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最
終
回
　�「
霊
に
お
け
る
会
話
」
の

�

で
き
る
場
と
し
て
の
教
会

　
司
教
年
頭
書
簡
を
読
ん
で
、
シ
ノ
ド
ス
的
教
会
と
は

な
ん
だ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら

発
展
し
て
感
じ
た
こ
と
を
書
き
ま
す
。

　
私
が
大
学
院
で
研
究
を
し
て
い
る
と
言
う
と
、「
好

き
な
こ
と
を
や
っ
て
い
て
い
い
で
す
ね
」
と
言
わ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
単
純
に
そ
う
い
う
人
も
い
れ
ば
、

非
難
め
い
て
言
う
人
も
い
ま
す
。
そ
の
言
葉
の
裏
に
は

い
ろ
ん
な
感
情
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
つ
つ
、
そ
れ

は
そ
れ
、
自
分
に
は
取
り
込
ま
な
い
と
念
を
押
し
ま
す

（
自
分
に
は
使
命
が
あ
る
の
で
す
か
ら
）。

　
シ
ノ
ド
ス
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
「
霊
に
お
け
る

会
話
」
の
自
由
さ
も
そ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
一
人
ひ
と
り
が
感
じ
る
こ
と

は
様
々
で
す
。
そ
の
違
い
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、

ま
ず
聞
く
こ
と
に
集
中
し
、
次
の
自
分
の
発
言
の
機
会

に
は
そ
こ
か
ら
自
分
の
感
じ
た
こ
と
を
発
し
て
い
き
ま

す
。
聖
霊
か
ら
の
促
し
に
信
頼
し
て
、
他
者
に
対
し
て

威
圧
し
よ
う
と
か
、
好
印
象
を
見
せ
よ
う
と
か
、
そ
う

い
う
こ
と
は
抜
き
に
し
て
、
安
心
し
た
空
間
の
中
で
よ

り
透
明
な
自
由
な
対
話
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
現
実
生
活
の
中
で
そ
ん
な
対
話
が
な
さ
れ
て
い
る
で

し
ょ
う
か
？
　

家
族
と
の
対

話
、
職
場
の
同

僚
と
の
対
話
、

教
会
の
人
々
と

の
対
話
…
ど
ん

な
対
話
を
し
て

い
る
か
振
り

返
っ
て
み
る

と
、
気
づ
き
が

あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
自
分

の
中
の
傷
つ
き
で
あ
っ
た
り
怒
り
で
あ
っ
た
り
、
何
か

心
の
中
で
も
や
も
や
し
て
い
る
も
の
は
、
人
と
の
関
わ

り
か
ら
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
自
分
が
過

度
に
他
者
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

逆
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
し
て
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
引
き
受
け
る
必
要
の
な
い
も
の

は
、
手
放
し
て
神
に
委
ね
て
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
も
ち
ろ
ん
誰
か
か
ら
不
当
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
と

感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
素
直
に
話

せ
る
場
で
話
し
て
み
る
こ
と
は
必
要
で
し
ょ
う
。

　
教
会
に
安
心
し
て
語
る
こ
と
の
で
き
る
場
が
あ
る
と

良
い
と
思
い
ま
す
し
、
自
分
自
身
が
そ
の
よ
う
な
対
話

の
で
き
る
人
で
あ
る
よ
う
、
謙
虚
に
努
め
た
い
と
思
い

ま
す
。
聖
霊
の
助
け
を
願
い
な
が
ら
。

�

援
助
修
道
会
　
古
屋
敷
一
葉

12
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互いを尊重しながら存在している、シ
ノダリティのあらわれのようにも思わ
れた鳥たちの群れ（琵琶湖にて）

主のご降誕のお喜びを申し上げます

２
０
２
４
年　

司
教
年
頭
書
簡　

　
　

わ
た
し
の
シ
ノ
ダ
リ
テ
ィ
を
創
ろ
う
Ⅱ

シ
ノ
ド
ス
が
め
ざ
す
〈
道
〉
と
〈
宿
〉
の
宣
教

�

を
受
け
て
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カ
ト
リ
ッ
ク
京
都
司
教
　
パ
ウ
ロ
　
大
塚
喜
直

■
聖
年
（
ジ
ュ
ビ
リ
ー
・
イ
ヤ
ー
）
の
恵
み

　
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
年
の
起
源
は
、
旧
約
聖
書

レ
ビ
記
第
25
章
の
「
ヨ
ベ
ル
の
年
」
に
あ
り
、

ユ
ダ
ヤ
教
で
50
年
ご
と
に
土
地
返
還
や
奴
隷

解
放
が
行
わ
れ
る
特
別
な
年
で
し
た
。
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
こ
の
精
神
を
受
け
継
ぎ

１
３
０
０
年
に
教
皇
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
８
世

が
最
初
の
聖
年
を
制
定
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

す
べ
て
の
年
代
の
人
が
生
涯
に
１
回
で
も
聖
年

を
体
験
で
き
る
よ
う
に
と
、
聖
年
は
25
年
ご
と

に
祝
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
信
者
に
と
っ
て
特

別
な
恵
み
の
時
期
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
聖
年
は
本
来
、
回
心
を
促
す
た
め
の
期
間
で

す
。
教
会
は
聖
年
を
通
じ
て
、
罪
の
ゆ
る
し
に

と
も
な
う
償
い
の
免
除
で
あ
る
「
免
償
」
を
豊

か
に
提
供
し
て
き
ま
し
た
。
一
定
条
件
を
満
た

す
こ
と
で
全
免
償
を
受
け
ら
れ
、
巡
礼
や
祈
り

を
通
じ
て
信
仰
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

教
会
全
体
で
祝
わ
れ
る
聖
年
は
、
信
者
同
士
の

絆
を
強
め
、
一
致
を
促
進
す
る
機
会
に
も
な
り

ま
す
。

■
２
０
２
５
年
の
聖
年
公
布
の
大
勅
書

　
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
、
来
た
る
２
０
２
５

年
の
通
常
聖
年
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
「
希
望
の
巡

礼
者
」
と
し
、
２
０
２
４
年
５
月
９
日
に
聖
年

公
布
の
大
勅
書
を
発
表
し
ま
し
た
。
パ
ウ
ロ

の
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
に
あ
る
「
希
望

は
わ
た
し
た
ち
を
欺
く
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」

（
ロ
ー
マ
５
・
５
）
と
い
う
一
文
で
始
ま
る
冒

頭
で
、
教
皇
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
希
望
の
し
る
し
に
お
い
て
、
使
徒
パ
ウ
ロ
は

希
望
の
し
る
し
の
名
の
も
と
に
、
ロ
ー
マ
の
キ

リ
ス
ト
教
共
同
体
に
励
ま
し
を
与
え
ま
す
。
…

わ
た
し
は
聖
年
を
過
ご
す
た
め
に
ロ
ー
マ
を
訪

れ
る
人
た
ち
と
、
使
徒
ペ
ト
ロ
と
パ
ウ
ロ
の
町

に
行
く
こ
と
が
か
な
わ
ず
と
も
部
分
教
会
に
お

い
て
聖
年
を
祝
う
人
た
ち
、
そ
う
し
た
す
べ
て

の
希
望
の
巡
礼
者
の
こ
と
を
思
い
ま
す
。
す
べ

て
の
人
に
と
っ
て
聖
年
が
、
救
い
の
『
門
』
で

あ
る
主
イ
エ
ス
（
ヨ
ハ
ネ
10
・
７
、
９
参
照
）

と
の
、
生
き
生
き
と
し
た
個
人
的
な
出
会
い
の

時
と
な
り
ま
す
よ
う
に
。
教
会
は
、
主
イ
エ
ス

を
『
わ
た
し
た
ち
の
希
望
』（
１
テ
モ
テ
１
・

１
）
と
し
て
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
す
べ

て
の
人
に
の
べ
伝
え
る
使
命
を
持
っ
て
い
ま

す
」。

　
教
皇
は
信
者
が
神
の
愛
と
希
望
を
再
確
認

し
、
受
刑
者
に
は
希
望
を
、
病
者
に
は
慰
め
を
、

青
少
年
に
は
支
え
を
、
難
民
・
移
民
に
は
安
全

と
教
育
の
機
会
を
、
高
齢
者
に
は
他
世
代
と
の

絆
や
理
解
を
、
そ
し
て
貧
し
い
人
々
へ
の
関
心

を
高
め
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

■
希
望
の
し
る
し

　
聖
年
の
ロ
ゴ
の
４
人
の
人
物
は
、
地
球
の
四

方
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
全
人
類
を
表
現
し
て
い

ま
す
。
４
人
が
抱
き
合
う
姿
は
、
す
べ
て
の
民

を
結
び
つ
け
る
連
帯
と
友
愛
を
示
し
て
い
ま

す
。
先
頭
の
人
物
は
十
字
架
、
す
な
わ
ち
キ
リ

ス
ト
を
つ
か
ん
で
い
ま
す
。
４
人
の
足
元
に
は

人
生
の
旅
に
立
ち
向
か
う
困
難
の
波
が
押
し
寄

せ
て
い
ま
す
が
、
長
く
伸
び
た
十
字
架
が
希
望

の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
「
錨い

か
り」
と
な
り
、
信
仰
の

旅
を
続
け
る
巡
礼
者
を
支
え
て
い
ま
す
。

　
教
皇
は
、
聖
年
を
「
時
代
の
し
る
し
」
を
読

み
取
る
機
会
と
し
つ
つ
、
わ
た
し
た
ち
が
悪
と

暴
力
に
負
け
た
と
思
い
込
ま
ず
に
、
今
日
の
世

界
に
あ
る
善
に
目
を
向
け
よ
う
と
促
し
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、「
時
代
の
し
る
し
」
を
「
希

望
の
し
る
し
」
に
変
え
、
神
の
救
い
を
求
め
る

心
の
願
望
を
抱
え
な
が
ら
進
む
よ
う
呼
び
か
け

て
い
ま
す
。

　
教
皇
は
、
戦
争
や
紛
争
が
終
結
し
、
平
和
が

も
た
ら
さ
れ
、
お
金
を
武
器
の
調
達
や
戦
費
に

費
や
さ
ず
、
飢
餓
を
な
く
す
た
め
の
世
界
基
金

の
た
め
に
使
う
こ
と
を
提
案
し
、
同
時
に
、

債
務
の
返
済
が
不
可

能
な
貧
し
い
国
々
へ

の
債
務
帳
消
し
を
呼

び
か
け
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
わ
た
し

た
ち
が
持
っ
て
い
る

こ
の
希
望
は
、
魂
に

と
っ
て
頼
り
に
な
る
、

２
０
２
５
年
聖
年

　
「
希
望
の
巡
礼
者
」
を

�

迎
え
る
に
あ
た
っ
て
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安
定
し
た
錨
の
よ
う
な
も
の
」（
ヘ
ブ
ラ
イ
６
・

19
）
と
い
う
言
葉
を
示
し
つ
つ
、
わ
た
し
た
ち

に
贈
ら
れ
た
希
望
を
決
し
て
失
わ
ず
、
神
の
中

に
拠
り
所
を
見
い
だ
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
し
っ

か
り
保
つ
よ
う
に
励
ま
し
て
い
ま
す
。

■
聖
年
の
開
幕
と
「
聖
な
る
扉
」

�

（
ポ
ル
タ
・
サ
ン
タ
）

　
聖
年
に
は
、
巡
礼
者
が
ロ
ー
マ
の
教
皇
直
属

４
大
聖
堂
を
訪
れ
、
通
常
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る

が
聖
年
に
の
み
開
か
れ
る
「
聖
な
る
扉
」
を
通

る
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
が
神
と
の
交
わ
り
の
門
で
あ
り
、
御
父

へ
の
「
道
・
真
理
・
い
の
ち
」
で
あ
る
と
い
う

教
え
か
ら
来
て
い
ま
す
。
聖
年
に「
聖
な
る
扉
」

を
通
る
巡
礼
者
は
、
新
し
い
い
の
ち
を
生
き
る

た
め
に
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
主
で
あ
る
」

と
告
白
し
、
罪
の
ゆ
る
し
を
思
い
起
こ
し
ま
す
。

　
２
０
２
４
年
12
月
24
日
（
火
）
主
の
降
誕
の

前
日
、
聖
ペ
ト
ロ
大
聖
堂
の
「
聖
な
る
扉
」
が

教
皇
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
聖
年
が
開
幕
し
ま
す
。

　
次
い
で
２
０
２
４
年
12
月
29
日
（
日
）
聖
家

族
の
祝
日
に
、
ラ
テ
ラ
ン
の
聖
ヨ
ハ
ネ
大
聖
堂

で
聖
な
る
扉
が
開
か
れ
ま
す
。

　
京
都
教
区
で
は
同
日
、
大
勅
書
の
指
示
に
し

た
が
っ
て
、
司
教
座
聖
堂
で
あ
る
河
原
町
教
会

で
司
教
が
聖
年
開
幕
の
ミ
サ
を
捧
げ
ま
す
。

２
０
２
５
年
１
月
１
日
（
水
）
神
の
母
聖
マ
リ

ア
の
祝
日
に
聖
マ
リ
ア
大
聖
堂
、
１
月
５
日

（
日
）
主
の
公
現
の
日
に
城
外
の
聖
パ
ウ
ロ
大

聖
堂
の「
聖
な
る
扉
」が
そ
れ
ぞ
れ
開
か
れ
ま
す
。

　
閉
幕
に
つ
い
て
は
、
聖
ペ
ト
ロ
大
聖
堂
を

除
く
３
つ
の
大
聖
堂
の
「
聖
な
る
扉
」
が

２
０
２
５
年
12
月
28
日
（
日
）
に
閉
じ
ら
れ
、

こ
の
日
に
部
分
教
会
に
お
い
て
は
聖
年
が
終
了

し
ま
す
。次
い
で
、２
０
２
６
年
１
月
６
日（
火
）

主
の
公
現
の
日
、
聖
ペ
ト
ロ
大
聖
堂
の
「
聖
な

る
扉
」
が
閉
じ
ら
れ
、
２
０
２
５
年
の
聖
年
は

閉
幕
し
ま
す
。

■
京
都
教
区
の
巡
礼
地

　
巡
礼
は
聖
年
に
お
け
る
基
本
的
要
素
で
あ

り
、
教
皇
は
来
た
る
聖
年
に
お
い
て
も
「
希
望

の
巡
礼
者
た
ち
」
が
伝
統
的
な
、
あ
る
い
は
今

日
的
な
巡
礼
を
通
し
て
、
聖
年
を
体
験
す
る
こ

と
を
願
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
京
都
教
区
の
巡
礼
地
は
、
京
都
司
教
座
聖
堂�

で
あ
る
「
河
原
町
教
会
」、「
宮
津
教
会
堂
」、

「
福
知
山
教
会
」、「
奈
良
教
会
」、「
大
津
教
会
」、

「
鈴
鹿
教
会
」、「
四
日
市
教
会
」
と
し
ま
す
。

　
病
気
や
高
齢
で
巡
礼
が
難
し
い
人
は
、
聖
体

拝
領
や
ミ
サ
、
共
同
体
の
祈
り
に
実
際
に
参
加

す
る
か
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
を
通
し
て
参
加
す

る
こ
と
で
、
聖
年
の
免
償
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■
免
償

　
わ
た
し
た
ち
は
人
間
的
な
弱
さ
か
ら
罪
を
犯

し
、
神
へ
の
道
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
神
の
あ
わ
れ
み
は
、
罪
の
ゆ
る
し
と
し
て

注
が
れ
ま
す
。
罪
の
ゆ
る
し
は
、
通
常
「
ゆ
る

し
の
秘
跡
」
を
通
し
て
与
え
ら
れ
ま
す
が
、
罪

の
傷
跡
が
取
り
除
か
れ
る
た
め
に
、
司
祭
が
奨

め
る
特
定
の
祈
り
や
善
業
と
い
っ
た
「
償
い
」

が
必
要
で
す
。
　

　
免
償
と
は
償
い
を
免
除
す
る
も
の
で
、
罪
の

ゆ
る
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
留
意
し
て
く
だ

さ
い
。
一
般
に
免
償
を
得
る
た
め
に
は
、
大
き

な
罪
の
な
い
、
神
と
一
致
し
た
心
で
免
償
を
受

け
た
い
と
い
う
意
志
を
も
っ
て
巡
礼
を
行
い
、

ゆ
る
し
の
秘
跡
を
受
け
、
ミ
サ
に
参
加
し
、
信

仰
宣
言
を
唱
え
、
教
皇
の
意
向
や
教
会
、
世
界

の
善
を
願
っ
て
祈
り
ま
す
。
免
償
は
、
自
分
の

た
め
だ
け
で
な
く
、
代
願
の
形
式
で
い
つ
で
も

死
者
に
譲
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
の
代
願
は
、

こ
の
世
を
去
っ
た
人
々
へ
の
愛
の
わ
ざ
と
し
て

奨
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
む
す
び

　
２
０
２
５
年
の
聖
年
に
向
け
て
、
教
皇
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
は
「
希
望
の
巡
礼
者
」
と
し
て
歩
む

よ
う
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
京
都
教
区
の
わ
た

し
た
ち
も
、
信
仰
と
希
望
を
新
た
に
し
、
神
の

愛
を
体
験
す
る
こ
の
機
会
に
、
個
人
に
お
い
て

も
、
教
会
共
同
体
に
お
い
て
も
、
困
難
な
時
代

で
あ
る
か
ら
こ
そ
希
望
を
持
ち
、
過
去
の
過
ち

を
ゆ
る
し
合
い
、
シ
ノ
ド
ス
の
精
神
で
も
っ
て

互
い
に
支
え
な
が
ら
、
新
し
い
一
歩
を
踏
み
出

す
勇
気
と
力
を
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中

央
協
議
会
や
京
都
教
区
の
公
式
サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
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２
０
２
４
年
10
月
14
日
（
祝
・
月
）、
秋
晴

れ
の
中
、
貸
し
切
り
バ
ス
を
利
用
し
て
大
阪
コ

リ
ア
タ
ウ
ン
に
向
か
っ
た
。
予
定
よ
り
少
し
早

く
到
着
し
た
た
め
、
歴
史
資
料
館
の
開
館
ま
で

コ
リ
ア
タ
ウ
ン
を
散
策
し
た
。
キ
ム
チ
や
チ
ヂ

ミ
、
韓
国
の
食
材
を
並
べ
る
店
、
Ｋ
ポ
ッ
プ

ス
タ
ー
の
グ
ッ
ズ
を

販
売
す
る
店
な
ど
が

ひ
し
め
き
合
っ
て
並

ん
で
い
る
中
、
大
勢

の
、
お
そ
ら
く
あ
ま

り
過
去
の
歴
史
を
知

ら
な
い
若
者
た
ち
が

買
い
物
や
食
事
を
楽

し
ん
で
い
た
。

館
長
の
高
正
子
（
コ
・
チ
ョ
ン
ジ
ャ
）
さ
ん�

の
説
明

■
大
阪
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
歴
史
資
料
館
が

　
作
ら
れ
た
経
緯

　
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
（
生
野
区
）
は
か
つ
て
「
猪い

飼か
い

野の

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
元
は
、
仁
徳
天
皇

治
世
の
頃
の
古
代
日
本
に
お
い
て
、
朝
鮮
半
島

（
百
済
）
か
ら
渡
来
し
て
き
た
人
た
ち
が
居
を

構
え
た
と
こ
ろ
。
天
皇
に
献
上
す
る
猪
（
豚
）

を
飼
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
こ
の
地
名
が
つ
い

た
。

　
日
本
が
朝
鮮
半
島
を
植
民
地
化
し
て
い
た

１
９
２
０
年
代（
１
９
１
０
年
＝
韓
国
併
合
）、

虐
げ
ら
れ
困
難
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

た
人
た
ち
が
、
主
に
済チ
ェ
ジ
ュ州
島
か
ら
生
活
の
糧
を

求
め
て
、
も
と
も
と
所
縁
が
あ
り
産
業
が
あ
る

こ
の
地
へ
わ
た
っ
て
住
み
つ
い
て
い
っ
た
。
宛

先
を
「
日
本
国
猪
飼
野
」
と
書
い
た
だ
け
で
済

州
島
か
ら
の
郵
便
物
が
届
い
た
と
い
う
。

　
１
９
２
０
年
代
は
仕
事
を
求
め
て
男
性
が
多

く
渡
っ
て
来
て
い
た
が
、
30
年
代
に
な
る
と
女

性
も
増
え
、
こ
の
地
で
結
婚
し
て
子
ど
も
を
持

つ
よ
う
に
な
り
、
世
代
を
ま
た
い
で
暮
ら
す
よ

う
に
な
っ
た
。
家
庭
を
持
つ
と
祖
先
祭
祀
を
行

う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
時
に
欠
か
せ
な
い
食
材

を
求
め
る
人
た
ち
で
、
当
時
路
地
裏
に
あ
っ
た

朝
鮮
市
場
が
大
変
に
ぎ
わ
う
よ
う
に
な
っ
た
。

現
在
の
メ
イ
ン
通
り
に
は
公
設
市
場
も
開
設
さ

れ
て
い
た
が
、
戦
争
の
終
結
に
よ
っ
て
解
散
。

再
度
、
メ
イ
ン
通
り
の
中
ほ
ど
に
店
が
出
た

が
、
世
代
が
変
わ
り
祖
先
祭
祀
も
縮
小
さ
れ
朝

鮮
市
場
も
衰
退
。
日
本
の
商
店
主
も
一
緒
に
再

興
を
検
討
す
る
中
で
「
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
」
の

よ
う
な
構
想
が
生
ま
れ
、「
朝
鮮
市
場
」
と
い

う
名
称
を「
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
」と
す
る
こ
と
で
、

厳
し
い
差
別
意
識
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
か
と
考

え
た
。

　
転
機
は
84
年
。
ロ
ス
五
輪
で
キ
ム
チ
が
選
手

に
提
供
さ
れ
好

評
、
そ
こ
か
ら
朝

鮮
半
島
の
食
文
化

が
広
が
っ
て
い
っ

た
。
１
９
９
３
年

地
域
の
活
性
化
が

施
策
化
さ
れ
、
コ

リ
ア
タ
ウ
ン
構
想

が
採
択
さ
れ
た
。

そ
の
後
の
韓
流

ブ
ー
ム
も
追
い
風

に
な
り
、
今
や
年

間
２
０
０
万
の
観

光
客
が
訪
れ
る
一
大
観
光
地
と
な
っ
た
。

　
単
な
る
観
光
地
で
は
な
く
、
コ
リ
ア
タ
ウ
ン

が
で
き
た
歴
史
的
な
経
緯
も
知
っ
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
願
い
か
ら
、２
０
２
３
年
４
月
29
日
、

コ
リ
ア
タ
ウ
ン
歴
史
資
料
館
が
開
設
さ
れ
た
。

差
別
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
将

来
に
わ
た
っ
て
継
続
し
た
支
援
を
得
ら
れ
る
確

証
が
な
い
こ
と
か
ら
、
公
的
機
関
に
は
頼
ら
ず

に
賛
同
者
の
寄
付
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。

■
資
料
館
の
展
示
内
容

　
展
示
の
特
徴
と
し
て
、
在
日
コ
リ
ア
ン
の
知

識
が
な
い
人
で
も
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
、
差

別
や
植
民
地
化
と
い
っ
た
、
民
族
に
と
っ
て
の

つ
ら
い
過
去
を
起
点
と
し
て
現
在
へ
と
提
示
す

る
の
で
は
な
く
、
一
定
関
係
が
落
ち
着
い
て
い

る
現
在
か
ら
、
過
去
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
形
を

正
義
と
平
和
協
議
会
　
現
地
学
習
会

「
大
阪
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
歴
史
資
料
館
と

�
カ
ト
リ
ッ
ク
生
野
教
会
を
訪
ね
る
」
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取
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
以
下
、
主
な
展
示
の

説
明
。

〇�
在
日
コ
リ
ア
ン
の
収
集
地
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
「
猪
飼
野
」
と
い
う
地
名
が
な
く
な
っ

た
の
は
１
９
７
０
年
。
鶴
橋
、
桃
谷
と
改
め

ら
れ
た
。
地
名
を
消
す
こ
と
で
在
日
コ
リ
ア

ン
と
い
う
存
在
を
無
く
す
意
図
を
持
っ
た
政

策
。

〇�

戦
後
は
ヘ
ッ
プ
サ
ン
ダ
ル
製
造
が
盛
況
を
極

め
た
が
、
職
に
就
け
な
い
在
日
コ
リ
ア
ン
た

ち
の
貴
重
な
家
内
産
業
で
成
り
立
っ
て
い
た
。

〇�

２
０
２
２
年
、
初
め
て
、
祭
り
の
山
車
の
上

に�

在
日
の
人
が
乗
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
現
在
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
が
あ
る
生
野
区
は
、
在

日
の
方
た
ち
だ
け
で
は
な
く
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
も

大
勢
お
ら
れ
る
。
障
が
い
者
施
設
や
高
齢
者
施

設
、
作
業
所
な
ど
も
多
い
。
ま
た
物
価
も
安
い

（
つ
ま
り
経
済
的
に
貧
し
い
方
で
も
暮
ら
し
や

す
い
）。
昔
、
生
野
区
の
22
パ
ー
セ
ン
ト
は
ほ

ぼ
韓
国
人
だ
っ
た
が
、
今
は
韓
国
人
だ
け
で
な

く
、
ベ
ト
ナ
ム
、
中
国
、
台
湾
の
方
た
ち
も
お

ら
れ
る
。
私
た
ち
は
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
街
を

目
指
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
外
国
人
差
別
が
な

い
訳
で
は
な
い
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
で
生

き
て
い
け
る
社
会
で
あ
り
た
い
し
、
そ
の
成
功

モ
デ
ル
と
し
て
こ
の
資
料
館
を
提
示
し
て
い
る

と
締
め
く
く
ら
れ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
生
野
教
会
に
て

　
生
野
教
会
へ
移
動
。
政
治
犯
救
済
の
署
名

活
動
で
正
平
協
と
も
接
点
が
あ
る
李
哲
（
イ
・

チ
ョ
ル
）
さ
ん
が
同
席
し
、
簡
単
な
自
己
紹
介

を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
１
９
４
８
年
熊
本
県
生
ま
れ
。
東
京
の
大
学

へ
進
学
し
祖
国
の
歴
史
や
言
葉
を
学
ぶ
サ
ー
ク

ル
に
参
加
。
母
国
の
言
葉
に
直
に
触
れ
た
い
と

思
い
、
韓
国
へ
渡
っ
て
大
学
院
生
と
な
る
。
自

由
な
思
想
を
ア
カ
（
共
産
主
義
）
と
み
な
し
た

当
時
の
軍
事
政
権
に
よ
っ
て
北
の
ス
パ
イ
に
仕

立
て
上
げ
ら
れ
投
獄
、
死
刑
判
決
を
受
け
る
。

13
年
の
獄
中
生
活
を
経
て
建
国
記
念
に
当
た
る

特
別
な
祝
い
の
恩
赦
で
出
所
。
日
本
に
戻
る
か

ら
に
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
熊
本
で
は
な
く
、
目

覚
め
た
韓
国
人
と
し
て
韓
国
ら
し
い
と
こ
ろ
で

暮
ら
そ
う
と
思
い
生
野
に
や
っ
て
き
た
と
の
こ

と
。
国
家
に
よ
っ
て
政
治
犯
と
さ
れ
投
獄
さ
れ

た
同
様
の
立
場
の
人
た
ち
と
共
闘
す
る
運
動
を

続
け
て
お
ら
れ
る
。
励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
た
金

寿
煥
枢
機
卿
さ
ん
か
ら
、
あ
な
た
は
キ
リ
ス
ト

と
同
じ
国
家
反
逆
罪
で
捕
ら
え
ら
れ
た
と
い
わ

れ
た
と
き
勇
気
が
わ
い
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
（
著
書
に
『
長
東
日
誌
』
が
あ
る
）。

学
習
会
を
終
え
て

　
現
在
、
一
大
観
光
地
と
し
て
賑
わ
い
を
見
せ

て
い
る
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
。
歴
史
資
料
館
は
、
差

別
の
歴
史
に
よ
る
負
の
感
情
に
と
ら
わ
れ
る
の

で
は
な
く
、
日
本
と
韓
国
の
良
好
な
関
係
が
今

後
長
く
続
く
よ
う
に
と
意
図
さ
れ
た
展
示
で

あ
っ
た
。
韓
流
ス
タ
ー
の
美
し
さ
や
食
事
の
お

い
し
さ
で
つ
な
が

る
関
係
は
本
当
に

強
固
な
も
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
う
わ

べ
の
装
飾
が
な
く

な
っ
た
と
き
、
性

懲
り
も
な
く
朝
鮮

半
島
の
人
々
に
対

す
る
差
別
が
あ
ら

わ
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
懸
念
さ

れ
る
。

　
李
哲
さ
ん
は
、

出
所
さ
れ
た
後
の

住
処
に
生
野
を
選
ば
れ
た
。
私
た
ち
を
歓
迎
し

て
く
だ
さ
っ
た
信
徒
の
方
々
、
担
当
司
祭
さ

ん
、
ま
た
、
暑
さ
厳
し
い
日
に
下
見
に
行
っ
た

と
き
、
時
間
が
行
き
違
っ
て
待
つ
間
を
、
急
遽

祈
り
の
活
動
を
さ
れ
て
い
る
涼
し
い
部
屋
に
通

し
て
く
だ
さ
っ
た
信
徒
の
方
々
を
思
い
出
す
と

き
、
初
め
て
行
っ
て
も
こ
こ
で
暮
ら
し
て
も
い

い
と
思
わ
せ
る
懐
の
深
さ
、
人
々
の
温
か
さ
が

生
野
に
は
あ
る
と
感
じ
る
。
こ
こ
で
生
き
て
き

た
人
た
ち
が
被
っ
た
差
別
の
激
し
さ
、
そ
の
時

の
悔
し
さ
、
真
実
の
生
き
様
を
知
る
こ
と
で
同

じ
痛
み
を
感
じ
る
生
活
者
と
し
て
つ
な
が
る
こ

と
が
、
共
に
生
き
る
ゆ
る
ぎ
な
い
関
係
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

正
義
と
平
和
協
議
会
　
佐
藤�

恵
（
九
条
教
会
）
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今
年
の
聖
書
講
座
は
「
マ
ル
コ
福
音
書
」

　
聖
書
委
員
会
で
は
、
毎
年
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー

マ
で
聖
書
講
座
を
開
講
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の

時
々
の
テ
ー
マ
は
ひ
と
つ
の
切

り
口
に
す
ぎ
ず
、
一
貫
し
て
取

り
上
げ
て
き
た
こ
と
は
、「
わ

た
し
た
ち
が
、
今
、
わ
た
し
た

ち
と
と
も
に
生
き
て
お
ら
れ
る

イ
エ
ス
と
出
会
う
」
と
い
う
こ

と
で
す
。

　
今
回
、
初
心
に
立
ち
返
っ

て
、
わ
た
し
た
ち
が
イ
エ
ス
と

出
会
う
た
め
の
根
本
で
あ
る
福

音
書
を
取
り
上
げ
、
ま
ず
今
年
は
、
共
観
福
音

書
の
中
で
最
初
に
書
か
れ
た
マ
ル
コ
福
音
書
を

読
ん
で
き
ま
し
た
。
講
座
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は

「
ま
こ
と
の
イ
エ
ス
と
出
会
う
」
で
す
。

　
教
会
の
典
礼
暦
年
で
は
、
マ
タ
イ
、
マ
ル
コ
、

ル
カ
福
音
書
が
３
年
周
期
で
読
ま
れ
ま
す
が
、

ち
ょ
う
ど
２
０
２
４
年
は
マ
ル
コ
が
読
ま
れ
る

Ｂ
年
で
し
た
。

　
わ
た
し
た
ち
に
い
の
ち
を
吹
き
込
む
の
は
、

復
活
さ
れ
た
、
生
き
て
お
ら
れ
る
イ
エ
ス
と
の

出
会
い
で
す
。
神
の
み
こ
と
ば
で
あ
る
福
音
書

を
通
し
て
、
今
一
度
、
イ
エ
ス
と
の
出
会
い
を

見
つ
め
直
し
、
模
索
し
て
い
き
た
い
と
の
思
い

で
企
画
し
ま
し
た
。

多
彩
な
講
師
陣

　
12
名
の
講
師
は
、
日
本
各
地
の
修
道
会
司
祭

６
名
と
、
大
塚
司
教
を
は
じ
め
、
京
都
教
区
内

で
働
く
司
祭
３
名
、
そ
し
て
シ
ス
タ
ー
２
名
に

お
願
い
し
ま
し
た
。
個
性
豊
か
な
講
師
陣
の
示

唆
に
富
ん
だ
お
話
を
伺
い
、
豊
か
な
時
を
過
ご

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。Y

ouT
ube�

の
録
画

配
信
で
す
の
で
、
配
信
時
に
視
聴
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
て
も
、
3
か
月
間
は
視
聴
が
で
き
、

受
講
者
の
皆
さ
ま
か
ら
は
と
て
も
好
評
で
し
た
。

来
年
度
の
聖
書
講
座

　
対
面
講
座
だ
っ
た
聖
書
講
座
を
、
コ
ロ
ナ
禍

以
降
、
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
に
シ
フ
ト
し
ま
し

た
。
会
場
に
足
を
運
ば
な
く
て
も
、
自
宅
に
い

な
が
ら
に
し
て
講
師
の
お
話
を
視
聴
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
、
嬉
し
い
こ
と
に
毎
年
全
国
か
ら

申
し
込
み
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
根
強
い
対

面
講
座
の
ご
希
望
も
あ
り
、
講
師
の
方
々
も
、

聴
衆
が
い
て
く
だ
さ
る
方
が
話
し
や
す
い
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
が
落
ち
着
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た

京
都
教
区
の
新
し
い
地
下
ホ
ー
ル
が
で
き
た
こ

と
も
あ
り
、
来
年
度
の
講
座
は
、
対
面
講
座
と

オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
の
両
方
で
開
催
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
２
回
、
試
験
的
に
対
面
講
座
を
開

き
、
そ
れ
を
録
画
し
て
後
日
配
信
し
ま
し
た
。

反
省
点
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
な
ん
と
か
無
事

に
配
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
年
度
の
報
告

　
今
年
度
の
受
講
者
は
231
名
で
し
た
。
京
都
教

区
以
外
に
全
国
12
教
区
か
ら
、
ま
た
信
徒
で
な

い
方
や
海
外
か
ら
の
受
講
も
あ
り
ま
し
た
。
教

区
外
の
受
講
者
が
多
い
の
で
、
教
区
内
の
呼
び

か
け
に
、
も
う
少
し
力
を
入
れ
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
12
回
の
講
座
を
通
し
て
、
わ
た
し
た
ち

の
日
々
の
生
活
の
場
で
あ
る「
ガ
リ
ラ
ヤ
」で
、

イ
エ
ス
と
歩
み
を
と
も
に
し
な
が
ら
、「
イ
エ

ス
と
は
誰
か
」
を
問
い
続
け
、
ま
こ
と
の
イ
エ

ス
と
出
会
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る

か
、
少
し
で
も
気
づ
い
て
く
だ
さ
っ
た
な
ら
幸

い
で
す
。

　
こ
の
報
告
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ま

も
、
来
年
度
は
受
講
生
と
な
っ
て
い
た
だ
き
、

と
も
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
希
望
し
て
お

り
ま
す
。

�

京
都
司
教
区
聖
書
委
員
会

オ
ン
ラ
イ
ン
聖
書
講
座
　
２
０
２
４
年
度
報
告

　
　
　
　
　
　 

マ
ル
コ
福
音
書
を
読
む

―
ま
こ
と
の
イ
エ
ス
と
出
会
う

―
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　₅年ぶりに対面での開催となった今回の役員交流会では、春の研修会で紹介された「霊に
おける会話」を体験しました。
　参加者は分かち合いのテーマ「2025年の聖年に希望の巡礼者の共同体としてどのような取
り組みをするか」について、「わたしが希望しているよいものは何か」「希望の巡礼者の共同
体としてその希望の実現を目指して、どのような歩みを始めたいか」という二つの側面から
まず個人で祈りました。その後小グループに分かれ、ファシリテーターの進行のもと「平等
の発言時間」「集中して聞くこと」「祈りと沈黙」を大切にしながら分かち合いました。全体
会では一人ひとりの発言を付箋で貼りだしたシートとともにグループでの一致点や気づきな
どが発表され、各グループで豊かな「霊における会話」が行われたことが伝わってきました。

　参加者からは「一人ひとりに時間が与えられたことがとてもよ
かった」「発言した人の言葉を沈黙の時間に味わい、その人の人
柄も感じられた」「違った角度からの意見にも共感することがで
きた」との感想がありました。今後「霊における会話」の普及の
ためには「小教区での理解」「時間的余裕」「ファシリテーターの
育成」などが課題としてあげられました。
� 福音宣教企画室

小教区評議会役員交流会　報告
サイクルテーマ①　教会と福音宣教の理解

「シノダリティをよく表す識別の方法『霊における会話』の体験」
2024年₉月28日㊏13：00～16：00　　河原町カトリック会館大ホール

青年センターあんてな

ロザリオの集い報告

　10月₅日㊏、西陣教会をお借りして、青年センターの₁日企画であるロザリオの集
いを行いました。₁日企画とは、合宿に参加することが難しい方でも気軽に参加して
いただける日帰りのイベントです。毎年、10月の₁日企画は、ロザリオの集いをして
いるのですが、今年のロザリオの集いは、より多くの青年と繋がることができるよう
に、多言語でのお祈りを企画しました。
　「どの言語でお祈りができるのだろう」と楽しみに当日を迎えましたが、なんと、フ
ランス語、タガログ語、韓国語、イタリア語、ポルトガル語、インドネシア語、英語、
日本語の₈言語でお祈りすることができまし
た！
　まず初めに、神父様からお話があり、ロザ
リオとは、奉献すること、神様と繋がる祈り
を手伝う道具であること、アヴェマリアの祈
りを唱える際に、自分の願いでいっぱいにな
るのではなく、神秘を思い出しながら、「今の自分にとってこの祈りがどのような意味
になるのか」を振り返ることを学びました。その後、ロザリオの祈りを行い、青年一
人ひとりが今の自分と神秘を照らし合わせながら祈ることができました。
　参加してくださった皆様、ありがとうございました！　初参加の方も何名かいらっ
しゃったので、これを機に青年センターのイベントに参加していただければ嬉しいで
す！� 唐崎教会　池田瑠智亜
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司　　　教

大塚司教の予定
　�最新の情報は京都司教区のホーム
　ページにてご確認ください。

教　　　区

中学生会冬合宿
　日　時：12月27日㊎～28日㊏
　場　所：唐崎メリノールハウス
　参加費：3,000円
　問い合わせ：kyoto.chugakuseikai@gmail.com
　申　込：上記ＱＲコードの申込フォームより
小学生侍者会（従来の「侍者合宿」に替わる新企画）
　日　時：12月21日㊏ 10：30～15：30
　場　所：西陣教会（京都市上京区新町通り一条上ル）
　テーマ：「朗読と侍者」
　対　象：小学₄年生、₅年生、₆年生男女
　問合せ：メールまたはFAX
　　　　　shinko_kyouiku@kyoto.catholic.jp
　　　　　Fax/075-223-3371
　申　込：�各小教区教育部がとりまとめて申込

詳細は教区ＨＰでご確認ください。
司教座聖堂献堂記念日ミサ
　日　時：12月₃日㊋ 10：30　河原町教会
小教区のクリスマスミサ
　�京都教区内の各小教区のクリスマスのミサ
につきましては、教区のホームページ「小
教区・ミサ」のタブよりご覧ください。
広報委員会
　教区時報₂月号の原稿締切日は12月₉日㊊です。
　下記までご連絡ください。
　koho@kyoto.catholic.jp

諸　団　体

京都カトリック混声合唱団
　12月₈日㊐ 14：00 聖歌練習
　12月28日㊏ 17：30 練習後、ミサ奉仕
　場　所：河原町教会聖堂
　　　　　団員募集中
　問合せ：075-951-4283 則武 隆
コーロ・チェレステ（女声コーラス）
　練　習：12月12日㊍ 10：00
　場　所：河原町教会₂階楽廊
　　　　　新会員募集中
　問合せ：075-561-5971 駒井和子
聴覚障がい者の会・京都グループ
 ミサ参加とクリスマス懇親会
　�日　時：12月₃日㊋ 10：30 ミサ
　参加費：昼食代1,500円（飲み物持参のこと）
　　　　　要申込
　場　所：河原町教会聖堂とヴィリオンホール
　申込・問合せ：Tel＆Fax 075-723-1135　傳 裕子
心のともしび
　ラジオ番組案内（全国34局で放送）
　12月の主テーマ「待ち望む」
　ＫＢＳ京都　㊊～㊎ 朝₅：55
　　　　　　　　　㊏ 朝₅：15
　ラジオ関西　㊊～㊎ 朝₅：00
　　　　　　　　　㊐ 朝₆：05
　毎日放送　　㊊～㊎ 朝₅：45
　　　　　　　　　㊏ 朝₄：55

皆さまのまわりに点訳版「京都教区時報」が必要な方がおられないでしょうか。点訳版「京都教区時報」
をご希望の方がおられましたら、カ障連大阪フレンドリー点字部・笠松幸彦さんまでお申込みくだ
さい。無料でお送りします。Tel・Fax/072-722-0271

おわびと訂正
京都教区時報560号（2024年7月号）の「宮津洗者聖若翰（ヨハネ）天主堂国重要文化財指定記念ミサ」
の記事につきまして
　「宮津教会は1896（明治29）年、パリ外国宣教会のフランス人宣教師、ルイ・ルラーブ神父の設計
で建立され、今年で128年になりました。現役の聖堂としては、日本最古の聖堂です。」と記載して
おりました。しかし、新潟教区のカトリック佐渡教会（旧・両津カトリック教会）が、明治20年に
建てられ、築137年だということを知りました。通常の小教区としてミサなどが行われているカト
リックの木造聖堂としては、宮津教会よりも古い聖堂です。
　教区時報の文章を、宮津教会は「現役の聖堂としては、日本で最古級の聖堂のひとつです。」と訂
正させていただきます。佐渡教会、宮津教会、いずれも日本海に面した場所にあり、120年以上にわ
たって信徒の方々の祈りに満たされてきた聖堂が、今後も守られていきますように。� 広報委員会

お　知　ら　せ
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