
1

発行所　日本キリスト教団　なか伝道所
〒 231-0026 横浜市中区寿町 3-10-13 金岡ビル 205
Tel.（045）671-1109
振替　　00200 － 1 － 47369　　
E-Mail : naka-ch@hb.tp1.jp　　HP：http//church.jp/naka/

発行者　なか伝道所／編集委員会　　（題字　松橋 順）

No.206
2024.11
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　　② 地域の問題に関わる。
　　③ 諸教会に呼びかけてゆく。

集会　主日礼拝　日曜日（第１・第 3 はリモートあり、
第 4 自主礼拝、教会暦による変更あり）

午前10 時 30 分より

寿バザーの様子

わ
ざ
る
得
な
い
。
関
内
駅
前
は
横
浜
市
の

中
で
も
多
く
の
野
宿
者
が
住
ま
う
街
で
あ

る
が
、
二
〇
二
三
年
の
七
月
に
行
わ
れ
た

「
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
概
要
及
び
説

明
会
」
で
は
、
野
宿
者
の
生
活
へ
の
影
響

に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ず
、
ま
る
で
存
在

し
な
い
か
の
よ
う
な
扱
い
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
特
定
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
意
図

的
に
作
ら
れ
た
再
開
発
の
波
は
、
時
代
の

風
潮
と
と
も
に
確
実
に
広
が
っ
て
い
る
。

　

寿
地
域
で
は
古
い
簡
易
宿
泊
所
（
以

下
簡
宿
）
が
一
般
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
変

化
し
て
い
く
流
れ
が
あ
る
。
寿
地
区
は

二
〇
一
五
年
の
住
宅
扶
助
基
準
の
改
定

に
よ
り
生
活
保
護
世
帯
の
住
宅
扶
助
が

六
万
九
千
八
百
円
か
ら
五
万
二
千
円
に
減

額
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
九
九
二
年
に
適
用

さ
れ
て
い
た
特
別
基
準
か
ら
一
般
基
準
へ

の
変
更
と
家
賃
物
価
下
落
動
向
を
理
由
に

し
た
大
幅
な
減
額
で
あ
る
。
簡
宿
の
オ
ー

ナ
ー
の
多
く
は
在
日
韓
国
朝
鮮
の
方
だ

が
、
現
在
２
世
・
３
世
が
引
き
継
ぎ
、
大

幅
に
減
益
し
た
な
か
で
老
朽
化
し
入
居
者

が
入
ら
な
く
な
っ
た
簡
宿
を
抱
え
る
よ
り

も
売
却
す
る
と
い
う
流
れ
だ
。
一
般
世
帯

向
け
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
建
て
替
え
る
計
画

が
進
み
、
現
在
、
寿
公
園
の
前
に
六
十
一

戸
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
設
さ
れ
、
横
浜
市

寿
町
健
康
福
祉
交
流
セ
ン
タ
ー
の
裏
に
も

六
〇
戸
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
８
月
に
建
ち
、

　

寿
地
区
は
今
、
大
き
な
過
渡
期
の
中
に

あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
な
か
伝
道
所
に
お

い
て
も
同
様
に
過
渡
期
に
あ
り
課
題
を
抱

え
、
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
に
お
い
て
重
要

な
時
期
に
き
て
い
る
。
関
内
駅
前
の
再
開

発
が
進
み
、
関
東
学
院
大
学
や
横
浜
文
化

体
育
館
跡
地
に
「
横
浜BU

N
TAI

」
と
し

て
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
が
出
来
上
が
っ
た
。

ま
た
、横
浜
市
は
関
内
駅
前
地
区
を
『「
国

際
的
な
産
学
連
携
」「
観
光
・
集
客
」
を

テ
ー
マ
と
し
て
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
』
と

し
て
二
〇
二
九
年
ま
で
に
駅
北
口
か
ら
南

口
前
ま
で
の
地
区
を
再
開
発
し
３
棟
の

高
層
ビ
ル
を
建
て
、『
横
浜
・
関
内
に
ふ

さ
わ
し
い
拠
点
を
形
成
し
、
人
々
を
惹
き

付
け
、
地
域
全
体
で
循
環
さ
せ
る
こ
と
に

よ
る
、
都
心
臨
海
部
の
持
続
的
価
値
向
上

を
行
う
』
と
う
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
人

為
的
に
人
流
を
変
え
地
域
外
か
ら
人
を
呼

び
込
む
流
れ
を
作
る
再
開
発
で
あ
る
が
、

「
多
様
な
人
々
」
を
呼
び
込
む
と
政
策
資

料
に
は
書
い
て
あ
っ
て
も
富
裕
層
に
と
っ

て
は
魅
力
的
な
街
作
り
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
中
心
は
市
民
の
た
め
に
と

い
う
よ
り
も
商
業
施
設
の
多
さ
の
割
に
無

償
の
文
化
施
設
の
少
な
さ
か
ら
「
多
様
」

と
さ
れ
る
人
々
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
疑

寿
の
変
化
と
伝
道
所
の
あ
り
方

汀
な
る
み

寿の変化と伝道所のあり方

　
今
回
は
、
寿
地
区
セ
ン
タ
ー

主
事
の
汀
な
る
み
さ
ん
よ
り
、

｢

寿
の
変
化
と
伝
道
所
の
あ
り

方｣

と
題
し
て
、
寿
の
歴
史
を

紐
解
き
、
そ
の
中
で
の
変
化
の

中
で
、
伝
道
所
が
伝
統
の
ま
ま

生
き
て
良
い
の
か
と
い
う
問
い

か
け
を
し
て
い
る
。
じ
っ
く
り
、

お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
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入
居
が
始
ま
っ
た
。
寿
地
区
周
辺
部
に
よ

る
建
て
替
え
は
今
ま
で
も
あ
っ
た
が
、
中

心
部
に
も
い
よ
い
よ
建
て
替
え
が
お
こ

り
、
寿
の
町
に
は
い
な
か
っ
た
層
の
人
た

ち
が
住
民
に
な
る
。

　

寿
地
区
は
、
一
九
五
六
年
か
ら
現
在
ま

で
歴
史
が
あ
り
、
六
〇
年
代
、
七
〇
年
、

八
〇
年
、
二
〇
〇
〇
年
代
と
そ
の
変
化
の

内
容
も
時
代
背
景
と
と
も
に
年
代
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
町
は
変
化
し
て
い
る
。

一
九
五
七
年
に
は
四
軒
だ
っ
た
簡
宿
は

六
〇
年
代
中
旬
に
は
八
十
軒
余
り
に
な
り

現
在
の
寿
地
区
の
原
型
が
で
き
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
「
簡
宿
街
」
の
中
心
部

の
変
化
が
今
、
起
き
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

大
雑
把
に
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
戦
後

横
浜
港
は
連
合
軍
か
ら
の
援
助
物
資
の
荷

揚
げ
に
よ
る
労
働
力
の
需
要
の
高
ま
り
か

ら
は
じ
ま
り
、
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争

に
伴
う
国
連
軍
の
兵
站
線
と
し
て
の
役
割

を
果
た
す
戦
争
特
需
が
港
湾
労
働
の
需
要

増
加
の
背
景
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
戦
後
の

引
揚
者
に
よ
る
人
口
増
加
だ
け
で
な
く
、

一
九
四
六
年
か
ら
五
〇
年
に
か
け
て
の
農

地
改
革
、
一
九
五
〇
年
か
ら
六
〇
年
代
に

か
け
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
主
役
が
石
炭
か
ら

石
油
へ
の
国
の
政
策
転
換
が
あ
り
、
産
業

構
造
の
変
化
に
よ
り
全
国
の
多
く
の
失
業

者
が
「
横
浜
に
行
け
ば
仕
事
が
あ
る
」
と

労
働
者
が
集
ま
る
需
要
と
供
給
の
合
致
に

よ
り
労
働
市
場
が
桜
木
町
に
形
成
さ
れ
て

い
く
。
そ
の
た
め
急
増
す
る
労
働
者
の

受
け
皿
に
な
る
宿
は
圧
倒
的
に
足
ら
ず
、

「
野
宿
労
働
者
」
に
な
っ
た
り
、
大
岡
川

周
辺
に
密
集
し
て
住
い
に
し
た
り
「
は
し

け
」を
改
造
し
た
水
上
ホ
テ
ル
に
住
ん
だ
。

一
九
五
二
年
九
月
十
八
日
の
神
奈
川
新
聞

に
は
「
夜
露
に
濡
れ
る
三
千
人
」
と
報
じ

ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
一
九
五
六
年
経

済
白
書
の｢

も
は
や
戦
後
で
は
な
い｣

と

い
う
言
葉
は
復
興
需
要
の
浮
揚
力
が
な
く

な
る
と
い
う
意
で
書
か
れ
た
が
、
逆
の
意

味
合
い
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
流

行
語
に
も
な
り
、「
横
浜
も
発
展
し
て
い

く
ん
だ
、
国
際
的
な
都
市
に
」
と
す
る
行

政
は
、
横
浜
の
表
玄
関
で
あ
る
桜
木
町
の

労
働
市
場
と
大
岡
川
川
岸
バ
ラ
ッ
ク
小
屋

や
水
上
ホ
テ
ル
を
赤
痢
な
ど
の
感
染
症
対

策
、
大
岡
川
周
辺
住
民
か
ら
の
陳
情
を
受

け
た
ス
ラ
ム
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
と
し
て
、「
風

紀
」「
治
安
」
と
住
居
の
改
善
の
名
の
も

と
に
移
転
さ
せ
る
計
画
を
立
て
、
水
上
ホ

テ
ル
の
廃
止
や
宿
泊
施
設
の
取
り
締
ま
り

を
強
化
し
、
職
業
安
定
所
を
寿
地
区
へ
移

転
さ
せ
た
。

　

今
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
が
、
一
九
六
〇

年
代
中
旬
に
寿
地
区
の
原
型
が
で
き
た
頃

に
は
こ
ど
も
は
一
〇
〇
〇
人
以
上
住
ん
で

い
て
三
～
四
畳
の
部
屋
に
一
家
で
暮
ら
し

て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

簡
宿
黎
明
期
に
は
、
ほ
と
ん
ど
が
木
造
建

築
だ
っ
た
た
め
火
災
が
頻
繁
に
起
こ
っ

た
。
人
口
過
密
状
態
で
の
住
居
で
火
事
が

起
こ
れ
ば
惨
事
で
あ
る
。「
安
全
な
住
居

を
！
」
と
い
う
住
人
の
悲
痛
な
要
望
と
時

代
背
景
に
よ
る
こ
の
地
域
に
自
主
規
制
と

し
て
「
簡
易
宿
泊
所
自
粛
地
域
」
の
設
定

に
よ
り
高
層
化
・
耐
火
構
造
の
簡
宿
に
変

わ
っ
て
い
く
。
ま
た
、一
九
六
九
年
に「
寿

地
区
自
治
会
」
が
発
足
し
、
住
民
自
身
も

参
加
し
た
夜
間
パ
ト
ロ
ー
ル
・
越
冬
活

動
（
自
治
会
主
体
）
を
開
始
し
た
。
現
在

と
違
い
夜
間
パ
ト
ロ
ー
ル
の
目
的
と
し
て

「
野
宿
者
訪
問
活
動
」
で
は
な
く
、
日
雇

い
労
働
者
の
給
料
を
強
奪
す
る
集
団
「
マ

グ
ロ
」
退
治
や
横
行
す
る
「
立
ち
し
ょ
ん

べ
ん
」へ
の
声
が
け
だ
っ
た
そ
う
だ
。『
住

人
に
よ
る
「
秩
序
」
の
始
ま
り
』
と
中
田

志
郎
氏
著
「
は
だ
か
の
デ
ラ
シ
ネ
」
に
は

記
さ
れ
て
い
る
。
七
〇
年
代
に
移
る
と
オ

イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
一
九
七
四
年
、
求
人
が

激
減
、「
生
き
る
権
利
を
保
証
し
ろ
」「
仕

事
を
よ
こ
せ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲

げ
、
横
浜
市
と
神
奈
川
県
へ
の
団
体
交
渉

が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
同
年
か
ら

横
浜
市
が
寿
地
区
緊
急
援
護
事
業
と
し

て
、
パ
ン
券
・
宿
泊
券
の
配
布
を
開
始
し

た
。
生
活
保
護
に
至
ら
な
い
中
間
的
な
セ

イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
は
画
期
的
で
、
次
の
働

き
口
が
見
つ
か
る
ま
で
の
日
雇
い
労
働
者

や
空
き
缶
収
集
な
ど
都
市
雑
業
し
な
が
ら

た
く
ま
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
野
宿
者
の

生
活
を
支
え
た
。

　

バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
携
帯
電
話
の
普
及
も

あ
り
寿
は
「
寄
せ
場
」
と
し
て
の
機
能

は
ほ
ぼ
な
く
な
り
、
そ
れ
ま
で
全
国
平

均
の
約
半
分
以
下
で
あ
っ
た
高
齢
化
率

一
九
七
〇
年
全
国
九
・
一
％
・
寿
地
区
四
・

二
％
が
一
九
九
五
年
に
は
全
国
一
四
・
五

％
・
寿
地
区
一
七
・
六
％
と
反
転
し
以
後

高
齢
化
率
は
上
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
生
活
保
護
受
給
者
も
同
時
期
に
増

加
傾
向
に
至
る
。
七
四
年
か
ら
続
い
て

い
た
法
外
援
助
の
パ
ン
券
・
宿
泊
券
も

二
〇
〇
六
年
に
は「（
常
用
雇
用
）求
職
者
」

に
限
定
さ
れ
二
〇
一
二
年
に
は
廃
止
に
至

っ
た
。
中
間
的
な
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を

失
い
、
高
齢
化
が
進
む
な
か
で
生
活
保
護

を
主
軸
と
し
た「
福
祉
政
策
」は
、高
齢
者
・

身
体
障
が
い
者
を
支
援
し
「
福
祉
ニ
ー
ズ

の
高
い
町
」
と
し
て
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
拠

点
化
が
進
ん
で
い
き
現
在
に
至
る
。
こ
れ

は
福
祉
の
充
実
と
し
て
良
い
こ
と
で
は
あ

ろ
う
が
、
寿
地
区
従
来
の
日
雇
い
労
働
者

の
「
自
由
さ
」
や
都
市
雑
業
で
た
く
ま
し

く
生
き
よ
う
と
す
る
野
宿
者
の
居
場
所
が

失
わ
れ
、
言
い
換
え
れ
ば
制
度
に
沿
っ
た

「
市
民
」
の
町
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も

い
え
よ
う
。
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
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え
ー
と
ね
ぇ

変わりゆく寿
建設中のマンションと公園

寿町に建設されるマンション

ま
さ
く
ん
と
恐
竜

お
じ
い
ち
ゃ
ん

「
ま
さ
く
ん
、
今
ま
で
好
き
だ
っ
た
の
は
、
車
や
飛
行
機
だ
っ
た
よ
ね
」

ま
さ
く
ん

「
も
う
違
う
ん
だ
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
家
に
あ
る
ミ
ニ
恐
竜
の
イ
ク
チ
オ
サ
ウ

ル
ス
、
イ
グ
ア
ノ
ド
ン
、
ス
テ
ゴ
サ
ウ
ル
ス
を
も
ら
っ
て
い
く
ね
」

お
じ
い
ち
ゃ
ん

「
詳（
く
わ
）し
す
ぎ
て
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
は
つ
い
て
い
け
な
い
や
」

（
あ
っ
ち
ゃ
ん
）

こ
の
町
は
一
口
に
「
寿
地
区
」
と
い
っ
て

も
歴
史
の
年
代
ご
と
に
ず
い
ぶ
ん
と
様
相

が
違
う
。ま
た
、そ
の
過
去
の
歴
史
を「
誰
」

が
語
る
か
に
よ
っ
て
も
聞
き
手
の
イ
メ
ー

ジ
も
変
わ
る
の
で
こ
こ
は
注
意
が
必
要
で

あ
る
。
話
が
少
し
そ
れ
た
が
、
否
応
な
く

変
化
し
て
い
く
流
れ
が
あ
り
、
町
は
変
わ

っ
て
い
く
。
あ
る
意
味
「
包
摂
（
ほ
う
せ

つ
）」
と
い
う
名
の
排
除
に
よ
っ
て
寄
せ

ら
れ
て
く
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
が
、
背

景
や
価
値
観
が
大
き
く
違
う
人
が
増
え
多

様
に
な
る
こ
と
で
町
を
構
成
す
る
住
民
層

も
変
わ
っ
て
く
る
。
昔
の
よ
う
な
同
じ
よ

う
な
世
代
や
背
景
を
持
つ
人
た
ち
の
間
の

仲
間
意
識
や
同
一
課
題
解
消
の
要
求
運
動

と
い
う
機
運
が
高
ま
る
要
素
は
減
り
、「
制

度
に
沿
っ
た
人
の
集
ま
り
」
が
適
応
す
る

町
に
な
っ
て
き
た
。

　

変
わ
っ
た
の
は
住
人
だ
け
で
は
な
く
、

寿
地
区
で
活
動
す
る
人
た
ち
に
も
変
化
が

あ
る
。
主
に
は
担
い
手
の
高
齢
化
だ
。
そ

れ
と
と
も
に
長
く
活
動
し
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
自
分
た
ち
の
組
織
の
「
伝
統
」
の
よ

う
な
固
定
観
念
や
自
負
心
の
よ
う
な
も
の

も
生
ま
れ
さ
ら
に
そ
れ
を
自
覚
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
担

い
手
の
高
齢
化
と
役
割
の
固
定
化
は
、
今

ま
で
当
た
り
前
に
で
き
た
こ
と
が
、
で
き

な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ギ
リ
ギ
リ

保
た
れ
て
い
る
活
動
は「
や
れ
ば
出
来
る
」

と
危
機
感
が
他
方
に
伝
わ
ら
ず
〇
〇
さ
ん

に
お
任
せ
⁝
と
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま

う
。こ
の
時
代
の
変
化
に
向
き
合
う
に
は
、

現
状
把
握
と
柔
軟
性
と
責
任
感
が
必
要
だ

が
、「
伝
統
」
の
よ
う
な
固
定
観
念
と
訪

れ
る
人
の
「
寿
地
区
」
へ
の
イ
メ
ー
ジ
の

違
い
に
よ
り
そ
の
必
要
性
が
認
知
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ

と
数
年
で
、
さ
ま
ざ
ま
選
択
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
高
度

成
長
期
に
埋
め
ら
れ
た
水
道
管
が
劣
化
し

て
交
換
時
期
に
来
る
こ
と
が
予
想
で
き
て

い
た
に
も
拘
ら
ず
交
換
が
進
ま
な
い
現
代

の
よ
う
に
、
新
た
に
代
替
え
案
を
創
造
ま

た
は
「
や
め
る
選
択
」
を
迫
ら
れ
る
難
し

い
事
態
で
あ
る
。

　

な
か
伝
は
、
寿
の
街
の
中
に
あ
る
伝
道

所
と
し
て
、
何
を
し
て
い
く
の
か
、
牧
師

招
聘
に
つ
い
て
も
含
め
、
真
剣
に
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
今
こ
そ
、｢

心
を
尽
く
し
、
精
神
を

尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の

神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
。｣

・
・
・「
隣

人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
。｣

（
マ

タ
イ
二
二
・
三
七
、三
九
）｢

神
を
愛
す
る｣

を
、
お
手
本
に
し
て
、
隣
人
を
愛
し
な
さ

い
と
い
っ
て
い
る
。
心
を
つ
く
し
、
思
い

を
尽
く
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
、ま
た
、

自
分
た
ち
に
は
「
伝
統
」
が
あ
る
と
い
う

自
負
心
や
固
定
観
念
か
ら
離
れ
、「
弱
い

人
に
対
し
て
は
、
弱
い
人
の
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
弱
い
人
を
得
る
た
め
で
す
。
す

べ
て
の
人
に
対
し
て
す
べ
て
の
も
の
に
な

り
ま
し
た
。
何
と
か
し
て
何
人
か
で
も
救

う
た
め
で
す
。」（
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の

手
紙
一　

九:

二
二
）
と
い
う
無
私
と
ひ

た
む
き
さ
と
柔
軟
性
が
求
め
ら
れ
る
と
自

ら
を
戒
め
た
い
。
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礼拝で飾られた花

　

最
後
ま
で
、
当
伝
道
所
の
こ
と
を
真
剣

に
考
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
が
、
ご
自
身
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

と
、
な
か
伝
道
所
が
リ
ク
エ
ス
ト
し
た
寿

で
活
動
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
切
実

な
思
い
と
の
間
で
、
折
り
合
い
が
つ
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
あ

き
ら
め
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

前
回
の
反
省
に
立
ち
、
新
し
い
牧
師
募

集
要
綱
に
は
、
寿
で
の
活
動
に
関
わ
れ
る

方
を
希
望
い
た
し
ま
す
と
明
記
い
た
し
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
前
回
の
よ
う
な
残

念
な
結
果
は
回
避
で
き
る
も
の
と
期
待
し

て
お
り
ま
す
。

　

募
集
期
間
は
と
り
あ
え
ず
二
〇
二
四
年

一
〇
月
一
日
か
ら
二
〇
二
五
年
一
月
三
一

日
ま
で
と
い
た
し
ま
す
。
こ
の｢

な
か
だ

よ
り｣

を
ご
覧
の
方
の
中
で
も
、
自
薦
、

他
薦
、
ど
ち
ら
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
ご
応

募
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

な
か
伝
道
所
は
前
牧
師
が
二
〇
一
八

年
に
お
辞
め
に
な
っ
て
か
ら
、
横
浜
磯

子
教
会
の
中
村
清
牧
師
が
代
務
者
に

な
っ
て
く
だ
さ
り
、
運
営
委
員
会
で
も

相
談
し
な
が
ら
、
牧
師
募
集
要
綱
を
作

成
し
、
牧
師
招
聘
の
取
り
組
み
を
し
て

き
ま
し
た
。

　

な
か
伝
道
所
の
辛
い
状
況
は
、
コ
ロ

ナ
の
流
行
に
よ
り
、
礼
拝
の
出
席
人
数

が
大
幅
に
減
り
、
二
間
あ
っ
た
伝
道
所

も
一
間
に
縮
小
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で

も
な
か
な
か
教
勢
が
戻
ら
ず
、
牧
師
に

来
て
い
た
だ
い
て
も
、
十
分
な
謝
儀
を

お
出
し
出
来
な
い
こ
と
で
す
。

　

幸
い
、
志
の
あ
る
数
名
の
方
に
お
声

か
か
け
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
高
齢
で

あ
る
こ
と
、
お
病
気
で
あ
る
こ
と
で
断

念
い
た
し
ま
し
た
。

　

二
〇
二
四
年
一
〇
月
一
日

　

牧
師
募
集
要
項

　

日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
神
奈
川
教
区

　
　
　
　

な
か
伝
道
所
運
営
委
員
会

　

・
募
集
人
数　

牧
師
一
名

　

・
勤
務
地　

な
か
伝
道
所

　
　

〒
2
3
1

－

0
0
2
6

　
　

横
浜
市
中
区
寿
町
三
丁
目

一
〇
の
一
三
金
岡
ビ
ル
二
〇
五

　
　

H
P

:http://w
01.tp1.jp/

~ja66945502/

　

・
職
務
内
容　

教
会
員
と
の
話
し
合
い
と

　
　

合
意
に
よ
る

　
　

主
日
礼
拝
使
信　

牧
会
全
般
な
ど

　

・
勤
務
時
間　

週
二
〇
時
間
程
度

　
　
（
応
相
談
）

　
　

社
会
保
険
加
入
に
つ
い
て
（
応
相
談
）

　
　

日
曜
日
の
勤
務
は
九
時
三
〇
分
か
ら

　
　

集
会
終
了
ま
で

　
　

月
に
一
度
信
徒
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
　

あ
り

　
　

寿
の
活
動
に
関
わ
れ
る
方
を
希
望
い　

　
　

た
し
ま
す

（
参
考
と
し
て
、
寿
で
は
炊
き
出
し
は

毎
週
金
曜
日
、
バ
ザ
ー
は
月
一
回
土

曜
日
に
開
催
し
て
い
る
）

　
　

有
休
休
暇
あ
り　

夏
・
冬
期
休
暇
あ
り

　

・
謝
儀
等
月
額
十
一
万
円
（
税
込
み
）

　
　

月
末
支
払
い
（
振
り
込
み
）

　

・
通
勤
手
当　

実
費

　

・
賞　
　

与　

年
二
回

　
　

但
し
勤
務
三
か
月
以
上
の
場
合

　
　

支
払
日　

七
月
、
一
二
月

　

・
退
職
金　

勤
務
一
年
以
上
、
有

　
　
（
月
額
謝
儀
×
勤
務
年
数
）

　

・
福
利
厚
生　

日
本
基
督
教
団

　
　

退
職
年
金
へ
任
意
加
入

　

・
そ
の
他　

勤
務
時
間
外
の
副
業
可

　

・
勤
務
地
等

　
　

横
浜
市
中
区
寿
町
三
丁
目

一
〇
の
一
三
金
岡
ビ
ル
二
〇
五

　

日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
「
な
か
伝
道
所
」

　

・
契
約
期
間　

五
年
（
更
新
可
）

〇
応
募
さ
れ
る
方
は
、
以
下
の
書
類
を
提

　

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

面
接
日
時
を
、
追
っ
て
お
知
ら
せ
い
た

　

し
ま
す
。

■
提
出
書
類　

　
（
一
）
履
歴
書
（
身
上
書
付
）　

　
（
二
）
紹
介
状
、
推
薦
状
な
ど

（
も
し
あ
れ
ば
）

　

送
付
先

　

〒
2
3
1

－

0
0
2
6

　

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
寿
町
三
丁
目

一
〇
の
一
三
金
岡
ビ
ル
二
〇
五

　
　

日
本
キ
リ
ス
ト
教
団

　
　

な
か
伝
道
所　

運
営
委
員
会　

宛

※
提
出
書
類
の
使
用
後
、
返
還
の
ご

希
望
が
あ
れ
ば
予
め
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。
返
却
し
ま
す
。

■
応
募
は
随
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

　

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

牧
師
招
聘
の
動
き
と
今
後

運
営
委
員
会

小
笠
原
敦
輔 まど
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「
恐
れ
る
な
、
共
に
い
る
」

イ
ザ
ヤ
書
四
三
章
一
〜
七
節

使し

し

ん信

隠
退
牧
師
　

雲
居
玲
子

る
皆
様
と
共
に
、
今
朝
は
、
イ
ザ
ヤ
書
か

ら
、主
の
言
葉
を
聴
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
、五
節
に
、「
恐
れ
る
な
、
共
に
い
る
」

と
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
、
名
も

な
い
一
預
言
者
で
あ
り
な
が
ら
、「
神
は
、

あ
な
た
達
に
こ
う
言
わ
れ
る
」
と
、
確
信

を
も
っ
て
、
熱
心
に
、
懸
命
に
語
り
ま
し

た
。　

四
〇
：
一
で
「
慰
め
よ
、
我
が
民

を
慰
め
よ
」
と
始
ま
り
、
五
五
章
で
、「
神

の
言
葉
は
、
空
し
く
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ

と
は
決
し
て
な
い
」
と
締
め
く
く
る
、
い

わ
ゆ
る
「
第
二
イ
ザ
ヤ
」
と
呼
ば
れ
る
預

言
者
で
す
。

　

つ
ま
り
、神
様
ご
自
身
が
、「
恐
れ
る
な
。

私
が
共
に
い
る
」
と
言
わ
れ
る
言
葉
が
、

空
し
く
、空
虚
な
、上
っ
面
の
言
葉
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
は
決
し
て
な
い　

と
い
う

こ
の
言
葉
が
真
実
で
あ
る
な
ら
、
こ
ん
な

に
深
い
慰
め
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

彼
は
そ
の
こ
と
を
、
概
念
と
し
て
抽
象

的
に
述
べ
る
の
で
な
く
、
次
の
よ
う
に
展

開
し
ま
す
。

　

一
節
「
あ
な
た
を
創
造
さ
れ
た
主
」。

　

神
は
、
あ
な
た
を
、「
生
き
よ
」
と
、

そ
こ
に
、存
在
せ
し
め
た
。　

あ
な
た
は
、

勝
手
に
そ
こ
に
居
る
の
で
は
な
い
。
も
っ

と
深
い
所
で
、
根
底
か
ら
、
神
が
あ
な
た

を
存
在
せ
し
め
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
に
居

て
よ
い　

と
仰
る
神
が
、「
今
、
こ
う
言

わ
れ
る
」
の
だ
。

　

こ
こ
に
在
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
良

　

伝
道
所
開
設
の
時
（
一
九
八
七
年
）、

そ
の
名
を
「
な
か
伝
道
所
」
と
し
た
の
は
、

「
こ
と
ぶ
き
の
中
に
あ
っ
て
」
キ
リ
ス
ト

の
福
音
を
伝
え
る
の
だ 

と
い
う
意
志
と

信
仰
の
表
明
で
あ
る
と
聞
い
て
、
襟
を
正

し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
今
も
そ
う
在

い
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
あ
れ
も
問
題
、

こ
れ
も
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
先
、

ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
、
丈
夫
な
の
だ
ろ
う

か
…
と
、
ど
う
し
て
も
思
い
が
そ
ち
ら
を

向
い
て
し
ま
う
私
た
ち
の
「
今
」。　

し

か
し
、
神
は
、
す
で
に
す
べ
て
を
ご
存
知

だ
。
な
ぜ
な
ら
、
ご
自
身
が
、
創
造
し
て
、

こ
こ
に
置
か
れ
た
の
だ
か
ら
。

　

二
節
以
下
に
は
、
来
し
方
を
、
歴
史
の

事
実
を
指
さ
す
よ
う
に
、
具
体
的
に
述
べ

て
い
ま
す
。

　
「
水
の
中
を
通
る
時
も
、
大
河
の
中
を

通
っ
て
も
」
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
が
追

手
を
逃
れ
て
果
た
し
た
四
〇
年
の
荒
野
の

旅
で
の
出
来
事
を
さ
し
て
い
ま
す
。　

あ

れ
程
の
こ
と
の
中
で
も
、
神
は
救
い
の
働

き
を
続
け
ら
れ
た
。
み
心
が
揺
ら
ぐ
こ
と

は
一
時
も
な
か
っ
た
の
だ
。

　

ど
う
し
て
、
神
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に

な
さ
る
か
。

そ
れ
は
、（
四
）「
神
の
目
に
、
あ
な
た
は

値
高
く
、
貴
い
」
か
ら
だ
。「
神
は
、
あ

な
た
を
愛
し
て
い
る
」 

か
ら
だ
。
と
言
う

の
で
す
。

　
（
五
節
以
降
は
、
同
じ
内
容
の
こ
と
を
、

違
う
表
現
で
述
べ
て
い
ま
す
。
一
～
四
節

ま
で
と
同
じ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
さ
ら
に
重

ね
て
、
伝
え
た
い
の
で
す
。
省
略
。）　

　

そ
し
て
、
こ
の
対
に
な
っ
た
詩
の
よ
う

な
言
葉
の
、
各
区
切
り
、（
一
）
と
（
五
）

の
初
め
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
、「
恐
れ

１
ヤ
コ
ブ
よ
、
あ
な
た
を
創
造
さ
れ

た
主
は
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
あ
な
た

を
造
ら
れ
た
主
は
今
、
こ
う
言
わ

れ
る
。

恐
れ
る
な
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を

贖
う
。

あ
な
た
は
わ
た
し
の
も
の
。

わ
た
し
は
あ
な
た
の
名
を
呼
ぶ
。

２
水
の
中
を
通
る
と
き
も
、
わ
た
し

は
あ
な
た
と
共
に
い
る
。

大
河
の
中
を
通
っ
て
も
、
あ
な
た

は
押
し
流
さ
れ
な
い
。

火
の
中
を
歩
い
て
も
、
焼
か
れ
ず

炎
は
あ
な
た
に
燃
え
つ
か
な
い
。

３
わ
た
し
は
主
、
あ
な
た
の
神
イ
ス

ラ
エ
ル
の
聖
な
る
神
、
あ
な
た
の

救
い
主
。

わ
た
し
は
エ
ジ
プ
ト
を
あ
な
た
の

身
代
金
と
し
ク
シ
ュ
と
セ
バ
を
あ

な
た
の
代
償
と
す
る
。

４
わ
た
し
の
目
に
あ
な
た
は
価
高

く
、
貴
く
わ
た
し
は
あ
な
た
を
愛

し
あ
な
た
の
身
代
わ
り
と
し
て
人

を
与
え
国
々
を
あ
な
た
の
魂
の
代

わ
り
と
す
る
。

５
恐
れ
る
な
、
わ
た
し
は
あ
な
た
と

共
に
い
る
。

わ
た
し
は
東
か
ら
あ
な
た
の
子
孫

を
連
れ
帰
り
西
か
ら
あ
な
た
を
集

め
る
。

６
北
に
向
か
っ
て
は
、
行
か
せ
よ
、

と
南
に
向
か
っ
て
は
、
引
き
止
め

る
な
、
と
言
う
。

わ
た
し
の
息
子
た
ち
を
遠
く
か
ら

娘
た
ち
を
地
の
果
て
か
ら
連
れ
帰

れ
、
と
言
う
。

７
彼
ら
は
皆
、
わ
た
し
の
名
に
よ
っ

て
呼
ば
れ
る
者
。

わ
た
し
の
栄
光
の
た
め
に
創
造
し

形
づ
く
り
、
完
成
し
た
者
。

（
イ
ザ
ヤ
書
四
三
章
一
～
七
節
）
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主
イ
エ
ス
が
成
し
遂
げ
て
く
だ
さ
っ
た

こ
と
。
そ
れ
は
、私
た
ち
を
一
人
残
さ
ず
、

み
ん
な
救
い
た
い
、つ
ま
り
、本
当
に
「
恐

れ
な
い
」
で
よ
い
者
に
し
て
く
だ
さ
ろ
う

と
い
う　

神
の
み
心
を
、
実
現
し
て
く
だ

さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
恐
れ
な
く

て
よ
い
。
私
が
一
緒
に
い
る
か
ら
」
と
。

　

そ
の
ま
ま
で
は
救
わ
れ
よ
う
も
な
く
、

ど
う
し
て
も　
「
恐
れ
」
の
中
に
引
き
込

ま
れ
て
し
ま
う
も
の
の
弱
さ
を
、破
れ
を
、

罪
を
、
す
っ
か
り
引
き
受
け
て
、
身
代
わ

り
に
な
っ
て
、
身
代
金
を
支
払
う
が
ご
と

き
振
る
舞
い
を
も
っ
て
、
主
イ
エ
ス
は
十

字
架
に
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
、
今
や
、
自
分

が
、「
恐
れ
」
に
か
ら
め
と
ら
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
主
イ
エ
ス
の
も
の
で
あ
る
、

と
、
確
信
し
て
よ
い
の
で
す
。 

自
分
の

こ
の
現
実
に
目
を
凝
ら
し
た
ま
ま
で
あ
れ

ば
、
も
う
、
無
力
感
を
覚
え
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、

確
か
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
主
イ
エ
ス
の
十

字
架 

に
よ
っ
て
、
こ
の
「
恐
れ
」
は
ぬ

ぐ
わ
れ
、
そ
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

　

こ
こ
で
、「
恐
れ
」
を
、「
罪
」
と
言
い

直
し
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

こ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
も
、
揺
ら
ぐ
こ

と
な
く
立
続
け
て
い
る
、
十
字
架
に
よ
っ

て
、
わ
た
し
た
ち
の
罪
は
、
赦
さ
れ
、
私

た
ち
は
、
罪
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
す
。

神
か
ら
の
赦
し
の
宣
言
の
中
で
、
恐
れ
て

し
ま
う
と
い
う
罪
を
振
り
払
っ
て
、
神
に

向
か
う
道
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
信

じ
て
よ
い
の
で
す
。

　

そ
こ
に
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
が
起
き
上

が
り
、
立
ち
帰
り
、
ま
た
新
し
く
歩
み
出

す
た
め
の
、
根
拠
と
希
望
が
あ
り
ま
す
。

「
恐
れ
る
な
、
私
が
共
に
い
る
。」

　

も
は
や
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
神
が

お
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
は
、
ど
こ
に
も
あ
り

ま
せ
ん
。
主
イ
エ
ス
は
、
世
界
中
か
ら
捨

て
ら
れ
た
よ
う
な
、
恐
れ
と
絶
望
の
時
に

も
、今
、そ
こ
に
も
、お
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　

自
分
自
身
に
つ
い
て
そ
う
確
信
す
る

と
、
も
う
一
つ
の
事
実
に
も
思
い
が
至
り

ま
す
。　

つ
ま
り
、
私
た
ち
が　

祈
り
の

中
に
覚
え
て
い
る
人
、大
切
な
人
。
ま
た
、

も
っ
ぱ
ら
、
私
の
苦
し
い
課
題
・
問
題
に

な
っ
て
い
る
あ
の
人
、
こ
の
人
に
於
い
て

も
。

「
恐
れ
る
な
。
私
が
共
に
い
る
」
と
い
う

今
日
の
言
葉
は
、
そ
の
人
た
ち
に
対
し
て

も
、
一
〇
〇
％ 

然
り
で
す
。　

主
イ
エ

ス
の
十
字
架
は
、
そ
の
人
と
私
の
真
っ
只

中
に
も
立
っ
て
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
、
共
々
に
、
本
気
で
、
こ
の
言

葉
に
聴
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
恐
れ
る
な
、
私
は
共
に
い
る
。」

る
な
、
私
は
、
あ
な
た
と
共
に
い
る
」
と

い
う
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
。

　

状
況
は
、「
恐
れ
」
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ

て
も
当
然
の
よ
う
な
事
だ
。
神
様
は
分

か
っ
て
お
ら
れ
る
。
あ
な
た
自
身
が
感
じ

て
い
る
よ
り
も
、
も
っ
と
深
く
、
も
っ
と

多
角
か
ら
、
そ
の
情
況
を
ご
存
知
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
。　

そ
の
上
で
、
い
や
、
む

し
ろ
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、「
今
」
仰
る

の
だ
。「
恐
れ
る
な
、
私
は
、
あ
な
た
と

共
に
い
る
」
と
。

　

な
ぜ
、
恐
れ
な
い
で
い
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、（
一
）
節
に
あ
る
「
贖(

あ

が
な)

う
」
と
い
う
こ
と
ば
と
、（
三
）

節
の
「
身
代
金
」、（
四
）
節
の
「
代
わ
り

と
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
示
唆
し
て
い
る

通
り
、
私
た
ち
は
、
イ
エ
ス
様
ご
自
身
を

想
わ
さ
れ
ま
す
。

　

Ｂ
Ｃ
六
世
紀
の
預
言
者
が
、
こ
の
時
点

で
、
明
確
に
あ
の
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
を
予

知
し
て
は
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
イ

エ
ス
が
何
を
成
し
た
か
を
事
実
と
し
て

知
っ
て
い
る
私
た
ち
に
は
、
こ
こ
に
す
で

に
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た　

神
の
救
い
が
、確
か
に
語
ら
れ
て
い
る
と
、

読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
第
二
イ
ザ
ヤ

は
、イ
エ
ス
様
の
到
来
を
予
言
し
て
い
る
、

こ
こ
に
は
メ
シ
ア
予
言
が
あ
る
」
と
言
わ

れ
る
所
以
で
す
。

編
集
後
記

　

二
〇
六
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今

回
は
寿
地
区
セ
ン
タ
ー
主
事
の
汀
な

る
み
さ
ん
の
協
力
を
得
て
、
寿
の
変

化
と
伝
道
所
の
あ
り
方
、
牧
師
招
聘

の
動
き
と
今
後
に
つ
い
て
特
集
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
敦
）

　

な
か
伝
道
所
支
援
献
金
の

お
願
い
と
ご
報
告

支
援
献
金
（
七
月
分
〜
一
〇
月
分
）

新
宮
静
子
、
宮
崎
祥
司
、
坂
井
昭
彦
、

大
久
保
洋
子
、
横
山
潤
、
宮
田
ゆ
う
子
、

山
崎
慶
生
、
中
西
澄
子
、
新
宮
静
子
、

坂
井
雅
子
、
郭
鍾
洙
・
張
連
淑
、

長
田
き
く
江
（
以
上
敬
称
略
）

総
額
六
九
、〇
〇
〇
円

　
感
謝
し
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

ク
リ
ス
マ
ス
献
金
の
お
願
い

　
今
年
も
ク
リ
ス
マ
ス
献
金
を
お
願
い
し

ま
す
。
昨
年
は
、
一
三
五
、四
〇
〇
円
の

ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
の
ご

支
援
、
ご
協
力
を
感
謝
す
る
と
と
も
に
、

献
金
の
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。


