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二
〇
二
一
年
五
月
十
九
日

バ
イ
ブ
ル
・
サ
ー
ビ
ス

山　
　

田　
　
　
　
　

恵

皆
さ
ん
は
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
た
ち
の
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
俗
に
ア
メ
リ
カ
黒
人

と
い
わ
れ
て
い
る
人
た
ち
で
、
彼
ら
の
祖
先
の
大
半
は
、
本
人
の
意
志
と
は
無
関
係
に
奴
隷
と
し
て
三
角
貿
易
の
名
で
も
知
ら
れ
る
大

西
洋
奴
隷
貿
易
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
無
理
や
り
連
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
今
日
の
話
の
概
要
は
、
彼
ら
が
奴
隷
と
さ
れ
た
歴
史
と
、

そ
の
後
の
彼
ら
の
信
仰
の
両
方
に
キ
リ
ス
ト
教
が
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
う
話
な
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
ど
う
い
う
教
訓
が
見
え
て
く

る
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
踏
み
込
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
古
代
か
ら
奴
隷
制
度
が
あ
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
古
代
ロ
ー
マ
に
も
奴
隷
は
い
ま
し
た
が
、
そ
の
当
時
の

奴
隷
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
関
心
が
ア
フ
リ
カ
に
大
き
く
注
が
れ
た
背
景
に
は
、
一
五
世
紀
頃
流

行
し
た
黙
示
録
思
想
の
影
響
で
異
教
徒
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
改
宗
し
よ
う
と
い
う
宗
教
的
動
機
が
き
っ
か
け
で
し
た
が
、
実
際
に
ア
フ

リ
カ
人
を
見
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
は
、
肌
の
色
が
黒
く
野
蛮
な
生
活
を
し
て
い
る
よ
う
に
映
っ
た
ア
フ
リ
カ
人
を
自
分
た
ち
よ
り

劣
っ
た
人
種
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
一
五
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
の
間
に
、
ア
フ
リ
カ
の
黒
人
を
商
品
と
す
る

人
身
売
買
の
貿
易
で
あ
る
太
平
洋
奴
隷
貿
易
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
、
三
角
貿
易
と
も
呼
ば
れ
た

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
と
キ
リ
ス
ト
教
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人
身
売
買
を
伴
う
奴
隷
貿
易
で
ア
フ
リ
カ
か
ら
運
ば
れ
た
奴
隷
は
一
二
〇
〇
万
人
に
も
の
ぼ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
赴
い
た
ア
フ
リ
カ
の
人
た
ち
を
奴
隷
に
す
る
と
い
う
発
想
は
キ
リ
ス
ト
教
的

倫
理
観
に
違
反
す
る
と
誰
も
が
思
う
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
奴
隷
貿
易
が

キ
リ
ス
ト
教
に
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
何
と
か
正
当
化
し
よ
う
と
、
旧
約
聖
書
の
「
レ
ビ
記
」
二
五

章
の
「
あ
な
た
が
も
つ
奴
隷
は
男
女
と
も
に
あ
な
た
の
周
囲
の
異
邦
人
の
う
ち
か
ら
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
記
述
を
根
拠

に
異
邦
人
は
奴
隷
に
で
き
る
と
い
う
解
釈
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
黒
人
を
奴
隷
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
創

世
記
」
九
章
に
出
て
く
る
「
ハ
ム
の
呪
い
」
を
引
き
合
い
に
出
し
、
カ
ナ
ン
は
黒
人
種
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
持
ち
出
し
、
ア
フ
リ
カ

人
は
呪
わ
れ
た
民
族
で
あ
る
た
め
奴
隷
に
な
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
広
ま
っ
た
太
平
洋
奴
隷
貿
易
で
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
た
く
さ
ん
の
奴
隷
が
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
奴
隷

制
度
が
広
ま
る
と
同
時
に
問
題
と
さ
れ
た
の
が
、
奴
隷
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
場
合
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
「
レ
ビ
記
」
の
二
六
章

に
は
「
あ
な
た
が
た
の
兄
弟
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
を
あ
な
た
が
た
は
互
に
き
び
し
く
使
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
記
述
が
あ

り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
奴
隷
に
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
奴
隷
の
解
放
は
、
労
働
力
を
必
要
と
し
て
い

た
南
部
諸
州
に
と
っ
て
は
非
常
に
不
都
合
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
奴
隷
が
改
宗
し
て
も
そ
の
身
分
を
変
え
ず
に
す
む
た
め
の
、
も
っ
と

も
ら
し
い
理
由
を
考
え
だ
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
は
魂
の
救
済
の
み
を
扱
う
の
で
あ
り
、
奴
隷
制
と
い
っ
た
社
会

制
度
は
福
音
が
か
か
わ
る
真
の
問
題
で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
し
た
。
こ
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
、
奴
隷
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
は
生

涯
奴
隷
と
す
る
法
律
も
各
州
で
制
定
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
誤
解
し
て
ほ
し
く
な
い
の
で
す
が
、
大
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
、
太
平
洋
奴
隷
貿
易
は
身
近
な
問
題
で
は
な
く
、
奴

隷
の
処
遇
に
つ
い
て
も
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
全
体
が
奴
隷
制
度
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
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い
た
わ
け
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
グ
ル
ー
プ
の
中
に
は
奴
隷
制
度
が
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
反
す
る
と
考
え
る
人
た
ち
も
も
ち
ろ
ん

い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
国
内
で
も
北
部
で
は
、
一
八
二
〇
年
代
に
な
る
と
奴
隷
制
廃
止
運
動
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
奴
隷
制
を
堅
持
し

た
い
南
部
の
奴
隷
主
は
、
そ
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
た
め
、
奴
隷
を
管
理
す
る
方
法
と
し
て
宗
教
指
導
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で

の
根
拠
は
、
新
約
聖
書
の
「
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
の
六
章
に
あ
る
「
僕
た
る
者
よ
。
キ
リ
ス
ト
に
従
う
よ
う
に
、
恐
れ
お
の

の
き
つ
つ
、
真
心
を
こ
め
て
、
肉
に
よ
る
主
人
に
従
い
な
さ
い
」
と
い
う
部
分
で
し
た
。
こ
の
一
説
か
ら
奴
隷
が
主
人
に
従
う
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
説
き
、
自
分
た
ち
は
奴
隷
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
を
し
て
奴
隷
制
度
を
存
続
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
た
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
本
当
に
大
ま
か
に
、
奴
隷
貿
易
や
奴
隷
制
度
で
利
益
を
得
て
い
た
人
た
ち
が
、
い
か
に
自
分
た
ち
の
利
益
の
た

め
に
都
合
よ
く
聖
書
の
一
部
を
引
用
し
、
勝
手
な
解
釈
を
持
ち
出
し
、
あ
た
か
も
キ
リ
ス
ト
教
が
奴
隷
制
を
容
認
す
る
宗
教
で
あ
る
か

の
よ
う
に
主
張
し
て
き
た
か
を
見
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
今
度
は
奴
隷
の
人
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
ど
う
い
う
反
応
を
し
た
か

に
目
を
向
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
奴
隷
主
が
信
じ
て
い
る
宗
教
な
ん
て
、
奴
隷
が
信
じ
る
わ
け
が
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
彼
ら
の
反
応
は
実
は
か
な
り
違
っ
て
い
ま
し
た
。
最
初
は
不
信
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
大
半
の
奴
隷
の
人
た
ち
は

奴
隷
商
人
や
奴
隷
主
の
聖
書
の
解
釈
が
間
違
っ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
奴
隷
制
を
肯
定
す
る
よ
う
な
奴
隷

主
が
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
教
は
「
偽
物
」
で
、
ど
こ
か
に
「
本
当
の
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
る
」
と
考
え
た
の
で
す
。
当
時
の
書
物
に
記
さ
れ

て
い
る
表
現
を
借
り
る
と
、
奴
隷
の
人
た
ち
は
、
奴
隷
主
が
手
に
し
て
い
る
「
あ
の
聖
書
の
な
か
に
も
う
ひ
と
つ
の
聖
書
が
入
っ
て
い

る
に
違
い
な
い
」
と
考
え
た
の
で
し
た
。
面
白
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

特
に
奴
隷
の
人
た
ち
の
心
を
動
か
し
た
の
は
、
奴
隷
の
苦
役
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
モ
ー
ゼ
が
救
い
出
し
、

エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
す
る
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
で
し
た
。
こ
の
話
を
通
し
て
、
彼
ら
は
神
が
二
つ
の
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
と
考
え
ま
し

た
。
ひ
と
つ
は
、
神
は
こ
の
世
に
お
け
る
人
間
の
不
正
を
正
す
「
正
義
の
神
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
神
が
社
会
的

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
と
キ
リ
ス
ト
教
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被
抑
圧
者
の
側
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
新
約
聖
書
の
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
四
章
一
八
―
一
九
節
を
根
拠
に
神
が
社
会

的
被
抑
圧
者
の
解
放
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ま
し
た
。

主
の
御
霊
が
わ
た
し
に
宿
っ
て
い
る
。
貧
し
い
人
々
に
福
音
を
宣
べ
伝
え
さ
せ
る
た
め
に
、
わ
た
し
を
聖
別
し
て
く
だ
さ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
主
は
わ
た
し
を
つ
か
わ
し
て
、
囚
人
が
解
放
さ
れ
、
盲
人
の
目
が
開
か
れ
る
こ
と
を
告
げ
知
ら
せ
、
打
ち
ひ
し
が
れ

て
い
る
者
に
自
由
を
得
さ
せ
、
主
の
め
ぐ
み
の
年
を
告
げ
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
ら
は
、
神
は
ま
た
、
愛
の
神
で
あ
る
と
理
解
し
ま
し
た
。
旧
約
聖
書
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
人
が
何
度
も
神
と
の
契
約
を
破
り

ま
す
が
、
神
は
そ
の
た
び
に
契
約
を
更
新
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
神
が
民
を
愛
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
、
そ
の
神
の
愛
は
イ
エ
ス
を
通

し
て
す
べ
て
の
人
に
等
し
く
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ま
し
た
。

新
約
聖
書
で
特
に
注
目
さ
れ
た
の
は
「
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
三
章
二
六
―
二
八
節
で
す
。

あ
な
た
が
た
は
み
な
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
あ
る
信
仰
に
よ
っ
て
、
神
の
子
な
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
合
う
バ
プ
テ
ス
マ
を

受
け
た
あ
な
た
が
た
は
、
皆
キ
リ
ス
ト
を
着
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ャ
人
も
な
く
、
奴
隷
も
自
由
人
も
な

く
、
男
も
女
も
な
い
。
あ
な
た
が
た
は
皆
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
あ
っ
て
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
奴
隷
の
人
た
ち
は
、
と
り
わ
け
、
十
字
架
で
殺
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
受
難
、
そ
し
て
そ
の
復
活
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
イ
エ
ス

が
何
の
弁
明
も
許
さ
れ
な
い
ま
ま
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
処
刑
さ
れ
た
事
実
は
、
奴
隷
の
人
た
ち
の
経
験
と
重
な
る
も
の
で
し
た
。
彼

ら
自
身
も
、
何
の
弁
明
も
許
さ
れ
な
い
ま
ま
奴
隷
と
し
て
酷
使
さ
れ
、
鞭
う
た
れ
、
家
族
と
引
き
裂
か
れ
、
死
刑
と
な
る
も
の
も
い
ま
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し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
に
と
っ
て
イ
エ
ス
は
、
自
分
た
ち
の
苦
難
を
理
解
し
て
く
れ
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
復
活
に
勇
気
づ
け
ら
れ

ま
し
た
。
奴
隷
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
神
は
、
常
に
弱
者
や
貧
者
、
力
の
な
い
も
の
と
と
も
に
あ
る
の
で
あ
り
、
黒
人
の
苦
難
を
共
有

し
、
解
放
の
た
め
に
戦
っ
て
く
れ
る
存
在
で
し
た
。
つ
ま
り
、
奴
隷
の
人
た
ち
は
、
奴
隷
制
度
を
認
め
る
宗
教
と
し
て
で
は
な
く
、
奴

隷
の
身
分
か
ら
の
解
放
を
約
束
し
て
く
れ
る
救
済
の
宗
教
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
し
、
信
仰
を
深
め
て
い
っ
た
と
い
え
ま
す
。

さ
て
、
奴
隷
の
人
た
ち
の
経
験
を
振
り
返
る
と
、
二
つ
の
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。
第
一
に
、
奴
隷
貿
易
を
正
当
化
し
た
い
と
か
、

奴
隷
制
度
を
維
持
し
た
い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
私
利
私
欲
や
偏
見
に
満
ち
た
人
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
に
都
合
の
良
い
勝
手
な
聖
書
解

釈
が
な
さ
れ
、
悪
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
昔
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た
ち
が
お
か
し
た
過
ち
だ
か
ら
と
他

人
事
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
自
身
が
そ
う
い
う
考
え
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
つ
ま
り
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
、
そ
の
解
釈
が
私
利
私
欲
に
基
づ
い
た
も
の
で
な
い
か
、
偏
見
や
差
別
を
助
長
す

る
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
い
な
い
か
に
常
に
気
を
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
は
、
生
涯
を
通
し

て
、
差
別
や
偏
見
を
正
す
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
、
ど
ん
な
に
も
っ
と
も
ら
し
い
よ
う
に
聞
こ
え
て
も
、
根
底

に
差
別
や
偏
見
が
あ
る
よ
う
な
考
え
に
は
決
し
て
同
調
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
す
る
際

に
は
、
聖
書
の
細
か
い
表
現
だ
け
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
教
え
の
本
質
と
も
い
う
べ
き
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
部
分
を
理
解
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
二
つ
め
の
、
そ
し
て
と
て
も
素
晴
ら
し
い
発
見
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
で
あ
る
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
部
分
に
は
素
晴
ら
し
い

救
済
の
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
奴
隷
と
い
う
過
酷
な
運
命
に
あ
っ
た
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
、そ
の
こ
と
に
気
づ
き
、

自
分
た
ち
だ
け
で
秘
密
の
集
会
を
開
き
、
信
仰
を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。
奴
隷
と
し
て
辛
い
労
苦
に
耐
え
て
い
た
彼
ら
を
癒
し
、
救
い

と
な
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
そ
の
救
済
の
力
を
証
明
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
め
の
側
面
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
素
晴
ら
し
い
本
質
だ
と

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
と
キ
リ
ス
ト
教
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思
い
ま
す
。
そ
し
て
私
自
身
も
仙
台
白
百
合
女
子
大
学
に
ご
縁
が
あ
っ
た
こ
と
で
キ
リ
ス
ト
教
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
に
ふ
れ
た
こ
と
で
救
わ

れ
る
経
験
を
し
ま
し
た
。
試
練
が
な
い
人
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
の
最
大
の
試
練
は
、
か
け
が
え
の
な
い
娘
を
八
歳

と
い
う
若
さ
で
突
然
亡
く
し
た
こ
と
で
し
た
。
そ
の
二
年
後
に
は
夫
も
亡
く
し
ま
し
た
。
家
族
を
亡
く
す
こ
と
は
本
当
に
辛
い
経
験
で

し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
の
示
し
た
道
や
聖
書
の
教
え
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
で
、
暗
闇
の
中
に
光
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
無

事
試
練
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
人
類
共
通
の
試
練
の
中
に
あ
る
今
は
、聖
書
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
に
触
れ
、

救
済
の
力
を
知
る
素
晴
ら
し
い
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
辛
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、ぜ
ひ
聖
書
を
手
に
と
り
、そ
の
ス
ピ
リ
ッ

ト
に
触
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
き
っ
と
暗
闇
の
先
に
光
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

（
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
科
教
授
）
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