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祈
り
に
よ
る
共
同
体
形
成

植
村
正
久
の
理
解
を
中
心
と
し
て

松

本

周

は
じ
め
に

二
一
世
紀
の
教
会
は
共
同
体
形
成
に
ど
の
よ
う
に
し
て
奉
仕
す
る
の
か
、
ま
た
日
本
基
督
教
団
を
伝
道
的
に
ど
の
よ
う
に
形
成
す
る

の
か
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
植
村
正
久
の
「
祈
り
」
に
関
す
る
諸
著
作
か
ら
学
び
つ
つ
、「
志
」
の
喪
失
、『
霊
性
の
危
機
』
の
問
題
、

そ
し
て
同
時
代
意
識
と
伝
道
者
た
ち
の
同
志
的
結
合
へ
の
道
筋
を
確
認
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

一

聖
霊
を
受
け
て
伝
道
す
る

上
述
し
た
私
た
ち
の
問
題
意
識
に
い
わ
ば
直
截
に
呼
応
す
る
、「
日
本
伝
道
論
」
と
題
す
る
植
村
の
文
章
が
あ
り
ま
す
。

余
輩
が
今
日
本
に
伝
道
せ
ん
と
す
る
に
あ
た
り
、
霊
な
る
賜
を
上
帝
よ
り
受
く
る
の
切
要
な
る
こ
と
既
に
か
く
の
ご
と
し
、
蓋
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し
吾
人
は
天
性
霊
な
る
才
力
を
も
っ
て
世
に
生
ま
れ
た
る
者
な
り
。
こ
れ
を
も
っ
て
す
る
と
き
は
能
く
神
霊
の
事
を
悟
り
、
能
く

心
霊
の
事
を
愛
し
、
ま
た
能
く
人
の
霊
な
る
才
能
を
動
か
し
て
、
す
で
に
わ
が
感
じ
た
る
と
こ
ろ
を
感
ぜ
し
む
る
こ
と
を
得
べ
し
。

ド
イ
ツ
の
ネ
ア
ン
ダ
ー
曰
く
、
神
の
霊
（
プ
ニ
ュ
ー
マ
）
は
人
の
霊
（
プ
ニ
ュ
ー
マ
）
に
符
合
せ
り
。
人
の
霊
は
神
の
化
育
を
受

け
て
こ
れ
を
人
性
の
全
部
に
推
し
広
む
る
に
適
し
、
且
つ
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ん
た
め
に
預
定
せ
ら
れ
た
る
な
り
と

（
１
）

。

伝
道
に
あ
た
っ
て
、
神
か
ら
の
霊
の
賜
物
を
受
け
る
こ
と
「
切
要
」
で
あ
る
。
神
の
霊
が
、
人
の
霊
を
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
伝

道
が
実
現
す
る
こ
と
を
植
村
は
語
り
ま
す
。
こ
の
背
景
に
は
後
述
す
る
、
植
村
自
身
の
原
体
験
と
も
い
え
る
出
来
事
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
者
が
皆
無
で
あ
っ
た
地
に
最
初
の
信
仰
者
が
起
こ
さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
出
来
事
か
、
教
会
の
無
い
地
に
教

会
が
最
初
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
ど
う
し
た
ら
生
じ
る
の
か
。

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
次
の
文
章
に
は
、
そ
の
次
第
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
五
年
正
月
（
旧
暦
）
バ
ラ
氏
に
乞
う
て
、
西
洋
人
の
な
す
が
ご
と
く
、
初
週
の
祈
祷
会
を
開
け
り
。
こ
れ
日
本
国
に
お
い

て
、
祈
祷
会
を
催
す
の
初
め
な
り
。
こ
れ
を
開
く
の
日
、
バ
ラ
氏
は
い
か
な
る
こ
と
を
感
じ
た
り
け
ん
、
壁
上
の
黒
板
に
イ
ザ
ヤ

三
十
二
章
十
五
節
の
一
句
を
取
り
、
聖
霊
の
そ
そ
が
る
る
云
々
の
文
字
を
記
し
、
使
徒
行
伝
を
開
講
し
、
最
も
熱
心
に
ペ
ン
テ
コ

ス
テ
の
章
を
説
明
せ
り
。
会
す
る
者
お
よ
そ
三
十
名
、
今
ま
で
祈
祷
の
声
を
発
す
る
こ
と
な
か
り
し
甲
祈
り
、
乙
こ
れ
に
次
ぎ
、

或
い
は
泣
き
、
或
い
は
叫
び
て
祈
り
す
る
も
の
互
い
に
前
後
を
争
う
が
ご
と
く
に
て
あ
り
き
、
バ
ラ
氏
は
予
て
伝
え
聞
き
た
る
リ

バ
イ
バ
ル
の
こ
と
を
羨
み
、
親
し
く
そ
の
時
節
に
遇
う
こ
と
も
が
な
と
希
望
せ
し
こ
と
の
な
き
に
あ
ら
ざ
り
し
が
、
面
り
に
一
大

リ
バ
イ
バ
ル
を
見
た
る
心
地
せ
り
と
い
う
。
蓋
し
未
だ
バ
プ
テ
ス
マ
も
受
け
し
こ
と
な
く
、
公
然
祈
り
を
な
せ
し
こ
と
な
く
、
そ
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の
間
際
ま
で
は
い
か
な
る
宗
教
思
想
を
抱
き
つ
つ
あ
る
や
を
知
ら
ざ
り
し
数
名
の
少
年
が
、
俄
然
自
ら
希
望
し
て
か
か
る
有
様
に

立
ち
至
り
し
も
の
な
る
を
も
っ
て
、
そ
の
驚
愕
一
方
な
ら
ず

（
２
）

。

植
村
は
聖
霊
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
祈
り
」
が
生
起
し
、
教
会
が
誕
生
し
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
ま
す
。
祈
り
に
お
い
て
「
神

の
霊
（
プ
ニ
ュ
ー
マ
）
は
人
の
霊
（
プ
ニ
ュ
ー
マ
）
に
符
合
」
し
ま
す
。
こ
う
し
た
植
村
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
、「
霊
性
の
危
機
」

と
は
「
祈
り
の
喪
失
」
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
ま
た
「
祈
り
の
復
興
」
に
よ
り
神
の
霊
が
人
の
霊
を
捉
え
、
教

会
が
誕
生
す
る
す
な
わ
ち
伝
道
が
推
進
す
る
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
伝
道
と
は
聖
霊
に
よ
っ
て
人
の
内
に
祈
り
が
引
き
起

こ
さ
れ
、
信
仰
者
が
創
造
さ
れ
、
教
会
が
生
ま
れ
る
出
来
事
な
の
で
す
。

二

キ
リ
ス
ト
教
的
祈
り
の
特
質

植
村
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
祈
り
」
が
、
日
本
に
そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
他
宗
教
の
「
祈
願
」
と
は
異
な
る
こ
と
を
明
確
に
理
解
し
て
い

ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
の
特
質
は
、
①
神
と
の
人
格
的
関
係
、
②
神
人
関
係
か
ら
世
界
政
策
へ
の
展
開
、
こ
の
二
つ
に
ま
と
め

ら
れ
ま
す

（
３
）

。

「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
祈
る
も
の
を
求
む
。
祈
り
を
聴
か
る
る
人
格
的
の
神
で
あ
る
。
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
は
全
く
神
の
観
念
に

お
い
て
相
違
し
て
居
る

（
４
）

」。
こ
れ
が
植
村
に
お
け
る
祈
り
理
解
で
す
。
人
格
関
係
が
崩
れ
る
と
「
甲
の
極
端
は
人
を
し
て
、
余
り
に
甚

だ
し
く
神
に
服
従
せ
し
め
、
乙
の
極
端
は
、
神
を
し
て
全
く
人
の
祈
り
に
服
従
せ
し
め
ん
と
欲
す

（
５
）

」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
前
者

は
神
に
よ
る
人
間
の
非
人
格
化
で
あ
り
、
後
者
は
人
間
に
よ
る
神
の
道
具
化
に
よ
っ
て
人
格
関
係
が
喪
失
さ
れ
ま
す
。
ま
た
次
の
よ
う
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に
も
述
べ
ま
す
。「
神
は
霊
な
れ
ば
之
を
拝
す
る
も
の
も
霊
と
眞
と
を
以
て
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
霊
を
以
て
と
は
神
は
人
格
で
あ
る
か
ら

ふ

じ
ゅ

之
を
人
格
的
に
取
り
扱
は
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
。
宗
教
は
霊
性
と
霊
性
と
の
関
係
で
あ
る
。
心
と
心
と
の
契
合
で
あ
る
。
巫
呪

幻
術
の
如
く
、
決
し
て
機
械
的
の
手
段
を
以
て
行
は
る
る
も
の
で
無
い
。
精
神
的
に
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
徒
に
一
心
不
乱
凝
り
固
ま
り

た
れ
ば
と
て
礼
拝
に
は
な
ら
ぬ

（
６
）

」。
神
ま
た
は
人
間
が
、
相
互
に
対
象
を
「
機
械
的
の
手
段
を
以
て
」
す
な
わ
ち
非
人
格
的
に
取
り
扱

う
こ
と
が
否
定
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
は
「
妖
術
的
祈
祷
と
称
す
る
も
の
あ
り
。
こ
れ
は
祈
り
を
も
っ
て
あ
た
か
も
一
つ
の
魔
法
の
ご
と

く
看
做
し
、
機
械
的
に
利
益
を
収
め
得
べ
し
と
な
す
の
迷
信
な
り
。
或
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
こ
の
迷
信
に
溺
れ
居
る
な
り

（
７
）

。」
願
望
成

就
の
道
具
に
堕
し
、
人
格
交
流
の
存
し
な
い
祈
り
を
植
村
は
断
固
拒
否
し
ま
す
。

人
格
的
関
係

（
８
）

に
お
け
る
祈
り
と
は
「
人
の
霊
魂
が
現
に
在
す
神
と
談
話
す
る
こ
と

（
９
）

」
で
あ
り
、「
心
の
誠
表
面
に
現
は
れ
て
祈
り
と

い

の

は
な
る
。
即
ち
齋
み
宣
る
の
義
、
神
に
向
か
ひ
て
信
仰
的
の
談
話
を
試
る
こ
と
で
あ
る
。
霊
な
る
生
命
発
露
し
て
、
神
と
思
ひ
を
交
へ
、

情
感
を
通
は
せ
志
を
述
ぶ
る
が
祈
り
で
あ
る
。
独
語
す
る
の
で
は
無
い
。
余
念
な
く
会
話
す
る
に
あ
る

（
１０
）

」
と
さ
れ
ま
す
。「
わ
が
胸
中

に
理
会
せ
ざ
る
所
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
そ
の
道
に
堪
能
な
る
人
に
問
う
。
わ
が
徳
到
ら
ざ
る
所
あ
り
、
過
ち
を
改
む
る
こ
と
困
難
な
る
時

は
、
こ
れ
を
先
覚
の
君
子
に
訴
え
て
助
け
を
乞
う
こ
と
な
り
。
人
間
の
こ
と
に
し
て
、
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ば
、
こ
れ
と
同
様
な
る
感

化
、
神
と
人
と
の
間
に
起
る
ま
じ
き
理
あ
る
べ
か
ら
ず

（
１１
）

」。
し
た
が
っ
て
祈
り
は
、
神
の
決
定
に
人
間
が
黙
従
す
る
こ
と
で
も
、
人
間

に
よ
る
神
操
縦
で
も
な
く
霊
的
「
談
話
」
を
通
じ
、
神
の
意
志
に
人
間
が
「
感
化
」
さ
れ
、
人
間
が
神
の
意
志
を
「
理
会
」
す
べ
き
こ

と
と
主
張
さ
れ
ま
す
。
植
村
は
祈
り
に
お
け
る
相
互
対
話
、
人
格
関
係
を
強
調
し
ま
す
。

次
に
祈
り
に
よ
る
世
界
政
策
に
つ
い
て
、
植
村
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
観
ま
す
。

聖
国
を
来
た
ら
せ
た
ま
え
。
聖
名
を
崇
め
さ
せ
た
ま
え
、
聖
慮
の
天
に
行
わ
る
る
ご
と
く
地
に
も
お
こ
な
わ
れ
し
め
た
ま
え
と
。
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キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
は
か
く
の
ご
と
く
大
い
な
る
事
を
企
図
し
、
雄
偉
高
尚
な
る
計
画
に
同
情
を
表
し
、
神
と
共
に
働
き
て
こ

の
目
的
を
達
せ
ん
こ
と
を
望
む
も
の
な
り
。
そ
の
事
す
で
に
偉
な
り
。
こ
れ
を
思
い
、
こ
れ
が
た
め
に
喜
び
、
或
い
は
こ
れ
が
た

め
に
概
し
て
、
意
衷
を
神
に
聞
こ
え
、
切
に
そ
の
助
け
を
乞
う
。
天
下
の
快
事
何
も
の
か
こ
れ
に
勝
ら
ん
。
こ
の
祈
り
は
宇
宙
の

一
勢
力
と
な
り
て
非
常
な
る
効
用
を
な
す
な
り
。
ま
た
そ
の
う
ち
に
発
表
せ
ら
れ
た
る
大
思
想
は
人
類
の
教
育
と
な
り
て
非
常
な

る
力
あ
る
も
の
な
り

（
１２
）

。

こ
こ
に
お
い
て
祈
り
は
、
被
造
世
界
全
体
に
対
す
る
神
の
意
図
を
、
人
格
的
対
話
を
通
し
て
人
間
が
聞
き
と
り
、
そ
の
実
現
の
た
め

に
世
界
へ
と
働
き
か
け
て
い
く
、
一
大
事
業
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
祈
り
の
有
す
る
、
壮
大
な
宇
宙
論
的
展
望
を
ふ
ま
え
て
、

植
村
は
「
祈
り
は
世
界
の
大
法
な
り

（
１３
）

」
と
語
る
の
で
す
。
全
宇
宙
を
対
象
と
す
る
、
神
の
救
済
意
志
が
祈
り
の
う
ち
に
示
さ
れ
る
か
ら

で
す
。

へ
り
く
だ

神
の
救
済
意
志
と
、
人
間
の
意
図
・
意
志
の
一
致
こ
そ
、
植
村
に
お
け
る
「
志
」
概
念
の
根
本
で
す
。「
志
を
遜
る
と
は
、
其
の
心

い
え
ど

を
卑
遜
に
し
て
、
有
り
と
雖
も
未
だ
有
ら
ざ
る
が
如
く
す
る
の
で
あ
る
。
自
ら
未
成
品
た
る
こ
と
を
意
識
し
、
其
の
積
り
で
万
事
を
計

画
し
、
少
し
も
現
状
に
安
ん
ず
る
所
が
な
い
。
所
謂
謙
虚
益
を
受
く
る
の
で
あ
る

（
１４
）

」。
こ
こ
で
は
救
済
史
上
の
中
間
時
に
あ
る
人
間
と

い
う
自
己
理
解
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
の
救
済
目
的
を
人
は
完
全
に
は
把
握
し
得
な
い
が
故
に
、
祈
り
に
よ
っ
て
聖
旨
を

求
め
、
ま
た
自
ら
の
中
間
時
的
な
未
成
性
を
自
覚
す
る
と
き
「
謙
虚
」
と
い
う
信
仰
的
徳
性
が
涵
養
さ
れ
ま
す
。

な
お
植
村
の
「
志
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
思
想
史
的
観
点
か
ら
理
解
し
て
、
彼
の
旗
本
と
し
て
の
出
自
や
武
士
道
論
と
接
続
さ
せ

る
議
論
が
あ
り
ま
す

（
１５
）

が
、
祈
り
に
つ
い
て
述
べ
る
植
村
の
文
章
で
「
志
」
が
語
ら
れ
る
と
き
に
は
、
神
の
志
�
御
心
を
人
間
が
知
り
、

生
き
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
キ
リ
ス
ト
者
の
祈
り
に
は
こ
の
志
を
立
つ
る
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
。

祈りによる共同体形成
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つ
つ

讃
美
、
感
謝
、
懺
悔
、
謝
罪
皆
志
を
興
す
ま
で
に
徹
底
し
て
至
ら
ね
ば
役
に
立
た
ぬ
。
要
す
る
に
粛
し
み
て
神
の
志
を
観
、
何
事
も
こ

れ
に
従
わ
ん
と
欲
す
る
が
祈
り
の
本
旨
で
あ
る

（
１６
）

」
と
い
う
よ
う
に
で
す
。
ま
た
「
悔
改
め
は
立
志
発
心
の
意
味
に
て
…
…
已
往
の
生
活

の
浅
ま
し
く
罪
悪
に
満
ち
た
る
を
思
い
、
こ
こ
に
意
を
決
し
て
神
に
行
か
ん
と
す
る
向
上
心
な
り
。
神
の
子
た
る
の
位
置
を
確
か
に
し
、

こ
れ
を
実
現
せ
ん
と
志
す

（
１７
）

」、「
わ
が
志
す
と
こ
ろ
神
の
意
志
に
あ
ら
ざ
る
を
覚
ら
ば
、
惜
し
気
も
な
く
断
じ
て
こ
れ
を
捨
つ
。
…
…
祈

り
は
キ
リ
ス
ト
者
が
神
に
よ
り
て
志
を
磨
き
、
そ
の
同
志
と
な
り
て
、
進
退
す
る
の
機
関
で
あ
る

（
１８
）

」
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
「
志
」
と
は
、
祈
り
を
通
し
て
人
間
の
意
志
が
神
の
意
志
に
合
致
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
現
代
に
お
い
て
、
植
村
の
説
い
た
「
志
」
を
回
復
し
、
伝
道
者
の
同
志
的
結
合
を
目
指
す
際
、
な
に
よ
り
も
「
祈
り
に

お
い
て
神
の
志
を
得
心
す
る
」
と
い
う
姿
勢
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
自
ら
の
力
で
は
志
を
一
つ
に
集
め
る
こ
と
適
わ
な
い
者
た
ち
で
す
。

そ
こ
に
私
た
ち
の
罪
の
姿
が
現
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
植
村
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
悔
改
め
は
立
志
発
心
」
で
あ
り
「
意
を
決
し
て
神

に
行
か
ん
と
す
る
向
上
心
」
を
与
え
ら
れ
、「
神
の
子
た
る
の
位
置
を
確
か
に
し
、
こ
れ
を
実
現
せ
ん
と
志
す
」
こ
と
は
祈
り
に
よ
っ

て
導
か
れ
ま
す
。

祈
り
に
よ
り
神
と
志
を
同
じ
く
さ
れ
た
同
志
と
し
て
立
ち
、
神
の
志
を
我
ら
が
志
と
す
る
集
団
と
し
て
、
伝
道
者
が
こ
の
時
代
に
結

集
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
願
い
ま
す
。「
我
が
身
我
が
家
の
こ
と
を
始
め
と
し
、
人
の
こ
と
国
の
有
様
世
界
の
出
来
事
な
ど
総
て
に
就
き

て
神
の
意
旨
如
何
ん
其
の
期
待
せ
ら
る
る
こ
と
喜
ば
る
る
こ
と
好
ま
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
如
何
ん
と
深
く
思
ひ
廻
ら
す
な
ら
ば
、
自
ら
聖

霊
の
言
ひ
難
き
祈
り
に
も
参
り
、
歓
喜
、
憂
苦
、
希
望
、
切
な
る
願
ひ
、
天
に
達
す
る
の
向
上
心
、
世
界
を
包
容
す
る
の
志
な
ど
心
胸

に
溢
れ
来
り
て
祈
り
は
潔
き
泉
の
岩
の
下
よ
り
迸
り
出
る

（
１９
）

」
と
の
経
験
を
共
に
積
み
重
ね
た
く
願
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
祈
り
の
同
志
集

団
が
聖
霊
に
導
か
れ
つ
つ
、
新
教
会
建
設
す
な
わ
ち
伝
道
政
策
と
、
世
界
を
包
容
す
る
宣
教
政
策
と
の
志
を
与
え
ら
れ
て
い
き
た
い
と

思
う
の
で
す
。
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三

遣
わ
さ
れ
た
場
に
お
い
て

植
村
の
著
作
を
通
し
、
祈
り
の
必
要
性
と
重
要
性
を
確
認
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
教
会
的
な
実
践
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ

い
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
遣
わ
さ
れ
た
場
で
の
祈
り
の
生
活
に
つ
い
て
、
課
題
に
つ
い
て
、
述
べ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

兼
務
担
任
教
師
と
し
て
遣
わ
さ
れ
て
い
る
上
尾
使
徒
教
会
は
、
創
立
記
念
日
が
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
上
尾
使
徒

教
会
と
し
て
最
初
の
礼
拝
を
守
っ
た
の
が
一
九
七
〇
年
の
聖
霊
降
臨
日
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
、
毎
年
の
移
動
祝
日
と
し
て
創
立
記

念
日
を
祝
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
日
本
最
初
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
成
立
の
出
来
事
、
ま
た
「
使
徒
行
伝
」
に
名
称
が
由
来

す
る
教
会
と
し
て
、
祈
り
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
教
会
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
歩
ん
で
い
ま
す
。
毎
月
一
回
、
礼
拝
後
た
だ
ち
に

（
誰
も
席
を
立
つ
こ
と
な
く
）
行
わ
れ
る
信
仰
問
答
祈
祷
会
で
は
、「
今
ま
で
祈
祷
の
声
を
発
す
る
こ
と
な
か
り
し
甲
祈
り
、
乙
こ
れ
に

次
ぎ
」
と
の
出
来
事
を
追
体
験
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
主
の
ご
計
画
を
見
上
げ
、
そ
の
実
現
に
心
躍
ら
せ
る
信
仰
が
形
造
ら
れ
て

い
き
ま
す
。

上
尾
使
徒
教
会
と
聖
学
院
教
会
と
は
同
じ
上
尾
市
内
に
立
地
す
る
教
会
と
し
て
、
一
〇
年
以
上
に
わ
た
り
合
同
研
修
会
を
積
み
重
ね

て
き
ま
し
た
。
当
初
は
両
教
会
牧
師
間
の
信
頼
関
係
か
ら
出
発
し
ま
し
た
が
、
両
教
会
の
牧
師
交
代
を
経
て
な
お
関
係
を
継
続
発
展
さ

せ
て
き
ま
し
た
。
三
年
前
か
ら
は
伝
道
協
力
・
協
力
伝
道
の
実
り
と
し
て
、
東
京
神
学
大
学
の
夏
期
伝
道
実
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
共
同
で

実
施
し
て
い
ま
す
。
旧
教
派
的
伝
統
を
異
に
し
つ
つ
も
両
教
会
が
志
を
同
じ
く
し
て
歩
め
る
の
は
、「
教
団
信
仰
告
白
」
に
よ
る
一
致

が
、
祈
り
を
通
じ
て
生
き
た
同
志
的
結
合
へ
と
導
か
れ
て
い
る
故
で
す
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
両
教
会
が
密
接
に
関
わ
り
を
有
す
る
キ
リ

祈りによる共同体形成
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ス
ト
教
学
校
、
学
校
法
人
聖
学
院
へ
の
執
り
成
し
の
祈
り
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。「
聖
学
院
大
学
の
理
念
」
第
四
条
に
は
次
の
よ
う
に

あ
り
ま
す
。

本
大
学
は
、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
及
び
そ
の
信
仰
的
、
文
化
的
、
教
育
的
貢
献
に
連
な
る

と
と
も
に
、
そ
の
労
苦
と
苦
心
の
経
験
に
虚
心
に
学
び
、
そ
の
信
仰
、
文
化
、
教
育
活
動
の
新
し
い
進
展
の
た
め
に
努
力
し
、
日

本
社
会
に
対
し
新
た
な
指
標
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
福
音
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
会
の
協
力
を
仰
ぐ
と
と
も

に
、
と
り
わ
け
、
か
つ
て
の
聖
学
院
神
学
校
が
合
流
し
て
い
る
東
京
神
学
大
学
と
の
協
力
関
係
を
密
に
す
る
。
ま
た
、
広
く
内
外

の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
大
学
と
相
互
協
力
の
関
係
も
樹
立
す
る
。

こ
の
条
項
を
教
会
の
側
か
ら
捉
え
返
せ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
大
学
が
信
仰
に
固
く
立
ち「
日
本
社
会
に
対
し
新
た
な
指
標
を
打
ち
立
て
」

る
使
命
を
担
え
る
よ
う
に
祈
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

教
会
は
必
須
の
祈
祷
課
題
と
し
て
、
地
域
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
た
め
に
祈
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す

（
２０
）

。
二
〇
一
三
年
の
聖

学
院
大
学
ク
リ
ス
マ
ス
礼
拝
説
教
者
に
、
韓
国
・
長
老
会
神
学
大
学
校
総
長
の
金
明
容
先
生
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。
そ
の
際
に
印
象
的

な
こ
と
を
語
ら
れ
ま
し
た
。「
聖
学
院
大
学
の
チ
ャ
ペ
ル
は
、
他
と
違
う
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
る
。
礼
拝
堂
全
体
が
、
深
い
祈
り
に

満
た
さ
れ
た
空
間
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
ご
発
言
を
聞
い
て
私
が
思
い
ま
し
た
こ
と
は
、
聖
学
院

大
学
チ
ャ
ペ
ル
が
、
聖
学
院
教
会
の
主
日
礼
拝
の
場
で
も
あ
る
こ
と
の
意
義
深
さ
で
し
た
。
教
会
の
祈
り
が
大
学
を
霊
的
に
支
え
て
い

る
事
実
を
、
金
総
長
は
実
に
的
確
な
言
葉
で
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た

（
２１
）

。

祈
る
共
同
体
を
通
し
て
新
し
い
現
実
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
経
験
を
通
し
て
、
祈
る
共
同
体
の
形
成
は
私
の
周
囲
に
お
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い
て
同
労
者
や
次
世
代
に
と
拡
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

同
じ
地
域
に
、
具
体
的
に
は
同
じ
教
区
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る
、
同
世
代
の
伝
道
者
が
集
ま
り
「
関
東
伝
道
を
祈
る
会
」
が
始
ま
り
ま

し
た
。
共
に
礼
拝
し
、
各
々
の
教
会
の
状
況
を
報
告
し
て
祈
り
合
い
、
そ
し
て
学
び
の
時
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
仲
間
が
与

え
ら
れ
た
こ
と
を
心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。

ま
た
教
会
青
年
が
集
う
「
ア
ジ
ア
宣
教
を
祈
る
会
」
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
年
六
回
の
ペ
ー
ス
で
平
日
夜
に
、
都
内

諸
教
会
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
会
の
趣
旨
に
は
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
教
会
交
流
、
キ
リ
ス
ト
教
団
体
の
活
動
は
既
に
数

多
く
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
な
ど
学
術
的
な
会
も
持
た
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
の
会
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
与
え
ら
れ
た
の

は
、
よ
り
日
常
的
な
営
み
と
し
て
ア
ジ
ア
宣
教
を
覚
え
て
祈
り
、
神
の
国
を
共
に
目
指
す
、
教
会
的
な
交
わ
り
を
と
願
っ
た
こ
と
か
ら
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
集
う
こ
と
を
通
し
て
新
た
な
つ
な
が
り
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
各
々
の
活
動
の
情
報
交
換
も
な
さ
れ
て
い
け
ば
と
願
っ

て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。「
祈
る
会
」
と
し
て
何
よ
り
も
祈
り
が
会
の
中
心
に
あ
る
こ
と
を
心
強
く
、
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
驚
か

さ
れ
た
の
は
一
日
の
仕
事
を
終
え
て
か
ら
、
祈
る
た
め
に
教
会
青
年
が
一
生
懸
命
集
ま
っ
て
く
る
と
い
う
事
実
で
し
た
。
そ
し
て
祈
り

を
合
わ
せ
た
後
で
輝
い
た
表
情
に
な
っ
て
、
あ
る
参
加
者
は
一
時
間
以
上
か
か
る
帰
路
へ
着
き
ま
す
。
各
教
会
の
祈
祷
会
に
は
時
間
が

合
わ
な
か
っ
た
り
、
他
の
世
代
の
参
加
者
と
話
が
合
わ
な
か
っ
た
り
で
、
な
か
な
か
参
加
に
至
っ
て
い
な
い
青
年
た
ち
も
、
祈
り
へ
の

求
め
は
深
く
切
実
に
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

日
常
生
活
の
中
に
祈
り
が
あ
る
。
祈
り
の
日
常
性
と
い
う
こ
と
は
韓
国
・
セ
ム
ナ
ン
教
会
と
長
老
会
神
学
大
学
校
と
の
交
流
か
ら
、

私
が
最
も
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
し
た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
教
派
を
問
わ
ず
ほ
と
ん
ど
の
韓
国
の
教
会
で
は
「
早
天
祈
祷
会
」
が
持
た
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
吉
善
宙
（
キ
ル
・
ソ
ン
ジ
ュ
）
牧
師
に
よ
り
平
壌
で
始
め
ら
れ
、
そ
れ
が
一
九
〇
七
年
リ
バ
イ
バ
ル
の
出
発
点
に

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
平
壌
は「
東
洋
の
エ
ル
サ
レ
ム
」と
称
さ
れ
る
ほ
ど
教
会
と
神
学
校
の
集
ま
る
キ
リ
ス
ト
教
会
の
中
心
地
に
な
っ
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た
の
で
す
。
そ
し
て
現
代
の
韓
国
青
年
も
よ
く
祈
り
ま
す
。
長
神
大
キ
ャ
ン
パ
ス
で
も
学
生
の
二
、
三
人
が
集
ま
っ
て
談
笑
し
て
い
る

と
思
う
と
、
次
に
は
そ
の
ま
ま
互
い
の
課
題
を
覚
え
て
祈
り
合
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
日
常
的
な
祈
り
の
姿
が
、
信
仰
生
活
の
原
動

力
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
覚
え
ま
す
。
そ
し
て
先
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
教
会
青
年
も
そ
の
よ
う
な
機
会
を
真
摯
に
求
め
て
い

る
の
で
す
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
て
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、「
祈
り
の
復
興
�
リ
バ
イ
バ
ル
」
を
訴
え
る
こ
と
は
、
反
神
学
的
で

あ
る
こ
と
、
非
理
性
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
せ
ん

（
２２
）

。
ま
た
昨
今
「
霊
性
」「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
こ
と
は
教
会
の
中

で
も
外
で
も
盛
ん
に
言
わ
れ
ま
す
が
、
教
会
が
そ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
は
ま
ず
、
植
村
祈
祷
論
の
筋
道
に
沿
っ
て
、
祈
り
に
よ
る

霊
性
の
回
復
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
締
め
括
り
に
植
村
の
一
文
を
引
用
し
ま
す
。

数
年
衰
え
居
た
る
祈
り
会
の
振
起
せ
ん
こ
そ
望
ま
し
け
れ
。
こ
れ
教
会
の
元
気
を
養
う
所
、
両
三
人
集
ま
れ
ば
我
も
必
ず
と
も

に
集
ま
ら
ん
と
仰
せ
ら
れ
た
る
主
の
恩
恵
優
渥
な
る
所
、
兄
弟
姉
妹
が
信
仰
の
経
験
を
交
換
し
、
相
親
し
み
て
一
致
協
力
す
る
の

精
神
を
振
作
す
る
所
な
り
。
ゆ
え
に
そ
の
盛
衰
は
教
会
の
有
様
に
最
も
大
い
な
る
関
係
を
有
す
る
と
言
う
を
俟
た
ず
。
そ
の
浮
沈

を
も
っ
て
教
会
の
精
神
上
に
お
け
る
冷
熱
を
計
る
べ
し
と
す
る
ほ
ど
の
関
係
あ
り

（
２３
）

。

二
一
世
紀
の
日
本
と
世
界
に
共
同
体
を
建
設
し
て
い
く
う
え
で
、
今
一
度
、
植
村
が
語
る
よ
う
な
仕
方
で
の
祈
り
の
復
興
を
も
っ
て

始
め
た
い
と
願
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
本
稿
は
、
第
三
七
回
教
団
２１
研
修
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹇
二
〇
一
五
年
一
月
二
六
日
、
於
�
鳥
居
坂
教
会
﹈
で
の
発
表
を
基
に
し
、
改
題

154



と
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。）

注

（
１
）
植
村
正
久
「
日
本
伝
道
論
」
明
治
一
六
年
『
植
村
正
久
著
作
集
６
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
七
年
、
三
七
四
頁
。

（
２
）
植
村
「
日
本
帝
国
最
首
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
」
明
治
二
十
五
年
『
著
作
集
６
』、
七
三
―
七
四
頁
。
引
用
文
中
の
イ
ザ
ヤ
書
三
二
章

一
五
節
に
は
「
つ
い
に
、
我
々
の
上
に
／
霊
が
高
い
天
か
ら
注
が
れ
る
。
荒
れ
野
は
園
と
な
り
／
園
は
森
と
見
な
さ
れ
る
。」（
新
共
同
訳
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
こ
う
し
た
「
祈
り
」
理
解
に
、
Ｐ
・
Ｔ
・
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
の
そ
れ
と
の
相
似
を
観
る
こ
と
も
で
き
る
。「『
祈
り
の
こ
こ
ろ
』
は
フ
ォ
ー
サ

イ
ス
の
信
仰
と
思
想
を
最
も
雄
渾
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
神
と
人
と
の
人
格
的
な
交
わ
り
と
し
て
の
祈
り
か
ら
は
じ
ま
る
。
人
格

関
係
を
強
調
す
る
と
自
分
に
重
点
が
置
か
れ
て
主
観
的
に
な
り
や
す
い
が
、
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
は
「
神
と
人
間
と
の
出
会
い
」
か
ら
、
そ
の

出
会
い
の
場
と
し
て
の
歴
史
へ
と
視
野
を
広
げ
、「
祈
り
の
世
界
」
が
雄
大
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。」（
ピ
ー
タ
ー
・
テ
イ
ラ
ー
・
・
フ
ォ

ー
サ
イ
ス
『
祈
り
の
こ
こ
ろ
』
大
宮
溥
訳
、
一
麦
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、「
訳
者
あ
と
が
き
」
一
七
七
―
一
七
八
頁
。）

（
４
）
植
村
正
久
「
神
の
弁
」
大
正
五
年
『
植
村
正
久
著
作
集
５
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
、
二
一
七
頁
。

（
５
）
植
村
正
久
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
」
明
治
二
十
六
年
『
著
作
集
５
』、
二
五
三
頁
。

（
６
）
植
村
正
久
『
祈
の
生
活
』
丁
未
出
版
社
、
大
正
十
三
年
六
版
（
初
版
・
大
正
八
年
）、
一
四
〇
頁
。

（
７
）
植
村
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
」『
著
作
集
５
』、
二
五
一
頁
。

（
８
）「
人
格
関
係
」
と
は
何
か
。
様
々
な
定
義
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
決
し
て
自
己
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
他
者

と
向
か
い
合
う
関
係
、
と
い
う
点
の
確
認
が
重
要
で
あ
る
。

（
９
）
植
村
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
」『
著
作
集
５
』、
二
四
三
頁
。

（
１０
）
植
村
『
祈
り
の
生
活
』、
一
七
〇
―
一
七
一
頁
。

（
１１
）
植
村
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
」『
著
作
集
５
』、
二
四
九
頁
。
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（
１２
）
植
村
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
」『
著
作
集
５
』、
二
四
八
頁
。

（
１３
）
植
村
正
久
『
霊
性
の
危
機
』
昭
和
二
三
年
、
警
醒
社
書
店
、
一
一
三
頁
。

（
１４
）
植
村
『
祈
り
の
生
活
』、
二
四
頁
。

（
１５
）
植
村
の
信
仰
思
想
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
初
に
「
志
」
に
注
目
し
た
の
は
石
原
謙
で
あ
り
、「
志
の
宗
教
」
と
植
村
を
評
し
て
い

る
（
石
原
謙
「
志
の
宗
教
」『
石
原
謙
著
作
集
第
十
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
四
四
一
―
四
四
九
頁
。
一
九
三
二
年
の
『
植
村
全

集
』
出
版
記
念
会
に
お
け
る
講
演
で
あ
る
）。
そ
し
て
植
村
が
信
仰
を
志
と
換
言
し
た
点
に
、
日
本
人
初
代
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
日
本

伝
統
に
対
す
る
態
度
を
見
、「
我
々
に
附
与
さ
れ
た
志
、
日
本
的
精
神
、
そ
れ
が
基
督
教
に
よ
り
拒
ま
れ
ず
に
、
却
て
、
そ
の
中
に
信
仰

が
伸
び
育
つ
と
こ
ろ
の
地
盤
を
見
出
す
」
さ
ら
に
は
「
我
々
が
基
督
を
知
る
以
前
に
、
既
に
神
は
日
本
人
を
顧
み
て
其
の
心
に
「
志
」
の

力
を
与
へ
ら
れ
た
」（
石
原
、
同
上
書
、
四
四
五
頁
）
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
日
本
精
神
文
化
の
伝
統
が
、
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
と
の
関
係
に
お
い
て
否
定
的
に
で
は
な
く
、
肯
定
的
に
受
容
さ
れ
る
筋
道
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
１６
）
植
村
「
志
と
信
仰
」（
大
正
八
）『
植
村
正
久
著
作
集
１
』
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
、
一
九
四
頁
。

（
１７
）
植
村
「
求
道
者
の
決
心
を
促
す
」（
明
治
四
一
）『
著
作
集
６
』、
二
七
二
頁
。

（
１８
）
植
村
「
志
と
信
仰
」『
著
作
集
１
』、
一
九
四
頁
。

（
１９
）
植
村
『
祈
り
の
生
活
』、
一
五
四
頁
。

（
２０
）
こ
の
こ
と
で
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
北
陸
学
院
と
石
川
県
諸
教
会
と
の
関
係
で
す
。
石
川
地
区
の
祈
祷
日
課
の
中
で
「
北
陸
学
院
の
た
め

に
祈
る
主
日
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
日
に
は
学
院
長
か
ら
諸
教
会
宛
に
書
簡
が
送
ら
れ
ま
す
。「
教
会
の
み
な
さ
ま
に
は
、
日
頃

よ
り
祈
り
の
支
援
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
感
謝
し
ま
す
。
今
後
も
北
陸
学
院
が
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
忠
実
に
歩
む
こ
と
が
で
き

ま
す
よ
う
祈
っ
て
支
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
教
会
と
学
校
が
結
び
合
わ
さ
れ
、
愛
す
る
こ
の
北
陸
の
地
に
、
主

の
ご
栄
光
が
い
よ
い
よ
豊
か
に
あ
ら
わ
さ
れ
ま
す
よ
う
に
と
祈
っ
て
い
ま
す
」。
二
〇
一
三
年
、
ち
ょ
う
ど
石
川
県
の
あ
る
教
会
に
出
席

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
日
が
、
北
陸
学
院
の
た
め
に
祈
る
主
日
で
し
た
。
礼
拝
後
こ
の
書
簡
が
朗
読
さ
れ
、
祈
り
の
と
き
が
持
た
れ
、
当
日

の
礼
拝
席
上
献
金
が
北
陸
学
院
へ
送
ら
れ
ま
し
た
。

（
２１
）
な
お
「
聖
学
院
大
学
の
理
念
」
第
二
条
に
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。「
本
大
学
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統

に
即
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
者
が
証
す
る
福
音
が
語
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
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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
」。
学
期
中
の
火
曜
か
ら
金
曜
に
行
わ
れ
る
全
学
礼
拝
も
チ
ャ
ペ
ル
で
行
わ
れ
て
い

る
。

（
２２
）
む
し
ろ
リ
バ
イ
バ
ル
の
最
中
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
れ
が
神
的
賜
物
で
あ
っ
て
、
人
間
の
所
有
物
で
な
い
こ
と
へ
の
神
学
的
反
省
は
肝
要
で

あ
る
と
考
え
る
。「
ポ
ロ
ポ
ロ
を
受
け
る
、
と
言
う
。
し
か
し
、
受
け
る
だ
け
で
、
持
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
い
け
な
い
と
い
う
よ
り
、
ポ

ロ
ポ
ロ
は
持
て
な
い
の
だ
。
持
っ
た
と
た
ん
、
ポ
ロ
ポ
ロ
は
死
に
、
ポ
ロ
ポ
ロ
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。」（
田
中
小
実
昌
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』

河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
七
頁
）
参
照
。
こ
こ
で
の
「
ポ
ロ
ポ
ロ
」
と
は
聖
霊
に
よ
る
賜
物
の
一
つ
を
指
し
て
い
る
。

（
２３
）
植
村
「
い
の
り
会
」
明
治
二
十
九
年
『
著
作
集
６
』、
三
〇
九
頁
。
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