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キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
け
る
礼
拝
、

そ
の
充
実

|
|
チ
ャ
ペ
ル
完
成
の
恵
み
を
受
け
て
|
|

阿

音日

洋

治

一
、
「
聖
学
院
大
学
の
理
念
」
に
触
れ
て

[
聖
学
院
大
学
の
理
念
]

1
本
大
学
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
基
づ
き
、
自
由
と
敬
度
の
学
風
に
よ
っ
て
、

真
理
を
探
究
し
、
霊
的
次
元
の
成
熟
を
柱
と
し
た
全
体
的
な
人
間
形
成
に
努
め
、
人
類
世
界
の
進
展
に
寄
与
せ
ん
と
す
る
者
の
学
術
研

究
と
教
育
の
文
化
共
同
体
で
あ
る
。

2
本
大
学
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
則
し
て
な
さ
れ
る
礼
拝
を
生
命
的

な
源
泉
と
す
る
。
礼
拝
に
お
い
て
は
、
聖
書
と
宗
教
改
革
が
証
し
す
る
福
音
が
語
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
大
学
共
同
体
に
と
っ
て
の
生
命
で

あ
る
研
究
と
教
育
の
た
め
の
自
由
と
責
任
、
お
よ
び
伝
道
へ
の
活
力
、
さ
ら
に
本
大
学
の
伝
統
を
継
承
し
新
た
に
創
造
す
る
喜
び
と
熱

意
と
が
与
え
ら
れ
る
。

3

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
は
、
特
に
近
代
世
界
の
成
立
と
展
開
に
独
特
な
貢
献
を
果
た
し
て
き
た

が
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
現
代
社
会
に
お
い
て
固
有
な
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
本
大
学
は
真
剣
な
学
術
研
究
と
生
き
た
教
育
、
霊
的
強
化

と
を
通
し
て
、
こ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
現
代
文
化
に
対
す
る
責
任
と
い
う
世
界
史
的
課
題
を
大
学
形
成
に
お
い
て
遂

行
し
、
希
望
あ
る
世
界
の
形
成
に
寄
与
せ
ん
と
す
る
。



「
チ
ャ
ペ
ル
完
成
の
恵
み
」
を
覚
え
つ
つ
、
「
聖
学
院
大
学
の
理
念
」
の
基
本
を
確
認
し
た
い
。
第
二
項
は
、
礼
拝
が
本
学
の
教
育
の
「
生

命
的
な
源
泉
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
チ
ャ
ペ
ル
完
成
の
恵
み
」
は
「
生
命
的
な
源
泉
」
と
し
て
の
礼
拝
の
場
が
確
保
さ
れ

た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
礼
拝
を
保
証
す
る
も
の
は
建
築
さ
れ
た
チ
ャ
ペ
ル
の
壮
麗
さ
で
は
な
い
。
「
聖
学
院

大
学
の
理
念
」
の
第
二
項
は
、
礼
拝
の
内
実
を
形
成
す
る
も
の
が
「
聖
書
と
宗
教
改
革
者
に
よ
っ
て
証
さ
れ
た
福
音
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
礼
拝
が
「
生
命
的
な
源
泉
」
と
な
る
の
は
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
福
音
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
福
音
が
語
ら
れ
る
礼
拝
こ
そ
が
、

第
一
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
霊
的
次
元
の
成
熟
を
柱
と
し
た
全
体
的
な
人
間
形
成
」
を
可
能
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
聖
学
院
大
学
の
理
念
」
が
う
た
う
「
霊
的
次
元
の
成
熟
を
柱
と
し
た
全
体
的
な
人
間
形
成
」
の
課
題
は
、
こ
れ
ま
で
の

キ
リ
ス
ト
教
教
育
に
お
い
て
は
暖
昧
に
さ
れ
あ
る
い
は
看
過
さ
れ
て
来
た
課
題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
私
た
ち
は
、

後
発
の
キ
リ
ス
ト
教
大
学
と
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
自
覚
と
自
負
と
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

キャンパスにおける礼拝、その充実

二
、
先
人
の
取
り
組
み

(
一
)
新
島
裏

「
同
志
社
大
学
設
立
の
旨
意
」
(
明
治
二
一
年
一
一
月
)

[
そ
の
経
緯
に
ふ
れ
た
後
]
斯
く
の
知
く
に
し
て
同
志
社
は
設
立
し
た
り
、
然
れ
ど
も
其
目
的
と
す
る
所
は
、
独
り
普
通
の
英
学
を

教
授
す
る
の
み
な
ら
ず
、
其
徳
性
を
酒
養
し
、
其
品
行
を
高
尚
な
ら
し
め
、
其
精
神
を
正
大
な
ら
し
め
ん
こ
と
を
勉
め
、
独
り
技
芸
才

能
あ
る
人
物
を
教
育
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
所
謂
る
良
心
を
手
腕
に
運
用
す
る
の
人
物
を
出
さ
ん
こ
と
を
勉
め
た
り
き
、
市
し
て
斯
く
の

如
き
教
育
は
、
決
し
て
一
方
に
偏
し
た
る
智
育
に
て
達
し
得
可
き
者
に
非
ず
、

又
た
既
に
人
心
を
支
配
す
る
の
能
力
を
失
ふ
た
る
儒
教
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主
義
の
能
く
す
可
き
所
に
非
ず
、
唯
上
帝
を
信
じ
、
真
理
を
愛
し
、
人
情
を
敦
く
す
る
基
督
教
主
義
の
道
徳
に
存
ず
る
こ
と
を
信
じ
、
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基
督
教
主
義
を
以
て
徳
育
の
基
本
と
為
せ
り
、
吾
人
が
世
の
教
育
家
と
其
趨
を
異
に
し
た
る
も
葱
に
在
り
(
以
下
略
)
」
(
『
新
島
裏
全
集

1 
r!= 

一三

O
頁)。

(
二
)
井
深
梶
之
助

「
(
前
略
)
然
る
に
、
独
り
我
が
国
の
風
俗
に
至
り
て
は
、
依
然
と
し
て
進
ま
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
却
っ
て
日
に
月
に
退
歩
せ
ん
と
す

る
勢
あ
り
。
人
情
は
浮
薄
に
流
れ
、
上
下
交
々
利
を
争
い
廉
恥
の
風
衰
え
、
自
由
の
意
を
誤
解
し
て
私
欲
を
縦
に
し
、
権
理
の
義
を
誤

認
し
て
不
尊
不
礼
に
誇
る
の
気
風
雨
行
わ
れ
、
其
の
他
名
状
す
る
に
忍
び
ざ
る
の
悪
習
あ
る
は
今
更
に
弁
ず
る
に
及
、
は
ず
。
皆
人
の
熟

知
す
る
所
な
り
。
外
面
の
開
化
は
日
に
進
歩
す
る
も
、
人
民
の
道
徳
増
す
退
歩
せ
ば
如
何
。
之
を
真
の
文
明
と
云
う
べ
き
乎
。
愛
に
一

個
人
あ
り
。
天
資
英
敏
な
ら
ざ
る
に
非
ず
、
学
識
な
き
に
非
ず
、
雄
弁
な
ら
ざ
る
に
非
ず
。
然
れ
ど
も
、
其
の
品
行
を
視
る
に
心
術
卑

劣
に
し
て
、
名
利
の
為
に
は
如
何
な
る
悪
事
を
も
厭
わ
ず
、
詐
偽
以
て
人
を
欺
く
を
悦
び
、
淫
逸
に
し
て
放
蕩
至
ら
ざ
る
所
な
し
。
(
中

略
)
智
徳
兼
備
の
人
に
し
て
真
正
の
人
と
云
う
べ
き
也
。
(
中
略
)
一
国
民
に
於
け
る
も
亦
然
り
。
其
の
知
識
開
発
す
る
も
智
徳
並
び
進

む
に
非
ざ
れ
ば
、
決
し
て
真
正
の
文
明
国
と
は
云
う
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
知
識
は
却
っ
て
悪
習
の
媒
酌
と
な
る
べ
し
。
思

い
て
此
に
至
れ
ば
、
大
長
息
せ
ず
ん
ば
非
ざ
る
也
。
然
れ
ど
も
、
我
が
輩
は
徒
ら
に
其
の
類
廃
を
嘆
息
し
て
傍
観
す
べ
か
ら
ず
。
」
(
「
日

本
道
徳
之
基
礎
」
『
植
村
正
久
と
そ
の
時
代
』

1
巻
、
五
一
六
頁
)

(
三
)
新
渡
戸
稲
造

「
我
政
府
が
教
育
上
に
於
け
る
施
設
の
多
大
な
る
こ
と
否
む
べ
か
ら
ず
。
明
治
年
代
の
教
育
法
は
、
維
新
前
の
教
育
法
を
継
承
せ
る

も
の
に
非
ず
し
て
、
全
く
新
軌
道
を
取
れ
る
も
の
な
れ
ば
、
其
事
業
の
宏
大
な
る
こ
と
も
亦
否
む
べ
か
ら
ず
。
此
新
教
育
制
度
の
成
功

の
量
の
大
な
る
こ
と
も
、
亦
た
否
む
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ど
斤
其
成
功
や
過
ぎ
た
り
失
。
今
日
の
教
育
た
る
や
、
吾
人
を
し
て
器
械
た
ら



し
め
、
吾
人
よ
り
し
て
厳
正
な
る
品
性
、

正
義
を
愛
す
る
の
念
を
奪
ひ
ぬ
。

一
言
に
し
て
云
わ
ば
、
こ
れ
ぞ
我
祖
先
が
以
て
教
育
の
最

高
目
的
と
な
し
た
る
、
品
性
て
ふ
も
の
を
、
吾
人
よ
り
奪
ひ
去
り
た
る
も
の
な
る
。
知
識
の
勝
利
、
論
理
の
軽
業
、
あ
や
つ
り
、
哲
学

の
煩
潰
繊
微
、
科
学
の
無
限
な
る
穿
究
、
此
等
は
只
だ
吾
人
を
変
へ
て
、
思
考
す
る
器
械
た
ら
し
む
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
な
り
と
せ
ば
、

フ
レ
ー
ベ
ル
及
び
ヘ
ル
バ
ル
ド
の
教
育
法
も
、
若
し
此
等
が
吾
人
の
目
に
あ
る
眼
鏡
に
過
ぎ
ず
し
て
、
活
け
る

器
関
た
ら
ず
ば
、
果
た
し
て
何
の
利
す
る
処
か
あ
る
。
」
(
「
我
が
教
育
の
欠
陥
」
『
随
想
録
』
一
九
O
七
)

い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
道
徳
教
育
あ
る
い
は
人
格
教
育
に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は

畢
寛
何
の
益
か
あ
る
。

以
上
、

後
の
時
代
の
指
導
者
に
お
い
て
も
変
わ
り
な
い
。
安
井
て
つ
(
東
京
女
子
大
第
二
代
学
長
)
も
、

日
本
の
教
育
が
形
式
に
囚
わ
れ
て
い

る
点
が
多
く
、
ま
た
知
的
教
育
に
偏
し
て
お
り
、
人
間
と
し
て
の
教
育
を
軽
ん
じ
る
傾
向
が
あ
る
点
を
指
摘
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
基

づ
く
人
格
教
育
を
強
調
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
市
村
与
一

(
金
城
学
院
)
は
、

一
九
三
四
年
(
昭
和
四
年
)
七
月
二
六

1
三
O
日
の

基
督
教
教
育
同
盟
夏
期
学
校
の
主
題
講
演
で
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
こ
そ
真
の
教
育
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
「
聖
書
に
よ
っ
て
人
間
性
を

キャンパスにおける礼拝、その充実

開
拓
し
な
け
れ
ば
、
即
ち
神
の
前
に
各
自
の
使
命
を
自
覚
せ
し
め
、
全
力
を
あ
げ
て
そ
れ
の
実
現
に
努
力
す
る
点
に
教
育
が
出
発
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
。

三
、
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
が
直
面
す
る
課
題

先
人
が
警
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
つ
つ
示
唆
し
た
キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
課
題
と
方
向
が
過
去
の
も
の
と
は
思
わ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
今
日

の
教
育
は
、
道
徳
教
育
も
人
格
教
育
も
成
り
立
ち
難
い
深
刻
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
れ
は
霊
的
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
根
本
的

に
は
罪
の
問
題
で
あ
る
。
自
己
の
欲
望
の
奴
隷
(
ロ

I
マ
六
・
一
七
)
と
な
り
、
自
己
を
肯
定
で
き
ず
、
自
己
の
存
在
の
意
味
を
見
出
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し
え
ず
、
生
き
る
力
を
喪
失
し
て
い
る
。
自
己
を
支
え
、
自
己
を
生
か
す
霊
的
な
支
え
を
喪
失
し
て
い
る
。
聖
書
的
に
言
え
ば
、
罪
の

144 

故
に
「
神
の
栄
光
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
」
(
ロ

l
マ
三
・
二
一
二
)
状
態
で
あ
り
、
「
命
の
息
」
が
吹
き
入
れ
ら
れ
る
前
の
「
土

の
ち
り
」
と
し
て
の
姿
(
創
世
記
二
・
七
)
、
あ
る
い
は
、

エ
ゼ
キ
エ
ル
書
的
に
言
え
ば
、
「
枯
れ
た
骨
」

の
姿
で
あ
る

(
三
七
章
)
。

「
聖
学
院
大
学
の
理
念
」
は
上
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
霊
的
次
元
の
問
題
と
の
取
り
組
み
を
目
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
、
我
々
の
教
育
的
力
量
に
依
存
す
る
教
育
で
は
な
く
、
礼
拝
に
お
け
る
福
音
の
力
に
依
存
す
る
教
育
を
示
唆
し
て
い
る
。
創
世
記

一
一
・
七
は
人
を
生
か
す
「
命
の
息
」
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
も
枯
れ
た
骨
を
再
び
生
か
す
預
言
の
言
葉
を
示
唆
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
人
へ
の
手

紙
は
、
「
す
べ
て
信
じ
る
者
に
、
救
い
を
得
さ
せ
る
神
の
力
」
と
し
て
の

「
福
音
」
を
示
唆
し
て
い
る
(
一
・
二
ハ
)
。
そ
れ
は
、
私
た

ち
を
神
の
前
に
立
た
せ
、
罪
を
赦
し
、
神
の
前
に
平
安
を
得
さ
せ
る
力
で
あ
る

(ロ

l
マ
五
章
一
節
以
下
)
。

「
聖
学
院
大
学
の
理
念
」
が
示
唆
す
る
礼
拝
は
、
そ
の
よ
う
に
人
を
生
か
し
支
え
る
福
音
が
指
し
示
さ
れ
る
場
で
あ
る
。
従
っ
て
、
通

常
期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
宗
教
的
情
操
を
酒
養
す
る
た
め
の
場
で
は
な
い
。
若
人
が
福
音
の
息
吹
に
触
れ
、
彼
ら
の
魂
が
神
と
の

交
わ
り
へ
と
回
復
さ
れ
る
礼
拝
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
福
音
に
生
き
る
共
同
体
の
形
成

「
聖
学
院
大
学
の
理
念
」
が
「
聖
書
と
宗
教
改
革
が
証
し
す
る
福
音
」
と
い
う
時
に
見
て
い
る
も
の
は
、
常
に
新
し
く
福
音
に
よ
っ
て

生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
の
姿
で
あ
る
。
聖
書
に
聞
き
、
真
実
に
宗
教
改
革
の
伝
統
に
生
き
る
礼
拝
に
は
、
も
は
や
福
音
を

必
要
と
し
な
い
ほ
ど
に
聖
人
に
達
し
た
と
主
張
で
き
る
者
は
い
な
い
。
ル
タ

i
は
記
し
て
い
る
。
「
私
た
ち
の
主
で
あ
り
師
で
あ
る
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
『
悔
い
改
め
よ
・
・
・
』
(
マ
タ
イ
四
・
一
七
)
と
言
わ
れ
た
と
き
、
彼
は
信
ず
る
者
の
全
生
涯
が
悔
い
改
め
で



あ
る
こ
と
を
欲
し
た
も
う
た
の
で
あ
る
」
(
『
九
五
ヶ
条
の
提
題
』
第
一
条
)
。
パ
ウ
ロ
も
罪
の
惨
め
さ
の
中
で
次
の
よ
う
に
叫
ん
で
い
る
。

わ
た
し
を
救
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
」

(ロ

i
マ
七
・
二
四
)
と
。
彼
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
。
「
『
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
は
、
罪
人
を
救
う
た
め
に
こ
の
世
に

「
わ
た
し
は
、
な
ん
と
い
う
み
じ
め
な
人
間
な
の
だ
ろ
う
。
だ
れ
が
、
こ
の
死
の
か
ら
だ
か
ら
、

き
て
下
さ
っ
た
』
と
い
う
言
葉
は
、
確
実
で
、

そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、

そ
の
罪
人
の
か
し
ら
な
の

で
あ
る
」
(
第
二
ア
モ
テ
一
・
一
五
)
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
福
音
に
耳
を
傾
け
つ
つ
神
を
礼
拝
す
る
と
き
、
私
た
ち
教
育
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
課
題
を
背
負
っ
て
い
る
学
生

た
ち
を
断
罪
す
る
立
場
に
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、

パ
ウ
ロ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
も
自
己
の
惨
め
さ
を
知
っ
て
叫
ば
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
教
育
者
は
、
学
生
を
上
か
ら
導
く
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
彼
ら
も
背
負
っ
て

い
る
同
じ
課
題
を
彼
ら
に
先
ん
じ
て
取
り
組
む
者
と
し
て
礼
拝
す
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
聖
学
院
大
学
の
礼
拝
は
、
学
生
に
神
礼
拝

そ
こ
に
集
う
者
が
自
ら
の
足
り
な
さ
を
慰
め
ら
れ
力
づ
け
ら
れ
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

を
強
い
る
場
所
で
は
な
く
、

キャンパスにおける礼拝、その充実

聖
学
院
大
学
の
教
育
は
、
こ
こ
で
の
慰
め
と
力
を
指
し
示
す
教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
霊
的
次
元
の
成
熟
を
柱
と
し
た
全
体
的

な
人
間
形
成
」
は
、
福
音
が
語
ら
れ
る
礼
拝
に
お
け
る
可
能
性
な
の
で
あ
る
。

(二

O
O
五
年
二
月
二
四
日
、
全
学
礼
拝
懇
談
会
)
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