ
と
を
基
本

姿
勢
と
し
」
（
森
一
弘
）
、
第

一
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
よ
っ
て

容
認
さ
れ
た
教
皇
の
教
導
職
の

不
謬
性
な
ど
宗
教
的
君
主
制
の

原
理
、
ま
た
権
威
主
義
を
推
し

進
め
ま
し
た
（
ヨ
セ
フ
・
ハ
ヤ

ー
ル
、
ア
ー
レ
テ
ィ
ン
）
。

そ
し
て
１
９
４
７
年
、
典
礼

に
関
す
る
回
勅
『
メ
デ
ィ
ア
ト

ル
・
デ
イ
』
を
出
し
ま
す
。
教

会
は
神
と
人
類
を
仲
介
す
る
大

祭
司
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
任

務
を
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
そ
の

中
に
特
に
典
礼
が
あ
る
こ
と
を

集
中
的
に
述
べ
て
い
ま
す
。
祭

壇
の
秘
跡
な
ど
に
現
存
す
る
キ

リ
ス
ト
に
人
は
活
か
さ
れ
る

が
、
そ
れ
も
祭
壇
の
奉
仕
者
を

通
し
て
で
あ
る
（
第
20
項
）
な

ど
権
威
的
な
教
会
観
、
す
な
わ

ち
人
を
教
え
、
統
治
し
、
犠
牲

を
捧
げ
る
役
目
は
教
会
が
持
っ

て
お
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
教

会
は
創
造
主
と
被
造
物
の
間
を

再
確
立
す
る
の
で
あ
る
と
（
第

19
項
）
。
教
会
は
一
つ
の
社
会

ス
あ
た
り
か
ら
、
そ
し
て
オ
リ
ゲ

ネ
ス
あ
た
り
で
、
キ
リ
ス
ト
者
の

奉
仕
職
に
た
め
ら
い
も
な
く
「
祭

司
」
の
名
称
を
与
え
て
い
く
。
し

か
し
「
本
来
の
共
同
体
」
が
祭
司

職
を
担
う
。
キ
リ
ス
ト
者
の
共
同

体
の
全
員
が
「
記
念
」
を
行
な
う

こ
と
が
祭
司
職
を
行
使
す
る
こ
と

に
な
る
。
聖
餐
式
（
エ
ウ
カ
リ
ス

チ
ア
）
、
ミ
サ
は
「
本
来
の
共
同

体
の
中
心
的
行
為
」
で
あ
る
。
聖

餐
式
の
司
式
者
が
現
わ
れ
る
の
は

避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
初
代
教
会

に
お
い
て
「
司
祭
化
」
し
て
い
っ

た
。
「
奉
仕
者
の
司
祭
化
」
で
あ

る
（
59
～
１
０
２
ペ
ー
ジ
）
。
以

上
、
米
田
師
の
こ
の
書
は
ト
マ

ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
神
学
大
全
』

邦
訳
第
44
巻
の
巻
末
に
あ
る
稲
垣

良
典
氏
の
解
説
「
ト
マ
ス
の
聖
体

神
学
」
の
注
に
も
「
注
目
す
べ
き

研
究
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
 

以
上
か
ら
、
司
教
・
司
祭
は

共
同
体
全
体
が
聖
餐
式
を
執
り
行

い
、
共
同
体
の
皆
が
そ
れ
に
あ
ず

か
る
た
め
の
奉
仕
を
す
る
役
で
あ

る
、
と
い
う
慎
ま
し
や
か
な
も
の

だ
と
言
え
ま
す
。

森
一
弘
司
教
は
『
こ
れ
か
ら

の
教
会
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
』

（
女
子
パ
ウ
ロ
会
）
で
「
『
教
会

憲
章
』
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
構
造

と
見
な
さ
れ
た
教
会
か
ら
、
神
の

民
と
し
て
の
教
会
に
ア
ク
セ
ン
ト

を
移
し
、
そ
の
基
本
的
使
命
、
尊

厳
、
義
務
と
責
任
に
関
し
て
は
、

原
則
と
し
て
聖
職
者
を
含
め
て
信

者
全
員
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
」
（
86
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ

て
お
ら
れ
ま
す
。
「
霊
的
共
同
体

と
し
て
の
教
会
」
は
現
実
的
に
は

組
織
や
制
度
と
し
て
現
れ
る
と
し

て
も
、
根
本
的
に
は
信
者
全
員
が

平
等
で
あ
る
は
ず
で
す
。
権
威
は

人
に
押
し
付
け
て
、
そ
れ
に
従
わ

せ
る
た
め
に
あ
る
も
の
で
は
な

い
。
権
威
者
の
振
る
舞
い
を
見

て
、
な
る
ほ
ど
そ
う
だ
と
人
が
進

ん
で
受
け
入
れ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
そ
れ
は
「
権
力
」
に
変
わ
る

で
し
ょ
う
。
次
回
で
こ
の
連
載
を

終
わ
り
ま
す
。

＊
参
考
・
引
用
図
書
：
ポ
ミ

ア
ン
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
何

か
』
、
印
出
忠
夫
「
異
端
禁
圧
か

ら
大
逆
罪
へ
」
甚
野
・
踊
編
著

『
中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
と

政
治
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
所
収
。

「
メ
デ
ィ
ア
ト
ル
・
デ
イ
」
は
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
バ
チ
カ
ン
よ
り
。
ヨ

セ
フ
・
ハ
ヤ
ー
ル
『
キ
リ
ス
ト
教

史
Ⅱ
』
、
ア
ー
レ
テ
ィ
ン
『
カ
ト

リ
シ
ズ
ム
　
教
皇
と
近
代
世
界
』

平
凡
社
。
 

０
０
３
年
）
。
 

ど
う
い
う
こ
と
か
。
米
田
師

の
書
か
ら
紹
介
し
ま
す
と
―
イ
エ

ス
は
最
後
の
晩
餐
で
「
こ
れ
を
記

念
（
ア
ナ
ム
ネ
シ
ス
）
し
な
さ

い
」
と
命
じ
た
。
イ
エ
ス
は
新
し

い
儀
式
を
制
定
す
る
意
図
の
も
と

に
「
こ
れ
を
行
え
」
と
言
っ
た
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
私
の
記
念

と
し
て
」
を
強
調
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
「
イ
エ
ス
の
振
る
舞

い
」
（
Ｂ
）
は
「
旧
約
の
レ
ビ
的

祭
司
」
（
Ａ
）
と
「
聖
餐
式
の
司

式
者
」
（
Ｃ
）
を
結
び
付
け
る

か
？
　
祭
司
職
を
持
つ
部
族
の
人

が
レ
ビ
人
で
す
。
Ａ
→
Ｂ
→
Ｃ
と

連
続
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
聖
餐

式
の
司
式
者
は
祭
司
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
か
？

否
、
不
連
続
で
あ
る
。
新
約
聖
書

に
使
徒
、
長
老
、
監
督
な
ど
奉
仕

職
の
リ
ス
ト
は
あ
る
が
、
そ
こ
に

「
聖
餐
式
の
司
式
者
」
と
呼
べ
る

も
の
へ
の
言
及
は
全
く
な
い
。
主

の
食
卓
、
聖
餐
は
イ
エ
ス
の
言
葉

「
こ
れ
を
私
の
記
念
と
し
て
行
な

え
」
に
基
づ
く
が
、
聖
書
の
中
に

見
ら
れ
る
奉
仕
職
の
リ
ス
ト
に

「
聖
餐
式
の
司
式
者
」
は
な
い
。

初
代
キ
リ
ス
ト
者
は
司
式
者
に

「
祭
司
」
の
称
号
を
与
え
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
司
教
・
司
祭
が

「
祭
司
」
と
な
っ
て
い
く
。
テ
ル

ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
、
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト

き
ぼ
う
の
電
話
相
談
員
と
し
て
得

る
も
の
は
大
き
い
。
「
聴
け
る
人
」

に
な
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
、
電
話

の
向
こ
う
側
の
人
々
か
ら
多
く
を
学

ん
で
い
る
。

入
室
前
、
「
少
し
で

も
役
に
立
て
ま
す
よ
う

に
」
と
願
い
、
退
室

後
、
「
少
し
で
も
役
に

立
て
た
だ
ろ
う
か
」
と

反
省
す
る
。
こ
の
繰
り

返
し
で
何
年
も
過
ぎ
た

が
、
目
標
は
未
だ
に
達

成
し
て
い
な
い
。

「
聴
く
」
と
は
、
相
手

の
想
い
、
考
え
を
自
分
な

り
に
受
け
止
め
、

理
解
す
る
こ
と
で

あ
る
。
「
あ
な
た

が
お
っ
し
ゃ
っ
た

こ
と
は
、
こ
う
い

う
こ
と
か
と
私
は

受
け
止
め
た
の
で

す
が
…
」
と
相
手

に
投
げ
か
け
、
静

か
に
相
手
の
言
葉

に
耳
を
貸
す
。

「
聴
く
」
と
は
「
優
し
さ
」
な
の
だ
。

人
は
苦
悩
す
る
時
、
自
ら
の
あ
り

方
と
内
面
を
深
く
省
み
る
。
そ
し
て

優
し
い
人
に
な
る
。
「
優
し
さ
」
と

は
、
相
手
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
受
け
入
れ
ら
れ

る
と
人
は
弱
さ
を
見
透
か
さ
れ
な
い

た
め
に
強
が
る
必
要
も
な
く
、
よ
り

優
れ
て
い
な
く
て
も
良
く
、
見
捨
て

ら
れ
る
恐
れ
も
な
い
こ
と
を
知
り
、

自
ら
を
大
切
に
思
う
心
で
満
た
さ

れ
、
自
己
充
足
感
を
感
じ
る
だ
ろ

う
。
「
聴
く
」
の
極
意
を
知
る
こ
と

は
、
豊
か
な
人
生
を
送
る
上
で
と
て

も
重
要
で
あ
る
。

今
、
世
界
中
が
新
型
コ
ロ
ナ
危
機

の
渦
中
に
あ
り
、
人
々
が
同
じ
苦
し

み
を
体
験
し
て
い
る
。
自
分
の
人
生

の
意
味
と
価
値
を
知
り
、
幸
福
感
で

満
た
さ
れ
た
い
な
ら
、
大
い
に
苦
悩

し
、
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
だ
。
そ
の

苦
し
み
が
大
き
い
ほ
ど
「
優
し
さ
」

が
生
ま
れ
る
。
相
談
員
も
相
談
者

も
、
心
を
同
じ
く
し
て
「
優
し
い
」

関
係
を
築
い
て
い
き
た
い
と
願
う
。

差
別
主
義
と
平
等
主
義
⒁
 
 
 
 
 
 

紫
原
教
会
主
任
司
祭
　

山

口

好

信

「聴く」は「優しさ」
相談員 Ｍ ・ Ｓ

受
話
器
の
向
こ
う
か
ら
⑤

人々の涙を拭いたい！
鹿児島きぼうの電話

℡099-223-3399

お
詫
び
と
訂
正

教
区
報
５
月
号
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

以
下
の
通
り
で
す
。

１
面
「
司
教
の
手
紙
」
１
段
目
「
こ
の
集
会

は
、
聖
パ
ウ
ロ
・
ヨ
ハ
ネ
」
は
正
し
く
は

「
こ
の
集
会
は
、
聖
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ

ロ
」
。
同
５
段
目
「
マ
リ
ア
は
ナ
ザ
レ
の

町
で
イ
エ
ス
を
生
ん
だ
の
で
し
た
。
」
は

正
し
く
は
「
マ
リ
ア
は
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
で
イ

エ
ス
を
生
み
、
ナ
ザ
レ
の
町
で
育
て
た
の

で
し
た
。
」

３
面
「
康
由
神
父
の
聖
書
教
室
」
１
段
目

「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」
は
正
し
く
は
「
ル
カ

福
音
書
」
。
５
段
目
（
８
・
10
c
）
は

（
ル
カ
５
・
10
）

※
お
詫
び
し
訂
正
い
た
し
ま
す
。
広
報
部



（3） 第657号 2021年6月１日（毎月１日発行）

代
の
流
れ
は
今
や
物
理
的
な
建

物
の
存
在
に
つ
い
て
私
た
ち
に

何
か
を
問
う
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
 

本
来
「
教
会
（
エ
ク
レ
ー
ジ

ア
）」
と
は
そ
の
言
葉
が
表
す
る

よ
う
に
建
物
で
は
な
く
信
徒
の

集
ま
り
を
意
味
し
ま
す
。
で
あ

れ
ば
神
様
と
イ
エ
ス
様
を
信
じ

る
者
の
集
ま
り
、
即
ち
、
共
同
体

と
し
て
の
意
識
に
私
た
ち
の
信

仰
の
原
点
が
あ
る
と
言
え
ま

す
。
ま
た
、
そ
れ
は
ミ
サ
を
大
切

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
。
イ
エ
ス
様
が
宣
べ
伝
え

た
神
の
国
は
最
後
の
晩
餐
の
時

に
具
体
的
な
萌
芽
が
見
ら
れ
ま

す
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
様
の
福
音

の
中
核
で
あ
る
神
の
国
の
到
来

を
信
じ
る
者
た
ち
が
集
ま
り
、

パ
ン
を
分
け
合
う
こ
と
が
教
会

の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
し
て
現
代
に
於
い

て
も
イ
エ
ス
様
の
死
と
復
活
を

共
に
想
起
す
る
こ
と
に
ミ
サ
の

本
質
が
あ
り
ま
す
。
 

兎
角
、
私
た
ち
は
教
会
と
い

う
と
自
分
が
所
属
す
る
教
会
と

い
う
建
物
の
こ
と
を
考
え
て
し

ま
う
も
の
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ

２
０
２
０
年
度
末
を
以
っ
て

小
宿
小
教
区
で
は
根
瀬
部
集
会

所
の
閉
鎖
、
及
び
取
り
壊
し
を

致
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
奄
美
大
島
に
於
け
る

最
終
処
分
場
の
休
業
だ
け
で
な

く
信
徒
数
の
減
少
と
高
齢
化
、

及
び
小
教
区
全
体
の
経
済
的
問

題
に
起
因
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の

中
に
も
こ
の
集
会
所
に
思
い
入

れ
が
あ
る
方
が
お
ら
れ
、
そ
れ

ゆ
え
に
存
続
を
望
ま
れ
る
方
も

少
な
く
な
い
こ
と
は
十
分
に
存

じ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
残
念

な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
時

２
日
（
水
）
松
森
孝
郎
神
父
命
日
（
２
０
１
７
年
）

▼
中
野
ア
カ
デ
ミ
ー
・
教
区
本
部
・
19
時

６
日
（
日
）
キ
リ
ス
ト
の
聖
体

▼
大
口
教
会
堅
信
式

８
日
（
火
）
み
こ
と
ば
を
祈
る
集
い
・
ザ
ビ
エ
ル
教
会
・
10
時

９
日
（
水
）
中
野
ア
カ
デ
ミ
ー
・
教
区
本
部
・
19
時

11
日
（
金
）
イ
エ
ス
の
み
心

▼
フ
リ
チ
ェ
ル
神
父
命
日
（
２
０
１
６
年
）

13
日
（
日
）
年
間
第
11
主
日

▼
泉
浩
二
神
父
、
鄭
法
鍾
神
父
霊
名
（
聖
ア
ン
ト
ニ
オ
）

16
日
（
水
）
中
野
ア
カ
デ
ミ
ー
・
教
区
本
部
・
19
時

19
日
（
土
）
正
義
と
平
和
協
議
会
・
教
区
本
部
・
13
時

20
日
（
日
）
年
間
第
12
主
日

▼
奄
美
の
宣
教
司
牧
を
考
え
る
会

▼
レ
ジ
オ
マ
リ
エ
鹿
児
島
コ
ミ
チ
ウ
ム
・
谷
山
教
会
・
14
時

23
日
（
水
）
中
野
ア
カ
デ
ミ
ー
・
教
区
本
部
・
19
時

24
日
（
木
）
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
誕
生

▼
小
川
靖
忠
神
父
霊
名

26
日
（
土
）
青
年
会
・
鴨
池
教
会
・
18
時

27
日
（
日
）
年
間
第
13
主
日

▼
聖
ペ
ト
ロ
使
徒
座
へ
の
献
金

▼
シ
ノ
ド
ス
信
仰
部
会
・
教
区
本
部
・
14
時

29
日
（
火
）
聖
ペ
ト
ロ
聖
パ
ウ
ロ
使
徒

▼
コ
ン
ベ
ン
ツ
ス
・
教
区
本
部
・
10
時

▼
永
山
幸
弘
神
父
、
桃
薗
淳
一
郎
助
祭
霊
名
（
聖
ペ
ト
ロ
）

▼
小
隈
憲
士
神
父
、
ア
ン
神
父
、
貴
島
丈
弥
神
父
、
坂
本
進
神

父
、
久
保
俊
弘
助
祭
、
小
島
芳
武
助
祭
霊
名
（
聖
パ
ウ
ロ
）

30
日
（
水
）
中
野
ア
カ
デ
ミ
ー
・
教
区
本
部
・
19
時

〔
司
教
日
程
〕
２
日
中
野
ア
カ
デ
ミ
ー
、
６
日
大
口
教
会
堅
信
式
、

９
日
中
野
ア
カ
デ
ミ
ー
、
16
日
中
野
ア
カ
デ
ミ
ー
、
23
日
中
野
ア
カ
デ

ミ
ー
、
30
日
中
野
ア
カ
デ
ミ
ー

祈
り
の
意
向

【
祈
祷
の
使
徒
会
】
 

福
音
宣
教

結
婚
の
美
し
さ

日
本
の
教
会
　
召
命

で
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
イ
エ
ス
様
を
信
じ
る
者
た

ち
の
共
同
体
と
し
て
の
交
わ
り

こ
そ
が
教
会
な
の
で
す
。

で
は
今
の
時
代
に
あ
っ
て

「
教
会
」
ま
た
「
共
同
体
」
は
ど

の
よ
う
な
か
た
ち
で
存
続
、
発

展
し
て
い
く
べ
き
な
の
で
し
ょ

う
か
。
ま
た
そ
の
た
め
に
は
ど

の
よ
う
に
し
て
い
け
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。
根
瀬
部
集
会
所

が
そ
の
役
目
を
終
え
た
こ
と
に

あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
皆
様
に
も
お
考
え
に
な
っ
て

頂
き
た
い
も
の
で
す
。
今
回
の

結
果
に
至
っ
た
こ
と
に
対
し
て

小
教
区
内
外
の
信
徒
の
皆
さ
ん

へ
今
ま
で
の
感
謝
と
お
詫
び
を

心
か
ら
申
し
上
げ
た
い
と
思
い

ま
す
。（
現
聖
心
教
会
主
任
司

祭
）

て
神
の
国
の
譬
え
と
し
て
使
わ

れ
る
言
葉
で
す（
５
・
29
、13
・

29
、
14
・
15
～
24
）。

と
い
う
こ
と
は
、
イ
エ
ス
様

の
言
葉
と
箴
言
と
を
比
べ
る
と

イ
エ
ス
様
は
「
一
生
は
災
い
が

多
い
が
／
心
が
朗
ら
か
な
ら
」

と
い
う
条
件
を
口
に
し
な
か
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
で
あ

れ
ば
こ
こ
を
補
っ
て
イ
エ
ス
様

の
言
葉
を
読
ま
な
け
れ
ば
そ
の

真
意
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う

す
。し
か
し
、そ
の
よ
う
な
生
き

方
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
と
も
心

が
朗
ら
か
で
あ
る
こ
と
、即
ち
、

心
が
神
様
に
向
け
て
開
か
れ
て

い
る
の
な
ら
神
の
国
で
の
宴
会

に
招
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
イ

エ
ス
様
は
言
わ
ん
と
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

要
す
る
に
神
の
国
は
貧
し
い

人
々
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
は

言
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。貧
し
い
者
で
あ
ろ
う
が
、豊

か
な
者
で
あ
ろ
う
が
、
心
が
神

様
に
向
か
っ
て
い
れ
ば
神
の
国

に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
 

こ
と
で
す
。
 

イ
エ
ス
様
が
語
る
「
貧
し
い

人
々
」
と
は
原
語
で
は
乞
食
同

然
の
者
と
い
う
非
常
に
強
い
意

味
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、こ
の
言

葉
は
「
無
力
で
何
の
頼
り
に
も

な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
意

味
し
ま
す
（
ガ
ラ
テ
ヤ
４
・

９
）。とい

う
こ
と
は
「
貧
し
い

人
々
」
と
は
文
字
通
り
の
意
味

だ
け
で
は
な
く
、「
社
会
の
底
辺

に
生
き
る
人
々
」
を
含
意
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
箴
言

を
踏
ま
え
れ
ば
そ
の
よ
う
な
人

た
ち
の
生
涯
に
は
悲
惨
な
災
い

と
思
え
る
こ
と
は
つ
き
も
の
で

ル
カ
福
音
書
の
「
山
上
の
説

教
」
の
冒
頭
は
「
貧
し
い
人
々

は
、幸
い
で
あ
る
、／
神
の
国
は

あ
な
た
が
た
の
も
の
で
あ
る
。」

で
す
（
６
・
20
）。
一
読
す
る
と

「
神
の
国
は
貧
し
い
人
々
の
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は

幸
せ
で
あ
る
。」と
い
う
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。で
は
、豊
か
な
人
々
は
神
の

国
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
 

こ
の
表
現
は
続
く
二
つ
の
句

と
比
べ
る
と
違
和
感
が
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
対
義
語
で
表
現

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す

（
６
・
21
参
照
）。本
来
な
ら「
貧

し
い
け
れ
ど
も
豊
か
に
な
る
」

と
結
ば
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る

よ
う
に
思
え
ま
す
。

そ
こ
で
こ
の「
違
和
感
」を
解

決
す
る
た
め
に
旧
約
聖
書
を
紐

解
く
と
、
冒
頭
の
一
句
と
似
た

表
現
が
箴
言
に
見
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
に
は
「
貧
し
い
人
の
一
生

は
災
い
が
多
い
が
／
心
が
朗
ら

か
な
ら
、
常
に
宴
会
に
ひ
と
し

い
。」
と
あ
り
ま
す
（
15
・
15
）。

こ
の「
宴
会
」は
福
音
書
に
於
い

貧
し
い
人
は
幸
い
に
つ
い
て

に
は
３
６
０
万
円
を
要
し
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
小
教
区
の

手
持
ち
資
金
は
１
５
０
万
円

で
、
２
０
０
万
円
ほ
ど
不
足
し

て
お
り
ま
す
。
こ
の
不
足
分
の

た
め
に
小
教
区
を
は
じ
め
島
内

外
の
方
々
、
瀬
留
に
ゆ
か
り
の

あ
る
方
々
に
ご
協
力
を
願
う
次

第
で
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

ご
寄
付
し
て
く
だ
さ
る
方
は

以
下
の
銀
行
口
座
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

振
込
先

奄
美
信
用
組
合
竜
郷

支
店
　
普
通
預
金
　
口
座
番

号
 ０
０
２
３
７
９
３

名
　
義

カ
ト
リ
ッ
ク
鹿
児
島

教
区
瀬
留
小
教
区
㈹
ソ
ン
ジ

ン
ウ
ク

《
康
由
神
父
の
聖
書
教
室
㊴
》

会

と

催

し

６
月

根
瀬
部
集
会
所
と
の
惜
別

前
小
宿
小
教
区
主
任
司
祭

鈴

木

康

由

６
年
に
修
復
保
全
工
事
を
行
い

ま
し
た
が
、
35
年
が
経
過
し
司

祭
館
の
屋
根
の
腐
食
が
顕
著
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
司
祭
館

の
風
呂
場
に
至
っ
て
は
、
ま
っ

た
く
手
を
つ
け
て
い
な
か
っ
た

た
め
に
、
見
る
に
忍
び
な
い
も

の
で
、
こ
れ
ま
で
の
司
祭
の
皆

様
に
大
変
な
不
自
由
を
お
か
け

し
て
き
ま
し
た
。

小
教
区
で
は
維
持
費
と
は
別

に
、
修
復
積
立
金
（
月
５
０
０

円
）
を
徴
収
し
修
繕
に
対
応
し

て
き
ま
し
た
が
、
今
回
の
工
事

聖
堂
が
文
化
庁
か
ら
登
録
有

形
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い

る
瀬
留
教
会
（
主
任
司
祭
・
宋

診
旭
神
父
）
で
は
、
こ
の
７
月

に
司
祭
館
の
屋
根
（
ト
タ
ン
張

り
）
と
司
祭
館
風
呂
場
の
改
修

工
事
に
乗
り
出
す
こ
と
と
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
小
教
区
だ

け
で
は
工
事
費
を
賄
う
こ
と
が

困
難
な
た
め
、
寄
付
を
願
う
こ

と
と
し
、
中
野
司
教
も
こ
れ
を

了
承
し
「
皆
さ
ん
の
善
意
を
届

け
て
頂
き
た
い
」
と
願
っ
て
い

る
。以

下
、
瀬
留
小
教
区
か
ら
の

寄
付
依
頼
文
（
要
旨
）
。

教
会
堂
と
司
祭
館
は
１
９
８

寄
付
の
お
願
い

瀬
留
小
教
区
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な
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
役
割
と

は
、
た
と
え
ば
、
　
 

①
信
仰
の
教
え
に
つ
い
て
の
十
分

な
根
拠
を
示
す
こ
と
 

②
教
会
の
全
て
の
信
者
が
守
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
倫
理
的
な

規
範
の
内
容
を
明
確
に
す
る

こ
と
 

③
神
の
み
言
葉
を
歴
史
の
流
れ
を

通
し
て
理
解
す
る
こ
と
、
な
ど

聖
書
研
究
は
、
過
去
と
の
深
い

関
わ
り
を
も
っ
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
２
０
０
０
年
前
に
イ

ス
ラ
エ
ル
で
生
活
し
た
、
キ
リ

ス
ト
の
「
…
に
つ
い
て
」
研
究

し
ま
す
。
 

聖
書
研
究
を
通
し
て
も
キ
リ

ス
ト
と
個
人
的
に
出
会
う
こ
と
が

で
き
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
み
言
葉
の
分
か
ち
合
い
の
ほ

う
が
そ
の
面
に
重
点
が
お
か
れ
て

い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

⒉
み
言
葉
の
分
か
ち
合
い

み
言
葉
の
分
か
ち
合
い
は
、
い

ま
私
た
ち
の
中
に
現
に
生
き
て
お

ら
れ
る
、
復
活
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト

と
の
関
わ
り
を
大
切
に
し
ま
す
。

み
言
葉
の
分
か
ち
合
い
を
行
う
大

き
な
目
的
は
、
キ
リ
ス
ト
の
み
言

葉
を「
理
解
す
る
こ
と
」だ
け
で
は

な
く
、
愛
す
る
人
と
出
会
う
よ
う

に
キ
リ
ス
ト
と
｢直
接
出
会
う
こ

と
｣な
の
で
す
。た
と
え
ば
、「
七
段

階
法
」
形
式
の
み
言
葉
の
分
か
ち

合
い
に
参
加
す
る
人
々
は
、
ベ
タ

ニ
ア
の
マ
リ
ア
が
そ
う
し
た
よ
う

に
、主
の
足
元
に
座
り
、主
の
み
言

葉
に
耳
を
傾
け
る
た
め
に
集
ま
る

こ
と
に
な
り
ま
す
(ル
カ
10
・
38

～
42
参
照
)。
 

そ
の
集
い
は
、
祈
祷
書
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
祈
り
を
唱
え
て
で
は

な
く
、
数
名
の
人
が
か
わ
る
が
わ

る
「
神
さ
ま
を
お
招
き
す
る
た
め

の
祈
り
」
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

始
め
ら
れ
ま
す
（
第
一
段
階
）。
 

リ
ッ
ク
教
会
の
立
場
か
ら
原
子

力
発
電
の
危
険
性
と
廃
止
を
訴

え
る
た
め
の
司
教
団
メ
ッ
セ
ー

ジ
「
い
ま
す
ぐ
原
発
の
廃
止
を

―
福
島
第
一
原
発
事
故
と
い
う

悲
劇
的
な
災
害
を
前
に
し
て
」

を
発
表
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク

司
教
団
は
２
０
１
６
年
11
月
11

日
に
司
教
団
メ
ッ
セ
ー
ジ
「
地

球
と
い
う
共
通
の
家
に
暮
ら
す

す
べ
て
の
人
へ
―
原
子
力
発
電

の
撤
廃
を
」
を
発
表
し
ま
し

た
。司

教
団
は
そ
の
中
で
「
放
射

性
廃
棄
物
の
根
本
的
な
処
理
方

法
は
、
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
日

本
政
府
は
安
全
が
確
認
さ
れ
た

と
す
る
も
の
か
ら
再
稼
働
し
始

め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
中

断
し
て
い
た
新
原
子
力
発
電
所

建
設
計
画
の
再
開
へ
と
動
き
始

め
、
原
発
輸
出
に
向
け
た
動
き

も
加
速
し
て
い
ま
す
」
と
述

べ
、
「
日
本
は
核
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
よ
る
惨
禍
を
経
験
し
た
国
で

す
。
１
９
４
５
年
、
広
島
と
長

崎
に
お
い
て
初
め
て
実
戦
に
用

い
ら
れ
た
原
子
爆
弾
は
数
多
く

の
市
民
を
無
差
別
に
殺
傷
し
ま

し
た
。
…
中
略
…
こ
う
し
た
経

験
を
へ
た
日
本
に
は
、
世
界
各

地
の
核
被
害
者
と
連
帯
し
、
唯

一
の
戦
争
被
爆
国
と
し
て
…
核

兵
器
廃
絶
を
世
界
に
訴
え
、
核

問
題
の
解
決
を
世
界
に
呼
び
か

け
る
特
別
な
責
任
が
あ
る
」
な

ど
と
訴
え
て
い
ま
す
。

教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
２
０

１
９
年
11
月
29
日
訪
日
の
帰
途

の
航
空
機
内
で
の
記
者
会
見
で

原
発
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し

て
、
「
他
の
発
電
手
段
で
あ
っ

て
も
、
安
全
性
が
欠
け
て
い
れ

ば
災
害
は
起
こ
り
ま
す
。
で
す

福
島
原
発
事
故
か
ら
10
年

（
原
子
力
発
電
に
つ
い
て
考
え

る
）２

０
１
１
年
３
月
11
日
に
東

北
地
方
太
平
洋
沖
で
震
度
６
強

の
地
震
が
起
こ
り
、
東
北
地
方

太
平
洋
岸
は
巨
大
津
波
に
襲
わ

れ
ま
し
た
。
福
島
第
一
原
発
に

は
１
号
機
か
ら
６
号
機
ま
で
の

原
子
炉
が
あ
り
、
１
号
機
か
ら

３
号
機
は
運
転
し
て
お
り
、
４

号
機
か
ら
６
号
機
は
定
期
検
査

中
で
し
た
。
１
号
機
か
ら
３
号

機
は
自
動
的
に
原
子
炉
が
停
止

し
ま
し
た
。
そ
の
後
冷
却
水
が

喪
失
し
、
１
号
機
は
水
素
爆

発
、
３
号
機
で
核
爆
発
、
２
号

機
も
爆
発
し
ま
し
た
。
４
号
機

の
爆
発
は
謎
で
す
。

日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
は

２
０
１
１
年
11
月
８
日
に
カ
ト

が
そ
れ
は
壊
滅
に
は
至
ら
な
い

災
害
で
す
。
原
子
力
発
電
所
の

原
子
力
災
害
は
、
凄
ま
じ
い
大

惨
事
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
安
全
性
は
確
保
さ
れ
て
な

い
の
で
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ

ま
す
。

原
発
事
故
か
ら
10
年
経
っ
て

汚
染
土
の
最
終
的
な
処
理
方
法

は
見
通
し
が
立
っ
て
い
ま
せ

ん
。溶

け
落
ち
た
核
燃
料
（
デ
ブ

リ
）
を
冷
や
し
続
け
て
い
る
た

め
、
汚
染
水
が
日
々
増
え
続
け

て
い
ま
す
。
東
電
は
建
屋
周
辺

の
土
壌
を
凍
ら
せ
る
「
凍
土

壁
」
な
ど
で
地
下
水
の
流
入
を

抑
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、

限
界
が
あ
り
ま
す
。
放
射
性
物

質
を
取
り
除
く
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
で
処

理
し
た
汚
染
水
が
約
１
千
基
超

の
タ
ン
ク
に
保
管
さ
れ
て
い

て
、
東
京
ド
ー
ム
一
杯
分
に
あ

た
る
約
25
万
ト
ン
に
達
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
再
び
処
理
し
、

海
水
で
薄
め
て
海
洋
に
放
出
す

る
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
の
保
管
量
を
海
に
流

す
だ
け
で
30
年
以
上
か
か
る
計

画
で
す
。

（
指
宿
教
会
　
永
井
勲
）

参
考
文
献
「
私
た
ち
の
放
射

線
副
読
本
」
（
と
や
ま
原
子
力

教
育
を
考
え
る
会
）
、
「
日
本

カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
メ
ッ
セ
ー

ジ
」
（
２
０
１
６
年
）
、
「
す

べ
て
の
い
の
ち
を
守
る
た
め
」

（
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議

会
）
、
「
朝
日
新
聞
」
（
４
月

14
日
）

▼
社
会
問
題
の
分
か
ち
合
い

（
毎
月
第
三
土
曜
日
）

日
　
時
：
６
月
19
日
（
土
）

13
時
～
16
時

場
　
所
：
教
区
本
部

内
　
容
：
原
発
・
改
憲
・
沖
縄

問
題
に
つ
い
て
の
情
報
交
換

そ
の
他

「
み
言
葉
の
分
か
ち
合
い
」
は
、

多
く
の
国
の
教
会
共
同
体
に
お
い

て
、
信
者
の
霊
性
を
深
め
る
手
段

と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
き
ま
し
た
。
 

「
み
言
葉
の
分
か
ち
合
い
」
は
、

聖
書
の
知
識
に
関
す
る
研
究
と
は

基
本
的
に
異
な
り
ま
す
。
 

「
み
言
葉
の
分
か
ち
合
い
」
と

「
聖
書
研
究
」な
い
し
聖
書
の
学
習

と
の
違
い
は
、
日
常
生
活
の
中
で

一
人
の
人
と
人
格
的
に
出
会
う
こ

と
と
、
そ
の
人
に
つ
い
て
話
す
こ

と
と
の
違
い
に
似
て
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
聖
書
を
中
心
と
し
た

集
い
を
始
め
た
い
と
考
え
る
場
合

は
、ま
ず
、み
言
葉
の
分
か
ち
合
い

と
聖
書
研
究
と
の
神
学
的
な
相
違

を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
聖
書
の
研
究
も
み
言
葉
の
分

か
ち
合
い
も
た
い
へ
ん
有
益
な
も

の
で
す
が
、
一
つ
の
会
合
の
中
で

両
方
を
同
時
に
行
お
う
と
す
れ

ば
、
ど
ち
ら
も
失
敗
し
て
し
ま
う

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
 

⒈
聖
書
研
究

・
聖
書
研
究
を
す
る
と
き
に

は
、
聖
書
の
著
者
が
そ
の
当
時
の

人
々
に
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
か

を
探
求
す
る
た
め
の
努
力
を
し
ま

す
。
 

・
当
時
の
人
々
の
日
常
生
活

の
様
子
を
で
き
る
だ
け
く
わ
し
く

理
解
し
た
う
え
で
、
彼
ら
が
神
の

み
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、

そ
の
み
言
葉
に
ど
う
応
え
た
の
か

に
つ
い
て
調
べ
ま
す
。ま
た
、当
時

の
人
々
の
言
語
や
文
化
に
つ
い
て

も
研
究
し
ま
す
。
 

・
聖
書
研
究
会
で
良
い
成
果

を
出
せ
る
た
め
に
は
、
聖
書
の
注

釈
書
や
聖
書
の
専
門
家
な
ど
の
力

を
借
り
て
細
か
い
準
備
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
徹
底
し
た
準

備
が
な
け
れ
ば
、
無
意
味
な
意
見

交
換
の
場
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
 

・
聖
書
に
記
録
さ
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
の「
研
究
」や
｢討
論
｣を

す
る
と
い
う
こ
と
は
、そ
れ
ら
を
｢

分
析
｣す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

参
加
者
た
ち
は
、
聖
書
が
書
か
れ

た
当
時
の
人
々
の
様
子
や
、事
件
、

聖
書
に
込
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
意
味
、
な
ど
に
つ
い
て
学
び
合

い
ま
す
。
 

・
聖
書
を
研
究
（
学
習
）
す
る

際
に
は
、
聖
書
の
本
文
が
教
会
共

同
体
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
、
そ
の
共
同
体
は
そ
の
み
言

葉
に
ど
の
よ
う
に
従
い
、
ど
の
よ

う
に
生
き
て
き
た
か
、
と
い
う
点

を
重
視
し
ま
す
。
 

・
も
ち
ろ
ん
聖
書
の
注
解
者

た
ち
は
、
私
た
ち
が
聖
書
を
よ
く

理
解
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま

す
。し
か
し
彼
ら
の
説
明
は
、聖
書

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
何
を
意

味
す
る
か
を
理
論
的
に
示
し
は
し

て
も
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
を
変

え
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
い
の
で

す
。
 

以
上
の
説
明
は
、
学
問
的
な
聖

書
研
究
の
意
味
を
縮
小
さ
せ
た

り
、
そ
の
価
値
を
下
げ
よ
う
と
意

図
し
て
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
聖
書
研
究
に
は
重

要
な
役
割
が
あ
り
、
絶
対
に
必
要

み
言
葉
の
分
か
ち
合
い
で
は
、

聖
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
み
言
葉
を
通

し
て
神
さ
ま
や
キ
リ
ス
ト
と
出
会

い
ま
す
。聖
書
の
言
葉
は
、復
活
な

さ
っ
た
主
の
現
存
を
実
感
さ
せ
る

「
準
秘
跡
的
な
し
る
し
」＊
と
も
な

り
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
の
中
で
聖
書

の
一
文
が
読
ま
れ
る
と
き
（
第
二

段
階
）、キ
リ
ス
ト
が
ナ
ザ
レ
の
会

堂
で
言
わ
れ
た
「
こ
の
聖
書
の
言

葉
は
、今
日
、あ
な
た
が
た
が
耳
に

し
た
と
き
、
実
現
し
た
」
(ル
カ

４
・
21
)と
い
う
こ
と
ば
ど
お
り

の
こ
と
が
、
そ
の
参
加
者
た
ち
の

間
で
も
実
現
さ
れ
ま
す
。
 

聖
書
は
、
キ
リ
ス
ト
の
み
言
葉

が
成
就
さ
れ
て
い
く
現
場
に
私
た

ち
を
導
く
、
開
か
れ
た
門
の
役
割

を
果
た
し
て
く
れ
ま
す
。
聖
書
を

声
を
出
し
て
ゆ
っ
く
り
と
朗
読
す

る
こ
と
で
、
神
さ
ま
や
今
も
私
た

ち
と
と
も
に
生
き
て
お
ら
れ
る
キ

リ
ス
ト
と
私
た
ち
が
そ
の
場
で
出

会
う
こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
く

は
な
く
な
る
の
で
す
。
 

み
言
葉
の
分
か
ち
合
い
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
、私
た
ち
は
、い

ま
自
分
た
ち
の
間
に
お
い
で
に
な

る
キ
リ
ス
ト
と
一
緒
に
、
で
き
る

だ
け
長
く
、
意
識
し
て
留
ま
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

分
か
ち
合
い
の
中
で
、
私
た
ち
は

単
語
や
短
い
文
章
を
繰
り
返
し
て

読
み
ま
す（
第
三
段
階
）が
、そ
の

繰
り
返
し
の
間
に
は
し
ば
ら
く
沈

黙
を
守
り
ま
す
。
こ
の
段
階
が
う

ま
く
進
め
ば
、
神
の
現
存
を
沈
黙

の
中
で
感
じ
ら
れ
る
、「
観
想
」
を

体
験
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ

う
。
 

次
の
段
階
（
第
四
段
階
）
で
は
、

沈
黙
の
う
ち
に
さ
ら
に
深
く
神
の

現
存
を
実
感
し
、
そ
の
中
に
留
ま

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
ま

す
。
 

そ
の
次（
第
五
段
階
）に
は
、各

自
が
個
人
的
に
特
に
心
に
響
い
た

単
語
や
短
い
文
章
な
ど
に
関
す
る

分
か
ち
合
い
を
、
グ
ル
ー
プ
の
メ

ン
バ
ー
同
士
で
行
い
ま
す
。
 

以
上
、「
聖
書
研
究
」
と
「
み
言

葉
の
分
か
ち
合
い
」
の
違
い
に
つ

い
て
考
え
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ

を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
表
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。双
方
と
も
、車

の
両
輪
の
よ
う
に
、信
仰
を
強
め
、

神
さ
ま
と
の
交
わ
り
を
深
め
る
う

え
で
、欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、大

切
な
も
の
な
の
で
す
。

＊
「
起
源
２
０
０
０
年
に
向
か

う
ア
ジ
ア
の
教
会
　
ア
ジ
ア
司
教

協
議
会
連
盟
　
第
５
回
・
第
６
回

総
会
最
終
声
明
」
 （
１
９
９
８
・

９
・
18

カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議

会
発
行
）
頁
46

教
区
シ
ノ
ド
ス
　
こ
れ
か
ら
ど
う
進
む
⑨

み
言
葉
の
分
か
ち
合
い
と
は

⑵
「
み
言
葉
の
分
か
ち
合
い
」
と
「
聖
書
研
究
」
と
の
違
い

教
区
シ
ノ
ド
ス
推
進
会
事
務
局

長

野

宏

樹

Ｋ
Ｊ
Ｐ
（
鹿
児
島
正
義
と
平
和
協
議
会
）
通
信
６
月
号


