
き
る
豊
か
さ
、
幸
い
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

愛
を
与
え
る
人
に
の
み
、
愛
は
返

っ
て
来
る
の
で
す
。
親
切
を
与
え
る
人
に
の
み
、
親
切
は
返

っ
て
来

ま
す
。
し
か
し
、
返．
¨
て．
来．
る。
と
は
必
ず
し
も
相
手
か
ら
具
体
的
な
曖
や
親
切
が
来
る
、
と
い
う
こ
と
の

み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
愛
に
対
し
て
憎
し
み
や
裏
切
り
が
返

っ
て
来
た
り
、
親
切
に
対
し
て
誤
解
や
し
っ

と
が
返
っ
て
来
た
り
し
ま
す
。
又
何
も
返

っ
て
来
な
い
場
合
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
与
え
る
こ
と
は
得
る
こ
と
な
の
で
す
、
と
申
し
ま
す
の
は
、
与
え
得

た
と
い
う
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
富
こ
び
は
自
分
自
身
を
平
安
に
し
、
豊
か
に
す
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、
物
惜
し
み
す
る
人
間
の
知
ら
ぬ
世
界
で
す
。

（
５．
　
５
　
１６
）

５２

「
ゎ
た
し
は
　
ど
ん
な
夏
運
に
あ

っ
て
も

足
る
こ
と
を
学
ん
だ
。
わ
た
し
は
貧
に
処
す



る
道
を
知

っ
て
お

，
、
富
に
お
る
道
も
知

っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
飽
く
こ
と
に
も

飢
え
る
こ
と
に
も
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
境

遇
に
処
す
る
秘
け
つ
を
心
得
て
い
る
。
わ

た
し
を
強
く
し
て
下
さ
る
か
た
に
よ
っ
て

何
事
で
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
ピ
ッ
ピ
書
４
章
ｎ
節
′
１３
節
）

俳
人
直
蕉
の
弟
子
に
千
里
と
い
う
者
が
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
千
里
は
師
の
こ
蕉
に
つ
い
て
東
海
道
を

西
へ
下

っ
て
行
き
ま
し
た
。
日
頃
、
富
士
さ
ん
の
秀
れ
い
に
憧
れ
て
い
た
千
里
は
、
い
よ
い
よ
箱
根
路

ヘ

さ
し
か
か
る
と
心
が
理

，
あ
の
壮
大
秀
れ
い
な
富
士
山
の
姿
に
接
し
て

一
句
を
も
の
し
よ
う
と
心
を
か
ま

え
て
お
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
箱
根
路

へ
か
か
る
と
、
あ
い
に
く
霧
が
深
く
て
富
士
山
ど
こ
ろ
か
周
囲
の
谷
や
森
も
見
通

す
こ
と
す
ら
で
き
ま
せ
ん
。
千
里
は
落
た
ん
し
ま
し
た
。
不
平
　
不
満
　
愚
痴
が
千
里
の
口
を
つ
い
て
出

て
来
ま
し
た
。
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こ
れ
を
聞
い
た
師
の
Ｌ
蕉
は
、
静
か
に
千
里
を
た
し
な
め
て
言
う
に
、　
″
風
雅

の
道
に
志
し
て
い
る
も

の
は
、
何
処
に
置
か
れ
よ
う
と
、　
つ
ね
に
置
か
れ
た
境
に
即
し
て
そ
の
中
に
妙
趣

（
お
も
む
き
）
を
見
出

し
て
ゆ
く
も
の
だ
。
富
士
山
が
見
え
ぬ
と
い
う
て
不
満
　
愚
痴
を
口
に
す
る
よ
う
で
は
、
ま
だ
風
雅
の
道

に
は
い
り
得
て
い
な
い
。
こ
れ
は
み
な
、
自
分
と
い
う
も
の
を
立
て
て
い
る
か
ら
出
て
来
る
の
だ
。
自
分

を
基
に
し
て
ゅ
く

か
ら
、　
置
か
れ
た
峙

の
味
が
澪
ら
な
く
な
る
の
だ
。
自
分
の
願
い
と
い
う
も
の
を
基

に
し
て
現
実
に
ぶ
つ
か
っ
て
ゆ
く
と
現
実
が
も

っ
て
い
る
、
い
ろ
い
る
の
美
し
き
が
見
え
な
く
な
る
。

自
分
と
い
う
も

の
を
基

に
す

る
か
ら
霧
が
邪
ま
に
な
る
。
霧

の
立
ち
こ
め
た
る
風
情
が
わ
か
ら
な
く

な

る

。

先
ず
自
分
を
捨

て
る
修
業
を

せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
自
分
を
捨

て
れ
ば
捨

て
る
ほ
ど
、　
一
切

の
も

の
が
そ

の
ま
ま
、
そ

の
も

の
の
本
当

の
趣
　
味
　
姿
が
見

え
て
く
る
も

の
な

の
で
す
。

″
　
と
教
え
て
、
次

の
句
を

作
り
ま
し
た
。

「
霧

し
ぐ
れ
　
富
士
を
見
ぬ
日
で
　
面
白
き
」

風
流

の
道
と
は
風

の
流

れ
に
自
分
を
ゆ
だ
ね
て
生
き
る
生

で
あ
り
ま
す
。

そ

の
風

と
は
自
然

の．
既
″

ま



こ
と
　
存
在
の
根
本
で
あ
リ
キ
ツ
ス
ト
で
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
は
そ
れ
を
俳
階
道
で
そ
れ
を
見
出
し
、

口
は
イ

エ
ス
に
於
い
て
そ
れ
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

（
５．
　
５
　
２３
）

ｂ^２

「
人
の
歩
み
は
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

人
は
ど
う
し
て
自
ら
そ
の
追ヽ
を
　
明
ら
か
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」

（
晟
言
”
草
２
節
）

わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
一
生
に
於

い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
や
も
の
に
出
会
う
と
共
に
、
い
ろ
い
ろ
な
出

来
ご
と
に
あ
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
都
度
、
喜
こ
ん
だ
り
、
悲

し
ん
だ
り
、
誇
ら
し
く
思

っ
た

，
悔

ん
だ
り
い
た
し
ま
す
。

こ
う
し
た
出
来
ご
と
や
こ
と
が
ら
の
う
ち
、
そ
の
原
因
が
は
っ
き

，
解

っ
て
お
り
解
決
が
比
較
的
か
ん ウ



た
ん

に
で
き
る
も

の
が
あ
り
、
又
原
因
が

は

っ
き

，
わ
か

っ
て
い
て
も
、

ど
う

し
て
も
解
決

で
き
な

い
、

と

い

っ
た
も

の
が
あ
り
ま
す
。
更

に
、
原
因
が
全
く
わ
か
ら
ぬ
も

の
、　
つ
ま
り
、
突
然
降

っ
て
わ
い
た
よ

う
な

こ
と
だ

っ
て
あ
り
ま
す
。

そ

の
原
因
が
解

っ
て
お
り
、
解
決
が
比
較
的

か
ん
た
ん
で
あ
る
よ
う
な
こ
と
が

ら
と
は
、
自
分

の
態
度

の
如
何
で
状
況
を
変

え
る
こ
と
が

で
き
る
。

と
い

っ
た
た
０

い
の
こ
と
が

ら
で
あ
り
ま
す
。

と

こ
ろ
が
、
人
生

に
は
自
分

の
知
恵
　
他
人

の
助

け
を
も

っ
て
し
て
も
ど
う

に
も
な
ら
な

い
こ
と
、

と

い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。

即
ち
原
因
が

わ
か

っ
て
い
て
も
、

ど
う
す

る
こ
と
も

で
き
な

い
も

の
、

又
原
因

が
全
く
わ
か
ぬ
ま
ま
に
迫

り
来

っ
た
も

の
な
ど
で
す
。

右

に
述

べ
た
第

一
の
場
合
、

わ
た
し
た
ち
は
、
愛

と
知
一昼
と
を
も

ち
、
我
を
す
て
て
す
み
や
か
に
対
処

す

べ
き

で
、

い
ら
ぬ
虚
勢
や
め
ん

つ
、
利
己
心
な
ど
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
い
て
は
、
決

し
て
問
題

を
困
難

に
す

る
の
み
で
解
決

べ
は
向

い
ま
せ
ん
。

又
、
第
二

の
場
合

で
も
、
時

と

し
て
時
間
が
解
決

し
て
く
れ
る
こ
と
が

あ
，
ま
す
。
そ

の
当
時

は
全
く

ど
う
に
も
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
た
こ
と
で
も
後

に
な

っ
て

″
あ
れ

で
よ
か

っ
た

の
だ

″
と
思

，つ
こ
と
だ

っ
て



あ
り
ま
す
。

と
に
か
く
、
人
は

一
生
の
う
ち
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
出
会
う
も
の
で
す
。
こ
れ
が
ま
ぎ
れ
も
な
く

″
自
分
が
生
き
て
い
る
″
と
い
う
こ
と
の
証
し
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
″
ど
う
す

れ
ば
よ
り
よ
く
生
き
ら
れ
る
か
″
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
は
、
こ
と
が
ら
に
正
し
く
対
処
す
る
知
慧

を
自
か
ら
も
つ
こ
と
で
す
。
聖
書
は
こ
の
知
慧
を
わ
た
し
た
ち
に
与
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
は
生
活
の
知

慧
、
人
生
の
知
慧
、
死
を
も
克
服
せ
し
め
る
知
慧
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
知
慧
を
多
く
の
人
々
が
持

っ
て
い

た
だ
く
こ
と
を
願

っ
て
い
る
の
が
私
た
ち
の
教
会
で
す
。

（
■
　
５
　
∞
）

″′２

「
若

い
人

の
栄

は
そ

の
力
　
老
人

の
美

し

さ
は
　
そ

の
し
ら
が

で
あ
る
」

（
晟
言
”
章
”
節
）



若
い
時
に
は
、
何
ご
と
を
す
る
に
も
前
後
の
こ
と
を
わ
き
ま
え
ず
に
、
情
熱
に
ま
か
せ
て
お
し
す
す
ん
で
行

く
こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
。
そ
の
結
果

「
度
」
が
す
ぎ
て
失
敗
を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
の
こ
と
に
は
、
す
べ
て
、
そ
の
も
の
を
生
か
す
に
ふ
さ
わ
し
い
適
当
な
度
合
と
い
う
も
の
が
あ

，
ま

す
。
そ
の
度
合
を
心
得
え
ず
し
て
こ
と
を
な
す
と
、
そ
れ
が
も

つ
本
来
の
味
を
全
く
失
は
じ
め
て
も
と
も

こ
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

料
理
を
す
る
に
も
、
そ
の
材
料
の
味
を
最
も
生
か
し
美
味
し
く
食
す
る
に
ふ
き
わ
し
い
料
理
の
方
法
が

あ
る
も
の
で
す
。
た
だ
や
た
ら
に
強
い
火
で
煮
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
し
、
し
ょ
う

ゆ
や
さ
と
う
を
加
え
れ
ば
必
ず
美
味
し
い
味
が

つ
く
と
は
限

っ
た
も
の
で
も
な
い
で
し
よ
う
。

と
に
か
く
、
何
ご
と
に
於
て
も
、
そ
の
も
の
の
も

っ
て
い
る
味
い
を
最
高
に
生
か
す
度
合
と
い
う
も
の

が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
わ
か
る
ま
で
に
は
長
い
時
間
が
か
か
る
も
の
で
す
。

わ
た
し
は
、
老
人
の
し
ら
が
の
美
し
さ
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
度
合
を
心
得
え
て
い
る
じ
る
し
と
し
て

見
た
い
の
で
す
。

人
が
自
分
自
身
に
と
っ
て
気
づ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
の

一
つ
は
、
自
分
を
生
か
す
に
適
当
な
度
合
が
何



処
に
あ
り
、
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
は
長
い
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

こ
れ
を

一
日
に
言
え
ば

″
己
れ
の
分
を
知
る
″
と
い
う
こ
と
で
し
よ
う
。
こ
れ
は
決
し
て
停
た
い
的

消
極
的
　
な
人
生
態
度
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ゆ
る
ぎ
な
い
確
実
な
発
展
の
た
め
に
必
要
な
知
恵
な
の
で
あ

り
ま
す
。

老
人
の
し
ら
が
の
美
し
き
は
、
人
生
の
も
の
ご
と
に
関
わ
る
度
合
を
知
る
知
慧
と
こ
れ
を
分
を
わ
き
ま

え
る
け
ん
き
ょ
さ
と
、
さ
ら
に
子
弟
に
対
し
、
そ
の
教
調
を
残
す
偉
大
き
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
も
相
互
に
、
そ
の
よ
う
な
、
美
し
い
し
ら
が
を
持

つ
老
人
に
な
り
た
い
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。

（
５．
　
６
　
６
）

８２

「
信
仰

の
導
き
手
で
あ
り
、
そ
の
完
成
者

で
あ
る
イ

エ
ス
を
仰
ぎ
見

つ
つ
、
走
ろ
う
で



は
な
いか」
　
（ヘレ一
人

″
見

よ
、

わ
た
し
は
世

の
終

，
ま
で
、　
い
つ
も
あ
な
た
が

た
と
共

に
い
る
の
で
あ
る

″
イ

エ
ス
の
わ
た
し

た
ち
に
対
す
る
慰

め
と
意
議

は

″
共

に
い
る

″
と

い
う

こ
と
で
あ
つ
ま
す
。

ひ
と
は
自
分

の
利
害

に
よ

っ
て
共

に
い
た
り
離

れ
た

，
逃
げ
去

っ
た

，
い
た
し
ま
す
。

，
ア
ロ
は
イ

エ

ス
が
最
も
困
難

に
運

っ
て
い
る
と
き
、
共

に
い
な
け
れ
ば
と
思

い
つ
つ
も
、
現
実

は
イ

エ
ス
を
捨

て
て
逃

げ
き

っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
自
分

の
様

に
泣
き

つ
つ
逃
げ

た
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５９

相
互

に
愛

し
愛
さ
れ
た

，

の
男
女
が
、
自
分
勝
手
な
思

い
の
故

に
，

を
う
ら
ぎ

っ
て
他

の
ひ
と
に
行
く

と

い
う

こ
と
は
世
間

で
は
日
常
的
な
出
来
ご
と
で
す
。

″
共

に
い
る

″
と

い
う

こ
と
の
む

つ
か
し
さ
を
覚

え
ま
す
。

ま
た
共

に
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
八

一
諸

に
い
る
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一〓
こ
び
を
聞
き
、

苦

し
み
を
聞
き
、
そ

の
心
と
心
　
思

い
と
思

い
の
連
滞
感

　

一
体
感
を
共
感
す

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

と

，〓
え
て
来

る
と

″
共

に
い
る

″
と
い
う
こ
と
は

，

と
む

つ
か
し
く
、

し
か
も
困
難
な
こ
と
で
あ
り
ま

し
よ

2ヘ
節の

手
紙



う

か
。

し
か
し
、

イ

エ
ス
は
、

″
い
つ
ま

で
も
共

に
い
る

″
と
申
さ
れ

る
の
で
す
。

「
イ

エ
ス
　

キ
リ

ス
ト
は
、

き

の
う
も
、
き
よ
う
も
、

い

つ
ま

で
も
変

る
こ
と
が
な

い
」

（
ヘ
ブ

ル
書

・３
　
８
〉

私

た
ち
の
思

い
は
、

そ
の
時

の
状
況
次
第

で
変
り
ま
す
。
気
分

で
変
り
ま
す
。

し
か
し
、
イ

エ
ス
は
き

の
う
も
き
よ
う
も
、

い

つ
ま

で
も
変

る
こ
と
が
な

い
の
で
す
。

奨

と
は
イ

エ
ス
０
そ

の
様

で
あ
り
、

ま
こ
と
と
は
イ

エ
ス
の
そ

の
様

で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
故

に
、
私

た
ち
は
望
み
を
そ

の
イ

エ
ス
　
キ
リ

ス
ト
の
受

と
ま
こ
と
と
に
か
け
る
の
で
す
。
決

し

て
自
己

の
愛

や
ま
こ
と
や
、

ま
た
決
意

に
依
る
信
仰

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
神

は
愛

で
あ
り
」

（
ヨ
ハ
ネ
第

一
４
　
１０
）

そ
の
愛

に
生

か
さ
れ
る
も

の
に
は
即
ち

「
愛

に
は
恐
れ

が
な

い
」

（
コ

＾
ネ
第

一
４
　
１８
）

の
で
す
。

〈
５．
　
６

●
１３
）



９２

「
わ
た
し
が
お
願
い
す
る
の
は
、
彼
ら
を

世
か
ら
取

，
去
る
こ
と
で
は
な
く
、
彼
ら
を

思
し
き
著
か
ら
守

っ
て
下
さ
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
」

（
コ
＾
ネ
福
音
書
１７
章
５
節
〉

こ
れ
は
、
弟
手
に
つ
い
て
の
イ

エ
ス
の
祈

，
で
あ
り
ま
す
。

イ

エ
ス
は
、
自
分
の
亡
き
あ
と
弟
手
た
ち
が
、
き
ま
ざ
ま
の
不
幸
に
め
げ
ず
、
し
っ
か
り
と
信
仰
の
信

義
に
生
き
る
こ
と
を
ケ
ら
れ
ま
し
た
。

信
仰
の
信
義
に
生
き
る
と
は
、
イ

エ
ス
が
ご
自
身
の
生
き
ざ
ま
に
よ
っ
て
語

，
示
さ
れ
た
″
神
を
信
じ

人
を
愛
す
る
生
き
か
た
″
で
あ
り
ま
す
。

人
の
ま
こ
と
の
生
き
か
た
は
、
人
が
人
を
愛
し
て
生
き
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
実
に
月
並
な

言
い
方
で
す
が
、
こ
れ
以
上
に
人
の
ま
こ
と
な
る
生
き
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
人
の
ま
こ
と
な
る
生
き

方．
が
、
人．
‥こ。
と．
¨
て。
当．
”
ま．
え。
で，
あ．
”
、
人．
生
じ
と．
¨
て．
無
置
的．
な。
も．
の。
な。
の．
な
と．
ぃ
う。
こ。
と．
む
奏
え．
一



く．
れ．、
そ．
う。
信．
ぃ
さ。
せ．
て．
↑
か
る．
の．
が
康
仰．
０
あ．
ぃ
ま．
一
。

イ

エ
ス
は
、
弟
手
た
ち
が
、

こ
の
信
仰
の
信
義
を
見
失

っ
て
し
ま
う
こ
と
を
最
も
心
配
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
世
の
中
は
、
と
き
と
し
て
、
人
を
欺
く
者
が
辛
福
に
生
き
ら
れ
、
自
分
の
こ
と
の
み
考
え
る
者
が
立

身
出
世
し
、
人
を
利
用
す
る
者
が
賢
者
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
他
人
の
こ
と
を
配
慮
し
た
故
に
馬
鹿
を

見
た
、
と
い
う
こ
と
の
話
は
い
く
ら
も
あ

，
ま
す
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
人
が
人
の
ま
こ
と
を
す
て
て
よ
い
も
の
で
し
よ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

す
て
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
自
分
が
生
き
ら
れ
な
い
、
と
い
う
き
び
し
さ
が
こ
の
世
で
も
あ
る
の
で
す
。

信
仰

の
信
蓋
に
生
き
る
と
は
、
こ
の
す
き
ま
し
い
世
に
あ

っ
て
、
尚
人
の
ま
こ
と
を
み
つ
め
、
受
に
生

き
る
こ
と
の
喜
こ
び
と
尊
さ
と
を
よ
く
知

っ
て
生
き
る
こ
と
だ
と
中
せ
ま
す
。

こ
の
信
義
に
生
き
る
こ
と
を
否
定
す
る
勢
力
す
べ
て
を
、
イ

エ
ス
は
悪
し
き
も
の
と
申
さ
れ
た
の
で
す

そ
し
て
、
そ
の
悪
し
き
も
の
か
ら
守
ら
れ
て
生
き
る
者
の
、
い
わ
ば
人
間
で
あ
る
こ
と
の
証
言
の
集
団
が

教
会
な
の
で
あ
り
ま
す
。

（
５．
　
６
　
”
）



０３

「
平
和
を

つ
く
り
出
す
人
は
さ

い
わ

い
で

あ
る
」

（
マ
タ
イ
福
音
書

５
章

９
節
）

こ
こ
で
用

い
ら
れ
て
い
る

「
平
和
」

と

い
う
言
葉
が
も

っ
て
い
る
意
味
内
容

は

「
〓
平
」

「
和
陸
」
「
平

安
」

「
安
全
」

「
無
事
」

「
幸
福
一
そ
し
て

「
秩
序
あ
る
状
態
」
等

を
含

ん
で
い
ま
す
。

従

っ
て
、

イ

エ
ス
が

「
平
和

を

つ
く
り
出
す
人
」

と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
決

し
て
国
際
舞
合

で
国
と
国

と
を
戦
争

に
追

い
込

ま
ぬ
よ
う
に
働

く
人

の
こ
と
で
は
な
く
、

又
政
治
的
　
社
会
的

に
大
き
な
働

き
を
す

る
、
と

い

っ
た
よ
う
な
人

に

つ
い
て
言

っ
て
い
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
平
和
を

つ
く
り
出
す
人
」
と
は
人
が

「
幸
福
」
を
感

じ
、
人
と
人
と
が
楽

し
く

「
和
睦
」

の
う
ち
に

交
わ
り
、
社
会
が

「
秩
序
あ
る
状
態
」

で
歩

み

つ
づ
け
る
よ
う

に
、

こ
れ
を
助
け
、
配
慮
す

る
人

の
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

「神

の
支
配

し
給
う
と
こ
ろ
に
は
、
義
と
平
安
と
喜

こ
び
が
あ

る
」
そ
れ
故
に

「
わ
た
し
た
ち
は
、
平

和
　
平
安

に
役
立

つ
こ
と
を
追

い
求
め
よ
う

で
は
な

い
か
」

（
ロ
マ
書

И
　
ｌ７
′
・９
）

“



と
パ
ク
ロ
は
教
会
に
集
う
人
々
に
す
す
め
て
お
り
ま
す
が
、
信
仰
や
宗
教
の
真
碇
は
、
個
人
の
内
な
る

平
安
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
の
平
和
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
人
に
あ
た
え
、
人

々
の
申
に
も
た

ら
す
人
が
真
の
信
仰
人
、
宗
教
人
の
姿
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
世
の
中
に
は
宗
教
や
信
仰
又
は
修
養
団
体
と
称
す
る
も
の
に
属
す
る
信
者
が
、
自
分
の
信
ず

る
教
義
の
故
に
家
事
を
す
て
、
家
族
を
省
ワ
み
ず
、
近
隣
と
交
わ
り
を
断

っ
て
正
に
ひ
と

，
よ
が

，
な
熱

心
に
お
ば
れ
て
、
自
分
の
周
囲
の
人
々
に
不
決
を
ま
き
ち
ら
し
て
い
る
人
々
が
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
熱
心

な
信
徒
と
し
て
指
導
者
や
同
信
の
友
が
ほ
め
そ
や
す
。
こ
れ
は
全
く
宗
教
や
信
仰
の
風
上
に
お
け
な
い
エ

っ
た
集
団
で
す
。

そ
れ
が
正
し
い
宗
教
か
否
か
、
信
仰
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、

「
平
和
を
つ
く
り
出
す
」
そ
れ
で
あ
る

か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
で
き
ま
す
。

（
５‐
　
６
　
´
）

“



０^

「
す
べ
て
の
重
荷
を
負
う
て
苦
労
し
て
い

る
者
は
、
わ
た
し
の
も
と
に
来
な
さ
い
。
あ

な
た
が
た
を
休
ま
せ
て
あ
げ
よ
う
」

（
マ
タ
イ
福
音
書
１１
草
８
節
）

こ
の
人
生
を
誰
も
重
荷
を
負
わ
ず
し
て
、
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
者
必
滅
の
こ
と
わ
り
の

中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み
悩
み
を
も

っ
て
人
間
は
生
き
て
ゆ
く
。

イ

エ
ス
が
生
き
た
当
時
の
人
々
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
　
般
民
衆
は
、　
ロ
ー
マ
の
支
配
と
ロ
ー

マ
の
カ
イ
ラ
イ
で
あ
る
ユ
グ
ヤ
の
支
配
階
級
の
祭
司
　
王
侯

Ｉ
貝
族
　
地
主
た
ち
の
、
あ
く
な
き
利
欲
を
目
的
と

し
た
政
治
の
故
に
、
重
税
と
宗
教
税

に
苦
し
み
、
更
に
日
で

，
　
い
な
ご
の
書
な
ど
の
災
厄
に
あ
っ
て
、

借
金
の
た
め
、
土
地
を
失
い
、

ル
ン
ペ
ン
の
如
き
生
活
を
強
い
ら
れ
た
。
彼
ら
は
、
た
だ
そ
の
救
い
と
な

ぐ
さ
め
と
を
神
に
求
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
敬
虔
な
る
民
の
祈
り
と
共
に
捧
げ
る
動
物
や
礼
拝
器
具
を
売

り
つ
け
、
ぼ
う
利
を
か
せ
い
で
い
た
の
が
ま
た
祭
司
や
貴
族
で
あ

っ
た
。
そ
の
他
収
賄
な
ど
は
日
常
的
な

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
財
を
な
す
者
も
多
く
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



正
に
、
こ
れ
こ
そ

「
異
邦
人
の
支
配
者
た
ち
は
、
そ
の
民
を
取
隷

に
し
、
ま
た
偉

い
人
た
ち
は
、
そ
の

民
の
上
に
権
力
を
ふ
る
っ
て
い
る
」
と
イ

エ
ス
が
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

今
日
の
ロ
ッ
キ
ー
ド
　
大
正
年
間
の
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
な
ど
が
、
し
ょ
う
ち
ょ
う
す
る
如
く
、
い
つ
の

世
に
あ

っ
て
も
、　
一
般
民
衆
は
権
力
あ
る
者
の
悪
行
の
人
災
に
よ
り
、
苦
し
み
あ
え
ぎ

つ
つ
生
き
て
い
る

と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
と
し
て
の
宿
命
的
吉
し
み
と
、　
一
握
の
権
力
者
に
よ
る
人
災
と
の
二
重
の
重
荷

を
、
イ

エ
ス
は

「
重
荷
を
負
う
て
吉
労
し
て
い
る
者
」
と
言

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
重
荷
の
正
体

を
よ
く
見
極
め
　
そ
れ
に
め
げ
ず
に
立
上

っ
て
生
き
て
行
く
よ
う
に
な
る
能
力
を
与
え
る
こ
と
を

「
休
ま

せ
て
あ
げ
よ
う
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

「
休
む
」
と
は
、
決
し
て
何
も
し
な
く
て
す
む
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
は
な
い
。

（
５．
　
７
　
４
）

〓

　

「
重
荷
」
と
は
厳
密
に
は
祭
司
た
ち
が
律
法
主
義
的
生
活
を
人
々
に
強
制
し
、
そ
れ
が
神
の
前
に

正
し
く
生
き
る
こ
と
だ
と
教
え
た
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

“



２づ^

「
す

べ
て
外
か
ら
人

の
中

に
は
い

っ
て
、

人
を
け
が

し
う
る
も

の
は
な

い
。

か
え

っ
て

人

の
中
か
ら
出

て
く
る
も

の
が
、
人
を
け
が

す

の
で
あ
る
」

＾
マ
ル

コ
福
音
書

７
●

１５
燎
）

こ
の
日
に
は
、

か
の
食
物
。

か
の
日
に
は
、

こ
の
食
物
を
食
す

べ
か
ら
ず
。
宗
教

は
と
き
と

し
て
こ
の

よ
う
な
タ
ブ

ー
を
信
者

に
要
求

し
、
億
者
も
そ

の
タ
ブ
ー
を
守

る
こ
と
で
安
心

し
た

，
、
救

わ
れ
た
よ
う

な
気

に
な

っ
て
い
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

イ

エ
ス
の
時
代

の

ユ
ダ

ヤ
教
も
そ

の
例
外

で
は
な
か

っ
た
。
彼

ら
は
日
と

の
関
係

で
食
物
を
考

え
た
だ

け
で
な
く
、
食
物

そ
の
も

の
に
汚

れ
た
食
物
と
清

い
食
物
と
に
分
け
、
汚

れ
た
食
物
を
食
す

る
と
き
、
食

し
た
人
も
汚

れ
る
と
考

え
た

の
で
あ
り
ま
す
。

（
今

で
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
言

っ
て
、
宗
団

で
作

っ
た
飲

食
物
を
信
者

に
売
り

つ
け

て
、
宗
団
が

ガ

ッ
ボ

，
と
金
も
う
け
し
て
い
る
宗
教
が
あ
り
ま
す
。
）

67



そ
れ
に
対
し
て
イ

，
ス
は
申
さ
れ
ま
し
た
。

「
″
外
か
ら
人
の
中
に
は
い
っ
て
来
る
も
の
は
、
人
を
汚

し
得
な
い
こ
と
が
、
わ
か
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
人
の
心
の
中
に
は
い
る
の
で
な
く
、
腹
の
中
に
は
い

，

そ

し
て
、
外
に
出
て
行
く
だ
け
で
あ
る
″
イ
エ
ス
は
こ
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
食
物
で
も
、
き
よ
い
も
の
と

さ
れ
た
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
ル
コ
７
　
１９
）

で
は
人
を
汚
す
も
の
は
何
か
、
又
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
、
イ

エ
ス
は
申
さ
れ
ま
す
。

「
人
か
ら
出
て
来

る
も
の
、
そ
れ
が
人
を
汚
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の
心
の
中
か
ら
悪
い
思
い
が
出
て
来
る
。
不
品

行
、
盗
み
、
殺
人
、
姦
江
、
貧
欲
、
邪
忠
、
歎
き
、
好
色
、
妬
み
、
誹
り
、
高
慢
、
憲
痴
、
ま
し
な
い
、

党
派
心
、
偶
像
礼
拝
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
マ
ル
コ
７
　
の
　
ガ
ラ
チ
ヤ
５
　
”
）

本
当
に
そ
う
で
す
。

″
山
中
の
賊
を
破
る
は
易
く
、
心
中
の
賊
を
破
る
は
難
し
″
と
王
陽
朗
が
言
う
と

き
の
心
中
の
賊

こ
そ
、
イ

，
ス
が
言
う
人
を
け
が
す
も
の
な
の
で
あ

，
ま
す
。

こ
こ
に
人
間
の
教
わ
れ
難
い
罪

の
一
つ
を
見
ま
す
。

こ
の
罪
人
性
を
負
う
私
た
ち
を
救
わ
ん
と
す
る
の

が
、

ほ
か
な
ら
ぬ
イ

エ
ス
で
あ
り
ま
す
。

人
間
の
問
題
の
一
切
の
投
は
こ
こ
に
あ
る
。

68



う
０

●
０

「
あ
な
た
は
自
分
の
た
め
に
刻
ん
だ
像
を

造

っ
て
は
な
ら
な
い
」

（
出

エ
ン
プ
ト
記
”
章
４
節
）

こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
″
偶
像
礼
拝
″
に
つ
い
て
の
禁
上
の
い
ま
し
め
で
あ
り
ま
す
。

キ
，
ス
ト
教

の
特
色
で
あ
る
こ
の
傷
像
礼
拝
を
し
な
い
。
と
い
う
教
え
は
ユ
グ
ヤ
教
よ
り
う
け
つ
い
だ

も
の
で
あ
り
ま
す
。

偶
像
と
は
読
ん
で
字
の
如
く

″
愚
か
な
像

″
と
い
う
こ
と
で
、
旧
約
聖
書
の
言
葉
に
於
い
て
も

，
ツ
ー

ル
即
ち
″
価
値
な
き
も
の
″
″
空
し
い
も
の
″
を
意
朱
し
て
い
る
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
空
し
き
を
語

っ
た
聖
書

の
か
所
に
イ
ア
ヤ
書
“
章
９
‘
１７
又
は
エ
レ
ミ
ヤ
記
１０
章
１
，
１０
な
ど
が

あ
り

一
読
を
し
て
下
さ
い
。

で
は
な
ぜ
偶
像
が
愚
か
な
語
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
よ
く
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、

像
自
体
は
決
し
て
愚
か
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
像
を
″
偶
像

″
に
す
る
の
は
人
間
な
の
で

●



す
。
即
ち
、

そ

の
像
が
何

か
不
思
議

な
力
を
秘

め
て
い
る
か
の
よ
う

に
思

い
込
ん
で
、
像
自
体

に
人
間

の

側
が
支
配
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
き
、
像

は
人
間

に
と

っ
て
″
偶
像

″
に
な
る
の
で
す
。

と

こ
ろ
が
世

の

″
非
偶
像
礼
拝
主
義
者

″
た
ち
は
、
像
自
体
が
愚

か
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思

い
込
ん
で

そ

の
も

の
を
馬
鹿

に
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
考
え

て
み
る
と
、
そ

の
よ
う
な
人
も

一
種

の
偶
豫
礼
拝
者

な

の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

と
に
か
く
以
上

の
こ
と
は
は

っ
き

，
キ
ツ

ス
ト
著

は
認
識

し
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

き
て
、
像

と
は
人

の
思

い
が
人

の
手

に
よ
り
型
一と
な

っ
た
も

の
で
す
。

し
た
が

っ
て
像

の
像

と
な
る
以

一別
に
は
人

の
思

い
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
何

か
を
願

い
、
何

か
を
み

つ
め
、

何
か
を
知

っ
て
い
る
息

い
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
思

い
が
形
と
な

っ
て
表
さ
れ
た
も

の
が

″
像

″
で
あ
り
ま
す
。

と
す

る
と
、
像

の
中

に
は
、
神
を
み
た
人

の
思

い
が
造
形
さ
れ
て
あ
る
や
も
知

れ
な
い
像
だ

っ
て
あ
る

か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
考

え
て
来

る
と

″
像

″
で
あ
る
故

に
と
言

っ
て
馬
鹿

に
す

る
こ
と
は
出

来

ま
せ
ん
。
以
下
次
号

で
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

（
５‐
　
７
　
２５
）
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勢

「
あ
な
た
は
　
自
分
の
た
め
に
　
刻
ん
だ

像

を
造

っ
て
は
な
ら
な

い
」

（
出

，
シ
ブ

ト
記

２０
章

４
節
）

「
像
」
そ

の
も

の
が

「
愚
」
な

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
像
」

を
し
て

「
愚
」
た
ら
し
き
る
は
、
像
が

何
か
神
秘
的
な
能
力
を
も

つ
て
い
る
か
の
よ
う

に
思

い
込
ん
で
像

を
礼
拝

の
対
象

と
す
る
、
人
間

の
意

か

さ

に
よ
る
の
で
す
。

そ
れ

に
し
て
も

「像
」

と
は

一
体

な
に
な

の
か
と
申

し
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
人

の
思

い
、
人

の
考

え
人

の
感

じ
た
こ
と
等
が
形
を
成

し
て
表
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
て
、

た
だ

の

「
も

の
」
な

の
で
は
あ
つ
ま
せ
ん
。

人

の
心

は
深
く
、
人

の
思

い
は
大
き
く
、
そ

の
精
神

は
、

と
き
と
し
て
人
間

の
心
、

思

い
を
ヨ
え

て
神

の
思

い
、
神

の
心

に
支
配
さ
れ
る
こ
と
だ

っ
て
あ
る
の
で
す
。

本
当

の

「
ま
こ
と
」

を
見
、
最
も

「
善
」
な
る
も

の
に
ふ
れ
、
型

な
る

一
美
」

を
感

じ
る
こ
と
だ

っ
て

あ
る

の
で
す
。

そ
の
時
、
そ
れ
を
造
形

し
、
も

の
を
通

し
て
表

そ
う
と
す
る
。
仏
像

と
呼
ば
れ
る
も

の
は
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言

わ
ば
、

こ
れ
ら

の

一
つ
で
あ
る
と
中

せ
ま
す
。

仏
像

と
は
、
仏

の
像

で
あ
り
、
仏
と
は
、
時

を
越
え
、
場
所
を
越
え
て
い
つ
も

こ
の
世
界

に
、
人

の
思

い
と
は
別

に
存
在
す
る
、
世

の
中

の
ま
こ
と
そ

の
も

の
の
こ
と
で
あ
り
そ
れ
が
形

と
な

っ
て
、
人

の
手
に

よ
り
、
も

の
に
よ

っ
て
表
さ
れ
た

の
が
、

ほ
か
な
ら
ぬ

「
仏
像
」
だ
と
申

せ
ま
す
。

そ

れ
故

に
、

そ

の
仏
像

に
接
す
る
人
が
、
像

に
於

て
語

，
示
さ
れ
よ
う
と
す
る
、
そ

の
心
、

そ

の
思

い

を
感

じ
と
る
な
ら
ば
、
像

の
存
在
理
由

は
感

じ
と
る
人

に
充
分
な

の
で
あ

っ
て
、
像

は
そ
れ
以
上

の
何
も

の
で
も
な
い
の
で
す
。
と

こ
ろ
が
、

も

し
人
が
、
像

そ

の
も

の
と
、
像

に
於

て
語
り
示
さ
れ
て
い
る
そ
れ

と
を
同

一
視
す

る
と
、
忍
ち
像

は
、

た
だ

の
も

の
と
し
て
の
像

か
ら
、

ま
こ
と
そ

の
も

の
、

，
そ

の
も

の

仏
そ

の
も

の
と
な

っ
て
し
ま
う

の
で
す
。

こ
こ
に
偶
像
が
生
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、

そ
れ
ゆ
え

に
ど

の
よ
う
な
像

に
も
、
絶
対

に
礼
拝
す
る
愚

か
を
行

っ
て
は
な
り
ま
せ

ん
し
、

こ
の
態
度

は
、

人
間
を
正

し
く
生

か
す
基
本

に
な
る
の
で
す
。

（
５．
　
８
　
１
）



“

「
人
が
誘
惑
に
陥
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

欲
に
引
か
れ
、
さ
そ
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

欲
が
は
ら
ん
で
罪
を
生
み
罪
が
熟
し
て
死

を
生
み
出
す
。

（
ヤ
コ
プ
の
手
紙
　
１
章
１４
節
〉

こ
と
わ
ざ
に

″
歓
に
は
目
見
え
ず
′
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
欲
に
目
が
く
ら
む
と
物
事
の

是
非
、
善
悪
の
判
断
が
つ
か
な
く
な
る
こ
と
を
言

っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

欲
に
は
肉
欲
、
物
欲
な
ど
が
あ
り
　
た
え
ず
身
体
や
心
を
悩
ま
せ
、
か
き
乱
し
、
煩
ら
わ
せ
、
感
わ
し

汚
す
作
用
を
し
、
仏
教
で
は
人
間
煩
悩
の
よ
っ
て
生
す
る
根
本
と
し
、
聖
言
は
人
間
の
罪
の
よ
っ
て
生
起

し
て
来
る
と
こ
ろ
と
語

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
誤
解
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
欲
そ
の
も
の
が
即
罪
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。



か
の
フ
ロ
イ
ド
な
ど
は
欲
そ
の
も
の
を
、
人
間
の
生
の
根
源
的
な
力
と
な
し
、
文
化
創
造
の
源
動
力
と

さ
え
考
え
ま
し
た
し
、　
ニ
ー
チ

エ
と
い
う
哲
人
は
、
よ
り
強
大
で
充
ち
た
存
在
に
な
ろ
う
と
欲
す
る
、
人

間
の
欲
を

「
権
力

へ
の
意
志
」
と
し
、
こ
の
意
志
こ
そ
新
し
い
人
間
の
在
り
方
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る

と
し
ま
し
た
。

と
に
か
ぐ
欲
が
欲

で
あ
る
故

に
即
悪
　
罪

と
す
る
こ
と
は
誤

り

で
あ
り
ま
す
ｏ

問
題
は
、
欲
に
必
要
以
上
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
人
間
の
在
り
方
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
人
間
は
な
ん
と
欲
に
ぶ
り
ま
わ
さ
れ
や
す
い
存
在
で
あ
る
こ
と
で
し
よ
う
か
。
そ
れ

故
に
私
た
ち
は
多
く
の
失
敗
を
犯
し
ま
す
。

欲
は
必
要
で
あ
り
、
欲
は
時
と
し
て
人
間
を
犯
す
も
ろ
は
の
剣
で
す
。
こ
の
矛
盾
し
た
人
間
存
在
　
そ

こ
に
人
間
の
悩
み
が
あ
り
、
罪
が
あ
り
ま
す
ｏ

そ
こ
で
聖
書
は
、
こ
の
欲
に
関
わ
る
人
間
の
在
り
方
、
欲
を
見
る
限
に
つ
い
て
工
し
い
人
と
し
て
の
生

き
方
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
す
。

（
５．
　
８
　
８
）

,イ



“

「
神
は
　
い
か
な
る
患
難
の
中
に
い
る
と

き
で
も
　
わ
た
し
た
ち
を
慰
め
て
下
さ
り

ま
た
　
わ
た
し
た
ち
自
身
も
神
に
慰
め
て
い

た
だ
く
　
そ
の
慰
め
を
も

っ
て
　
あ
ら
ゆ
る

患
難
に
あ
る
人
々
を
慰
め
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
て
下
き
る
の
で
あ
る
。
」

（
コ
リ
ン
ト
第
二
１
章
４
節
）

人
が
そ
の
人
生
の
途
上
に
於
て
き
ま
ざ
ま
の
息
肇
に
出
会
う
の
は
人
の
世
の
常
だ
と
言
え
ま
す
。

否

「
銀
難
汝
を
玉
に
す
」
と
あ
る
通
り
、
患
難
は
人
を
し
て
人
間
的
に
み
が
き
上
げ
、
成
長
さ
せ
て
く

れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
故
に

「
可
愛
い
子
に
は
旅
を
さ
せ
よ
」
と
こ
と
わ
ぎ
は
申
し
て
お
り
ま

す
。息

難
に
出
会
う
人
の
み
が
　
患
難
に
克
こ
と
の
出
来
る
自
分
を
つ
く
り
あ
げ
、
ま
た
耐
え
る
力
を
養

い

慰
め
の
何
た
る
か
を
知
る
に
至
る
の
で
す
。



表
記
の
パ
ク
ロ
の
言
葉
は
、
パ
ウ
ロ
自
身
、
患
業
の
中
で
慰
め
を
発
見
出
来
た
こ
と
を
最
大
の
喜
び
と

し
て
お
り
ま
す
。

彼
は
患
難
の
中
で
こ
そ
、
ま
す
ま
す
神
に
近
づ
き
、
神
の
意
み
の
専
大
さ
を
悟
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
す
。

実
に
恵
難
は
、
自
己
を
み
つ
め
さ
せ
、
他
人
に
自
然
に
相
に
心
を
思
い
を
向
は
じ
め
る
も
の
で
す
。

故
に
人
は
と
き
と
し
て
意
難
の
中
で
こ
そ
自
己
の
最
高
の
４
品
を
う
み
出
し
、
人
生
に
於
け
る
真
実
を

知
り
喜
び
と
慰
め
と
を
発
見
す
る
の
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
、
他
人
に
対
し
て
何
が
し
か
の
愛
う
る
一父
わ
り
を
ま
こ
と
に
な
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

人
生
の
息
難
に
出
会
い
、
そ
の
中
か
ら
ま
こ
と
の
慰
め
と
希
望
と
を
見
出
し
、
そ
の
慰
め
と
希
望
と
を
も

っ
て
隣
人
に
か
か
わ
つ
た
い
も
の
で
す
。
そ
の
と
き
こ
そ
　
わ
た
し
た
ち
は
隣
人
に
木
当
の
慰
め
を
与
え

ら
れ
る
し
、
ま
た
隣
人
と
の
か
か
わ
つ
で
決
し
て
失
望
落
た
ん
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
は
あ
り
え
な
い
と

思
い
ま
す
。

実
に
、
息
難
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
を
し
て
、
ま
こ
と
な
る
も
の
、
即
ち
神
に
導
い
て
く
れ
る
養
育
係

で

あ
る
と
申
せ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５．
　
８
　
６
）



々
′

３

「
ら
な
た
が
わ
た
し
を
違
ん
だ
の
で
は
な

い
　
ゎ
た
し
が
ら
な
た
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
」

（
ョ
ハ
ネ
福
音
書
ヽ
章
１６
節
）

こ
の
言
葉
は
、
イ
エ
ス
が
弟
子
の
も
と
を
去
る
に
際
し
て
、
弟
子
た
ち
に
語
り
残
さ
れ
た
も
の
で
す
。

考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
ど
慰
め
に
充
ち
た
言
葉
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
、

「
わ
た
し
が
　
‥
わ
た
し
か

…
…
」
と
い
う
生
き
方
は
不
安
定
で
余
有
が
ら
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
た
の
み
と
す
る

「
わ
た
し
」
は

実
際
は
実
に
た
よ
り
な
き
身
な
の
で
す
。
そ
の
わ
た
し
に
わ
た
し
の
人
生
の
基
を
お
く
こ
と
は
不
安
定
そ

の
も
の
で
す
。

わ
た
し
の
人
生
は
、
わ
た
し
の
意
志

で
、
わ
た
し
の
慾
で
、
わ
た
し
の
考
え
で
左
右
さ
れ
な
い
。
わ
た

し
た
ち
は
「
わ
た
し
」
を
最
菫
［
に
生
か
そ
う
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

「
わ
た
し
」
の
人
生
の
ま
こ
と
の
創
造
の

親
た
る
神

に
基
を
置
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
基

へ
の
開
眼
こ
そ

「
わ
た
し
」
に
ま
こ
と
の
平
安
を
与
え
る

の
で
あ
り
ま
す
。
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「
お

， 則
の
人
生
は
お
前
の
も
の
で
あ
っ
て
、
実
は
、
わ
た
し
の
も
の
な
の
だ
」
と
イ
エ
ス
は
神
の
声
と

し
て
語
つ
給
う
の
で
す
。
そ
の
と
き
弟
子
は
、

「
わ
た
し
」
に
た
よ
る
不
安
か
ら
開
放
さ
れ
て
、
神
に
ゆ

だ
ね
る
平
安
の
道
を
歩
み
出
し
た
の
で
す
。

さ
ら
に
表
記
の
言
葉
は
　
人
に
生
き
が
い
を
明
確
に
与
え
ま
す
。

生
さ
が
い
は
決
し
て
自
分
勝
手
に
つ
く
り
出
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
．

人
に
は
、
す
で
に
ひ
と
し
く
生
き
が
い
は
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
人
は
す
べ
て
神
の
言
を
ら
ら
わ

す
た
め
に
、
こ
の
地
上
に
産
み
出
さ
れ
た
の
で
す
。
障
人
と
伸
よ
く
し
　
よ
き
も
の
を
作
り
努
力
し
て
協

力
し
て
働
く
、
そ
こ
に
、
生
き
が
い
の
果
を
得
る
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
人
生
の
意
味
と
目
標
と
生
き
が
い
を
表
窓
の
た
め
由
げ
、
私
的
に
と

，
こ
め
て
し
ま
う

も
の
は
、人
と
し
て
の
ま
こ

と
の
生
き
が
い
う
る
人
生
を
生
き
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

「
わ
た
し
が
選
ん
だ
、
そ
し
て
立
て
た
」

（
１５
　
‐６
）
と
い
う
お
方
に
、
は
っ
き
り
眼
を
向
け
よ
う
。

（
５‐
　
８
　
２
）



_8

一
互
い
の
徳
を
高
め
る
こ
と
を
　
追
い
求

め
よ
う
で
は
な
い
か
。
」↑

マ
書
１４
章
‐９
節
〉

こ
の
場
合
の

「
徳
」
と
は
、
建
物
な
ど
を
建
立
す
る
、
と
い
う
意
味
か
ら
変
じ
て
、
人
の
品
性
　
人
格

な
ど
を
向
上
せ
じ
め
高
め
る
　
ま
た
信
仰
を
強
め
る
な
ど
と
い
う
意
味
も
持

つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ロ
マ
書
を
書
い
た
パ
ウ
ロ
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
い
う
も
の
は
互
い
の
品
性
や
人
格
　
信
仰
を
高
め
向
上
　
η

せ
し
め
る
よ
う
な
言
動
を
な
す
べ
き
で
、
決
し
て
相
手
の
足
を
引

っ
ば
る
よ
う
な
心
な
い
言
動
は
つ
つ
し

む
べ
き
で
あ
る
と
常
に
語

っ
て
い
ま
す
。

「
す

べ
て
は
徳
を
一局
め
る
た
め
に
す
べ
き
で
あ
る
」
　

（
コ
リ
ン
ト
　
第

一
１４
　
２６
）

「
人
の
徳
を
高
め
る
の
に
役
立

つ
よ
う
な
言
葉
を
語
る
べ
き
で
あ
る
」
　

（
エ
ペ
ソ
　
４
　
”
）

「
慰
め
合
い
、
相
互
の
徳
を
高
め
な
さ
い
」
　

（第

一
テ
サ
ロ
ニ
ケ
５
　
１１
）

ま
た
バ
ウ
ロ
は
次
の
よ
う
に
も
申
し
て
い
ま
す
。



「知
識
は
人
を
誇
ら
せ
　
愛
は
人
の
徳
空
高
め
る
」
　

（第

一
コ
リ
ン
ト
８
　
１
）

教

会

と

い

う

も

の

は

知

識

に

よ

っ

て

在

る

も

の

で

は

な

く

、

愛

に

よ

っ

て

在

る

も

の

で

す

。

即

ち

、

そ

こ

で

は

相

互

に

慰

め

合

い

　

相

互

の

徳

を

一局

め

る

と

い

う

愛

が

働

い

て

い

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

わ

れ

だ

け

で

な

く

ら

な

た

と

共

に

と

い

う

思

い

が

キ

リ

ス

ト

の

心

で

す

。

神

の

想

い

で

あ

り

ま

す

。

け

だ

し

、

こ

の

想

い

、

心

は

相

の

心

キ

リ

ス

ト

の

心

で

あ

る

と

共

に

　

す

べ

て

の

人

々

が

願

う

心

で

も

あ

り

ま

す

。

教

会

は

、

こ

の

よ

う

な

心

の

交

わ

り

の

う

え

に

成

る

の

で

あ

っ

て

、

決

し

て

利

益

を

追

め

る

集

団

で

も

、

特

定

の

主

義

主

張

を

も

つ

同

志

た

ち

の

団

体

で

も

あ

り

ま

せ

ん

。

人

間

な

れ

ば

だ

れ

も

が

そ

の

よ

う

に

願

い

、

求

め

る

自

然

な

交

り

、

こ

れ

が

教

会

で

す

。

教

会

は

す

べ

て

の

人

々

の

交

わ

り

で

あ

り

ま

す

。

で

す

か

ら

、

す

べ

て

の

人

々

の

生

の

場

で

あ

り

ま

す

。

（
５．

　

８

　

”

）



”

「
神

は

ら

な

た

が

た

を

か

え

り

み

て

い

て

下

さ

る

の

で

あ

る

か

ら

　

自

分

の

思

い

わ

ず

りヽ

い

を

　

い

っ
さ

い
神

に

ゆ

だ

ね

る

と

よ

い
」

（
ペ
テ
ロ
第

一
５
章
７
節
）

人

は

生

き

て

ゆ

く

う

え

で

い

ろ

い

ろ

な

こ

と

で
思

い

わ

ず

ら

い

ま

す

。

人

生

と

は

思

い

わ

ず

ら

い

そ

の

も

の

で

あ

り

、

人

が

思

い

わ

ず

ら

わ

な

く

な

っ
た

時

は
、

そ

の
人

に

死

が

来

た

と

き

て

ら

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

人

は

思

い

わ

ず

ら

い

を

す

て

き

る

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

し

か

し

、

思

い

わ

ず

ら

い

を

ゆ

だ

ね

る

こ

と

は
出

来

ま

す

。

思

い

わ

ず

ら

い

を

ゆ

だ

ね

る

と

い

う

こ

と

は
、
ほ

か
で
も

な

く

自

分

の
人

生

を

ゆ

だ

ね

る

と

い

う

こ

と

で

す

。自

分

の
人

生

と

い

う

も

の

の
根

本

は

、

自

分

の
考

え

で

は

ど

う

す

る

こ

と

も

で

き

な

い
。

い

わ

ば

、

自

81



分
以
外

の
何
か
に
支
配
さ
れ
支
え
ら
れ
て
あ
る
の
で
す
。

こ
の
人
生
の
重
要
な
事
実
に
気
づ
か
な
い
う
ち
は
、
自
分
の
力

で
、
自
分
の
考
え
で
何
と
か
自
分
を
し

な
く
て
は
と
力
を
も
の
で
す
。
こ
う
し
て
い
る
と
き
に
は
未
だ
厳
密
な
意
米

で
思
い
わ
ず
ら
い
は
生
じ
て

は
参
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
ご
・つ
ま
ん
が
ら
る
の
み
で
す
。

し
か
し
思
い
わ
ず
ら
い
は
、
ご
う
ま
ん
な
考
え
思
い
が
不
安
に
陥

っ
た
と
き
に
生
し
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
不
安
は
必
ず
誰
に
も
来
る
も
の
で
す
。

不
安
を
覚
え
思

い
わ
ず
ら
い
を
抱
く
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
も
愚
か
な
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は

そ
の
不
安
　
思
い
わ
ず
ら
い
を
根
本
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
し
対
処
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
思
い
わ
ず
ら
い
を
い
０
さ
い
神
に
ゆ
だ
ね
な
さ
い
」
と
ペ
テ
ロ
は
申
し
ま
す
。
ペ
テ
ロ
は
、
自
分
の

人
生
の
根
本
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
知

っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
自
分
の
人
生
を
、
か
え
り
み
て
い
て

下
さ
っ
て
い
る
お
か
た
を
知

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
信
抑
の
日
で
す
。
思
い
わ
ず
ら
い
に
最
も
根
本
的
で
確
実
な
対
処
の
方
法
で
あ
り
ま
す
。

（
５．
　
９
　
５
）



“

「患
難
は
忍
■
を
生
み
出
し
　
忍
■
は
錬

達
を
生
み
出
し
　
鎌
達
は
希
望
を
生
み
出
す

そ
し
て
　
希
望
は
失
望
に
終
る
こ
と
は
な
い
」

（
ロ
マ
書
５
章
３
節
′
５
節
）

先
日
中
国
の
指
導
者
毛
沢
東
が
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
彼
の
語
録
の
一
つ
に

「困
難
‘
条
件
の
ほ
う
が
順
調
な
条
件
に
ま
き
る
。
　
―

努
力
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
困
難
を
克
服
し
、

順
調
な
新
局
面
を
き
り
ひ
ら
き
、
困
難
な
局
面
を
順
調
な
局
面
に
と
っ
て
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
ら

り
、
更
に
別
な
と
こ
ろ
で

「仕
事
と
は
何
か
、
仕
事
と
は
闘
争
で
あ
り
、
闘
争
と
は
困
難
を
解
決
す
る
た

め
の
仕
事
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。

毛
沢
東
の
思
想
の
根
低
の
一
つ
に
は
、
人
は
も
の
ご
と
を
正
し
く
見
て
、
そ
こ
か
ら
道
理
と
意
見
を
ひ

き
出
し
、
計
画
、
方
針
、
政
策
、
戦
術
を
提
出
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
う
ま
く
や
れ
る
の
で
あ
っ
て
　
´ヽ
れ

が
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
人
間
に
特
別
に
備
わ
っ
た
能
動
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ



れ
を
彼
は

，自
覚
的
能
動
性
′
と
名
づ
け
ま
し
た
。

と
も
ら
れ
、
彼
は
神
と
か
仏
と
が
言
う
も
の
は
信
じ
て
い
な
か

つ
た
で
し
ょ
う
が
、
人
生
や
世
界
に
つ

い
て
の

一
種
の
悟
り
を
得
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
宗
教
的
深
き
に
於
け
る
悟
り

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

毛
沢
東
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
人
は
す
べ
か
ら
く
息
難
に
会
う
こ
と
を
さ
け
て
い
て
は
忍
耐
も

錬
達
も
希
望
も
生
じ
て
は
来
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
大
切
な
こ
と
は
、
空
し
く
息
難
に
出
会

っ
て
吉
し

む
こ
と
は
馬
鹿
気
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
毛
氏
の
言
う

″
白
覚
的
能
動
性
′
に
於
け
る
息
難
と

の
闘
い
を
し
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
員
に
進
ん
で
、
そ
の
患
難
の
根
低
に
、
神
の
自
分

へ
の
深
い

配
慮
を
見
て
い
る
著
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
し
ょ
う
．
こ
う
い
う
も
の
こ
そ
人
間
と
し
て
の
本
当
の

″自

覚
的
能
動
性
′
で
あ
る
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ヘ
ル
ブ
人

へ
の
手
紙
に
第
１
節
か
ら

１１
節
ま
で
の
言
動
は
こ
れ
を
言

っ
て
い
る
の
で
す
。

（
■
　
９
　
・２
）



４

「人
は
み
な
草
の
ご
と
く
　
そ
の
栄
幸
は

み
な
草
の
花
に
似
て
い
る
　
草
は
枯
れ
　
花

は
散
る
　
し
か
し
　
主
の
言
葉
は
　
と
こ
し

え
に
残
る
」

実

テ
ロ
の
手
紙
　
１
章
２４
節
）

宗
教
が
人
に
与
え
る
も
の
は
安
心
立
命

で
あ
り
ま
す
。
否
、
人
に
要
心
立
命
を
与
え
得
る
も
の
は
宗
教
の

み
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
せ
の
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
が
ら
は
、
時
と
上
＾
に
一表
え
す
ぎ
去
り
行
き
ま
す
。

″夏
く
さ
や
　
つ
わ
も
の
ど
も

，
夢
の
ち
と
・

己
れ
が
生
命
を
か
け
、
相
互
に
錦

（し
の
ぎ
）
を
け
づ
り
合
っ
た
人
々
の
す
べ
て
の
熱
き
情
念
も
、
今
や
夢

の
あ
と
と
化
し
て
、
何
ご
と
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
そ
こ
は
夏
く
さ
が

一
面
生
い
し
げ
っ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
、
し
の
ぎ
を
け
づ
り
合
っ
て
戦
い
生
き
る
こ
と
も
人
生
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
場
実
で
あ
り
ま
す



が
、
反
面
、
夏
く
さ
の
お
お
う
夢
の
あ
と
も
、
人
生
の
場
実
な
の
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
と
か
く
前
者
の
現
実
ば
か
り
見
て
思
い
わ
ず
ら
い
、

い
ろ
い
ろ
策
を
ね
り
、
小
賢
く
立
ち
ま

わ
ろ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
人
生
の
今

一
つ
の
場
実
と
し
て
の
後
者
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
否
本
当
は
、
後
者
の
現
実
を
ふ
ま
え
て
前
者
の
現
実
に
生
き
る
こ
と
が
大
切
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
し
て
後
者
の
現
実
を
正
し
く
わ
き
ま
え
さ
し
て
く
れ
る
も
の
が
宗
教
で
あ
り
、
信
仰
で
あ
り
ま
す
。

表
記
の
聖
書
の
言
葉
に
も
二
つ
の
現
実
が
語
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
こ
で
は
、
二
つ
の
現
実

を
見
ご
と
に
乗
り
越
え
た
者
の
安
心
の
念
、
感
謝
の
心
が
最
後
の
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

「
し
か
し
、
主
の
言
葉
は
と
こ
し
え
に
残
る
」
　

こ
れ
は
い
つ
も
、
い
つ
ま
で
も
変
る
こ
と
な
き
意
の

現
実
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
己
れ
の
人
生
を
託
し
て
い
る
、
ま
か
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
己

れ
を
置
い
て
、
二
つ
の
現
実
を
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
第
二
の
恵
の
場
実

こ
そ
、
宗
教
信
仰
が

与
え
て
く
れ
る
安
心
立
命
の
世
界
で
あ
り
ま
す
。

（
５．
　
９
　
Ｄ
）



42′
も
ど
っ
て
来
な
い
も
の
が
三
つ
あ
る
。
日
か
ら
出
た
言
葉
　
放

っ
た
矢
　
失

っ
た
機
会
・
こ
れ
は
ユ

ダ
ヤ
の
こ
と
わ
ざ
の

一
つ
て
ら
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研

ま
た
、　
ァ
メ
リ
カ
の
こ
と
わ
ざ
に

″
チ
ャ
ン
ス
に
は
し
っ
ぱ
が
な
い
″
と
い
う
の
が
ら
る
そ
う
で
す
。

「
す

べ
て
の
わ
ざ
に
は
時
が
ら
る
」
と
い
っ
た
の
は
旧
約
聖
書
伝
道
の
書

（
一二
早
一
節
２
）
の
著
者
で

あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
そ
の
時

を
見
わ
け
る
に
、
眼
力
を
も

た
ぬ
故

に
、　
つ
い
ぞ
失

っ
て
し
ま

い
残
念

な

思

い
を
す
る
時

が
あ
る
も

の
で
す
。

″
そ
れ
功

は
成

り
難
く
し

て
而

し
て
敗

れ
易

し
、
時

は
３
が
た
く
し
て
失

い
易

し
、
時

な
る
か
な
、
時

「
見
よ
　
今
は
意
み
の
時
　
見
よ
　
今
は
救

い
の
日
で
あ
る
」

（
コ
リ
ン
ト
第
二
６
●
２
節
）



は
、
再
び
来
ら
ず
」
と
は
史
記
に
あ
る
言
葉

で
す
。

思
慮
深
く
、
責
明
な
者
と
は
、
自
分
の
時
を
見
わ
け
る
こ
と
が
出
来
る
智
書
を
も

っ
て
い
る
者
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

″人
は
自
分
の
愚
か
さ
に
よ

っ
て
道
に
つ
ま
す
き
、
か
え
っ
て
心
の
う
ち
に
神
を
う
ら
む
″

（歳
言
１９

３
〉

本
当
に
そ
の
通
り
で
す
。
目
先
の
欲
に
意
ど
わ
さ
れ
て
、
切
角
の
時
を
失

っ
て
し
ま
う
。
ま
た

「
こ
の

次
に
し
よ
う
」

「
そ
の
う
ち
に
」

「
じ
ゃ
ま
く
さ
い
」

「
い
そ
が
し
い
」
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
の
故
に
時
を

失
う
愚
か
を
行

い
、
あ
げ
く
の
は
で
に
は

「己
れ
は
つ
い
て
な
い
」
と
人
を
う
ら
み
、
運
命
と
し
、
神
を

う
・り
む
。

時
に
生
き
る
秘
訣
は

，
素
直
′
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
愚
か
な
知
恵
を
小
賢
し

く
ふ
り
ま
わ
さ
ず
、
素
直
な
心
で
見

つ
あ
る
こ
と
、
特
に
イ
エ
ス
の
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
素
直
に
耳
を
傾

け
る
な
ら
ば
、
実
は

一
日

一
日
、
否

一
時

一
時
か

″
意
の
時
′
　
，救

い
の
［
″
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ

う
に
な
る
も
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５．
　
９
　
２６
）



聖
書

の
知
恵
、
キ

，

ス

せ
て
く
れ
る

こ
と
で
す
。

卜
の
意
み
は
、
自
分
の
す
ご
す

こ
の
生
が
ほ
か
な
ら
ぬ

″
一
期

時

一
時
の
う
ち
に
意
み
と
救

い
と
を
見
だ
さ

会
″
で
も
あ
る
の
で
す
。

“

福
音

と
は

″
う
れ
し

い
知

ら
せ
″

と
い

う

の
か
と
申
し
ま
す
と
、
聖
書

は
イ

エ
ス

ま
す
。

う
こ
と
で
す
。

で
は
何
を
も

っ
て

″
う
れ
し
い
知
ら
せ
″
と
言

の
生
涯
そ
の
も
の
が

″
う
れ
し
い
知
ら
せ
′
だ
と
教
え
て
お
り

「福
音

の
た
め

に
　
わ
た
し
は
ど
ん
な

こ

と
で
も
す
る
。
わ
た
し
も
共

に
福
音

に
ら
ず

か
る
た
め

て
ら
る
」

（
コ
リ

ン
ト
第

一
の
手
紙

９
章
お
節
）



な
ぜ
イ
エ
ス
の
生
涯
が

，
う
れ
し
い
知
ら
せ
″
な
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
が
人
間
と
し
て
の

難
難
ぼ
道
を
生
き
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

わ
た
し
た
ち
人
間
に
は
共
通
の
願
い
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
と
し
て
素
直
に
自
然

に
生
き
た
い
と
い
う
願
い
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
毎
日
の
わ
た
し
た
ち
の
は
素
直
さ
を
欠

い
た
、
き
ま
ざ
ま

な
汚
い
思
い
で
生
活
し
て
い
ま
す
。
た
て
ま
え
と
い
う
自
然
さ
よ
り
、
本
音
と
い
う
不
自
然
さ
を
あ
た
り

ま
え
と
し
て
生
き
て
い
ま
す
。
で
も
そ
の
生
き
方
が
良

い
と
思

っ
て
生
き
て
い
る
人
は
誰
も
い
ま
せ
ん
。

し
か
た
が
な
い
の
だ
、
と
思

っ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
よ
り
生
き
る
生
き
方
は
な
い
の
だ
と
、
い

わ
ば
心
の
深

い
と
こ
ろ
で
あ
き
ら
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
わ
た
し
た
ち
の
生
き
ざ
ま
の
真
只
中

へ
、
人
間
と
し
て
素
直
で
自
然
な
真
実

の
生
き
ざ
ま
を
生
き
た
お
方
が
滉
れ
た
。
そ
れ
は
暗
黒
の
中
の
光
明
の
出
現
の
よ
う
で
あ
り
、
地
獄
の
中

で
仏
に
逢

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
美
を
求
め
て
や
ま
な
い
芸
術
家
が
最
高
の
実
を
、

つ
い
に
発
見
し
た
よ
う

な
も
の
で
す

〈
マ
タ
イ
ー３
　
４５
　
６
）
そ
れ
は
、
こ
の
う
え
な
き
よ
ろ
こ
び
で
あ
り
、
慰
め
で
あ
り
、
救

い
で
あ
り
ま
す
。



イ
エ
ス
の
生
き
ざ
ま
を
見
る
時
　
そ
こ
に
本
来
的
な
人
間
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
自
分

の
あ
る
べ
き
姿
、
自
分
が
も
と
も
と
求
め
て
上
ま
ぬ
自
分

の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
分
が
本
来

お
る
べ
き
故
郷
を
イ
エ
ス
の
生
き
ぎ
ま
の
中
に
見
る
の
で
す
。
こ
れ
が

″
う
れ
し
い
知
ら
せ
″
の
内
容

で

あ
り
ま
す
。

“

「
″

法

の

行

い

に

よ

っ

て

は

、

だ

れ

ひ

と

り

義

と

さ

れ

る

こ

と

が

な

い

」

（
ガ

ラ

テ

ヤ

２

キ

リ

ス

ト

教

の
説

く

倫

理

や

道

徳

は

高

く

て
美

し

い

。

向
け
よ
″
　
″
汝
の
散
を
愛
せ
よ
″
―
　
。

日
く

″
右
の
頼
を
打

つ
な
ら
、
ほ
か
の
頼
を
も



だ
か
ら
多
く
の
人
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思
う
。

し
か
し
、　
こ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
全
く
当
を
得
て
い
な
い
し
、
誤
解
も
は
な
は
だ
し
い
と
言
え

′
０
。

「
わ
た
し
の
求
む
る
の
は
献
げ
も
の
で
は
な
い
。
あ
な
た
の
く
だ
け
た
魂

で
あ
る
」

（詩
５．
　
１７
）
言

う
な
れ
ば

″
手
み
や
げ
な
ど
い
ら
な
い
、
わ
た
し
の
求
め
る
こ
と
は
、
あ
な
た
の
真
の
心
で
あ
る
″
と
い

う
こ
と
で
す
。

「献
げ
も
の
」

「手
み
や
げ
」
と
は
、
物

で
ら
っ
た
り
、
表
面
的
な
善
行
の
こ
と
で
す
。

神
は
人
間
の
善
行
を
求
め
は
す
る
が
、
人
間
に
と
っ
て
喜
行
を
完
全
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に

な

つ
か
し
い
こ
と
で
あ
る
か
を
知

っ
て
い
ら
れ
る
。
人
間
は
善
行
で
神
の
前

で
百
点
を
と
っ
て
、
数

い
の

条
件
と
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
表
記
の
道
り

「
律
法

の
行
い
に
よ
っ
て
は
、
だ
れ
ひ
と
り

義
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
」
の
で
す
．

神
の
求
め
る
も
の
は
、
く
だ
け
た
魂
、　
つ
ま
り
、
一具
の
心
で
す
。

真
の
心
と
は
、
自
分

の
悪
を
正
直
に
東
直
に
認
め
悲
し
む
心
、
ゆ
る
し
を
願
う
心
で
す
。



こ
れ
な
れ
ば
誰
れ
で
も
出
来
ま
す
。
こ
の
真
の
心
を
神
は
人
に
求
め
、
そ
れ
を
救
い
の
条
件
に
し
よ
う
、

と
い
う
の
で
す
か
ら
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

″
万
能
た
り
て
一
心
足
ら
ず

，
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
通
じ
て
い

る
が
た
だ

一
つ
真
実
に
欠
け
て
い
る
・
と
い
う
こ
と
を
言

っ
た
も
の
で
す
。

わ
た
し
た
ち
だ
つ
て
、
何
も
か
も
よ
く
出
来
て
ぃ
ば。

，
て．
い
る。
人
よ
り
も
、
少
々
失
敗
の
す
る
欠
点
の

あ
る
人
で
も
、
け
ん
き
ょ
で
真
心
の
あ
る
人
の
方
を
好
感
を
も
っ
て
見
ま
す
。
神
も
同
じ
心
で
あ
り
ま
し

よ
・つ
。

45

「
あ
な
た
が
た
は
、
終
り
の
時
に
な
示
さ

る
べ
き
救

い
に
あ
ず
か
る
た
め
に
、
信
仰

に

（
５．

　

Ю

10



よ
り
神
の
御
力

に
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」

（
ペ
テ
ロ
第

一
の
手
紙
１
章
５
節
）

こ
れ
は
何
と
慰
め
に
満
ち
た
御
言
葉

で
し
ょ
う
。

こ
の
言
葉
は
私
た
ち
の
現
在
と
未
来
　
生
死
を
越
え
た
永
遠
に
か
か
わ
る
慰
め
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。

「
信
仰
に
よ
り
神
の
御
力
に
守
ら
れ
て
い
る
」
　

こ
れ
は
今
日
現
在
守
ら
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
す
。

「信
仰
に
よ
り
」
と
は
、
神
の
真
実
を
知

っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

キ
リ
ス
ト
者
と
は
、
神
の
真
実
を
知

っ
て
い
る
者
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
真
実
を
知
り
信
じ
て
い

る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
真
実
　
人
間
の
真
実
そ
れ
自
体
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
は
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
真
実
は
時
と
し
て
う
つ
ろ
い
や
す
く
変
化
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
頼
り
に
な
る
よ
う
で

そ
の
実
頼
り
に
は
な
ら
な
い
悲
し
さ
を
も

っ
て
い
ま
す
。

「
わ
た
し
た
ち
が
神
を
愛
し
た
の
で
は
な
く
、
神
が
わ
た
し
た
ち
を
愛
し
て
下
さ
っ
た
」
の
で
あ
り
ま

す
。
十
字
架
と
は
そ
の
事
実
を
告
げ
る
も
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
神
の
人
い
な
る
愛

に
守
ら
れ
て



い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
神

の
真
実

て
ら
り

「
信
仰
に
よ
り
」
と
い
う
故
ん
な
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら

こ
の
神

の
愛
、
神
の
真
実
に
い
だ
か
れ
て
生
活
し
て
い
る
者
に
は

「
恐
れ
が
な
い
」

の
で
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
愛
は

「
終
り
の
時

に
啓
示
さ
れ
る
」
の
で
す
。

「
啓
示
さ
れ
る
」
と
は

「
は
っ
き
り
す

る
」

「
明
確
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ま
た

「
終
り
の
時
」
と
は
、
私
の
終
り
の
時
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
に
と
っ
て
こ
の
世
が
終
る
時
、
と

い
う
意
味
、
即
ち
死
の
時
で
あ
り
ま
す
。

神
の
御
守
り
は
、
私
が
生
き
て
も
死
ん
で
も
少
し
も
変
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
何
と
う
れ
し
い
こ

‘
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
者
と
は
こ
ん
な
大
き
な
お
恵
み
の
中
に
い
な
が
ら
今
日
と
い
う
日
々
を
生
か

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

（
，

　
・０
　
・７
）



る

「開
け
。
主
な
る
わ
た
し
た
ち
の
神
は

た
だ
ひ
と
り
の
主
で
あ
る
。
心
を
つ
く
し

力
を
つ
く
し
　
精
神
を
つ
く
し
て
　
思
い
を

つ
く
し
　
主
な
る
ら
な
た
の
神
を
愛
せ
よ
」

（
マ
ル
コ
福
音
言
２
章
”
節
∞
節
）

こ
れ
は
、
旧
約
聖
書
申
命
記
６
章
４
節
よ
り
の
引
用
で
あ
り
ま
す
。

一
般
に
聖
書
は

一
神
教
を
説
く
と
い
わ
れ
ま
す
が
、　
一
神
教
と
が
多
神
教
と
か
い
う
こ
と
は
考
え
る
必

要
は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
聖
書
は
、
も。
い
ご。
と．
や
こ。
と。
″
¨
の
根
本
に
つ

い
て
語

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
謂
わ
ば
右
の
聖
書
の
言
葉
は
、
こ
の
世
の
本
の
元
は
神
そ
の
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
世
の
す
べ
て
は
そ
の
神
の
表
現
で
あ
る
の
だ
、
と
言
う
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
で
す
。
人
間

は
勿
論

の
こ
と
自
然
の
す
べ
て
が
、
神
そ
の
も
の
を
表
し
、
恵
み
の
表
れ
が
、
そ
の

一
つ
一
つ
で
あ
る
こ

と
を
語

っ
て
い
る
の
で
す
。
従

っ
て
そ
の
本
の
元
な
る
神
を
知
る
と
き
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
大
自



然
の
太
陽
は
じ
め
樹
々
の

一
本

一
本
、
山
川
草
木
す
べ
て
が
、
神
の
表
れ
で
あ
り
、
存
在
す
る
こ
と
そ
れ

自
体
が
お
意
み
で
あ
る
こ
と
が
理
解

で
き
ま
す
。

で
す
か
ら
決
し
て
、
人
間
は
自
然
の
す
べ
て
を
、
あ
た
か
も
自
分
の
た
め
に
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ん

で
自
由

に
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
と
ん
で
も
な
い
間
違

い
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
自
然
の

一
つ
一
つ
を
感
謝
し
て
見
、
又
受
け
と
り
こ

そ
す
れ
決
し
て
、
そ
れ
ら
の

一
つ
を
あ
た
か
も
神
様
の
如
く
思
い
込
ん
で
祥
む
よ
う
な
こ
と
は
し
な
く
な

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が

「偶
像
礼
拝
を
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
な
の
で
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
い
つ
も
も
の
や
こ
と
が
ら
を
見
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
本
の
元
を
し

っ
か
り
と
見
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
し

っ
か
り
覚
え
て
お
き
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
が

申
命
記
６
　
７

，
Ｓ
の
言
葉

で
す
。

そ
れ
故
に
聖
書
の

一
神
教
と
い
う
こ
と
を
誤
解
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
又

「偶
像
礼

年
を
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
誤

っ
て
語
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

（
５．
　
１０
　
２
）
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′

「
も
し
、
罪
が
な
い
と
言
う
な
ら
、
そ
の

人
は
自
分
を
敗
く
こ
と
で
ら
っ
て
、
一具
実
は

そ
の
人
の
う
ち
に
な
い
。

も
し
、
わ
た
し
た
ち
が
自
分
の
罪
を
告
白

す
る
な
ら
ば
、
神
は
真
実

で
正
し
い
か
た
で

あ
る
か
ら
　
そ
の
罪
を
ゆ
る
し
　
す
べ
て
の

不
義
か
ら
わ
た
し
た
ち
を
き
よ
め
て
下
き
る
」

（
ョ
バ
ネ
第

一
の
手
紙
１
章
８
節
　
９
節
）

ゎ
た
し
た
ち
は
日
ご
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
こ
と
が
ら
に
出
会

っ
て
、
き
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
考
え
感
じ

て
曰
を
過
し
て
い
ま
す
。
う
れ
し
い
時
も
ら
り
、
腹
立
た
し
く
感
じ
る
時
も
ら
り
、
失
う
時
ら
り
、
泣
く

時
も
あ
り
、
誇
ら
し
く
思
う
時
も
あ
り
、
ね
た
ま
し
く
思
う
時
も
あ
り
ま
す
。
時
に
は

，
あ
ん
な
人
死
ん

で
し
ま
え
ば
よ
い
″
な
ど
と
思

つ
こ
と
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。

考
え
て
み
る
と
、
人
間
の
罪
と
は
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
負

つ
て
生
き
て
い
る
日
々
の
生．



き
ざ
ま
そ
の
も
の
を
ひ
っ
く
る
め
て
言

っ
た
言
葉
だ
と
思
う
の
で
す
。

た
だ
、
そ
の
場
合

″
人
間
と
は
し
ょ
せ
ん
は
こ
ん
な
も
の
な
の
さ
″
と
露
く
思
い
過
し
て
し
ま
う
か
、

″
ら
ヽ
人
間
と
は
悲
し
い
も
の
だ
な
ら
″
と
感
す
る
か
の
差
に
よ
っ
て
　
そ
の
人
の
罪
の
意
識
は
左
右
さ

れ
ま
す
。

聖
書
は
前
者
の
部
類
の
人
々
を

「
罪
が
な
い
と
言
う
人
」
に
属
す
る
者
だ
と
言
い
、
後
者
の
人
を

「
冥

実
の
あ
る
人
」
に
属
す
る
人
だ
と
言

っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

後
者
の
人
は
、
人
間
の
生
そ
の
も
の
を
深
く
見
て
い
る
人
だ
し
、
前
者
の
人
は
人
間
の
生
を
深
く
で
見

ょ
う
と
し
な
い
人
だ
と
思
い
ま
す
。

″
く
よ
く
よ
考
え
た
っ
て
し．
が
た．
が
な
い
で
は
な
い
か
″
と
そ
の
人
は
言
い
ま
す
。
し
か
し
聖
書
は
、

こ
う
い
う
ら
き
ら
め
、
居
直
り
に
対
し
て

「
あ
き
ら
め
、
居
直
り
は
早
す
ぎ
ま
す
よ
。
東
実
は
あ
り
ま
す
。

ゆ
る
し
と
救

い
は
あ
り
ま
す
。
人
間
の
汚
れ
た
心
の
外
　
イ
エ
ス
を
見
な
さ
い
」
と
告
げ
ま
す
。
み
に
く

い
世
の
中
の
人
や
出
来
ご
と
ば
か
り
見
て
い
な
い
で
、
イ
エ
ス
に
於
て
示
さ
れ
た
神

の
真
実
を
見
な
さ
い
。

と
告
げ
ま
す
。
そ
の
時
人
は
、
自
分
の
罪
を
よ．
¨

ハ
ッ
キ
リ
と
見
え
る
と
共
に
、
罪
か
ら
の
故

い
と
し
て



の
希
望
　
真
実
　
慰
め
な
ど
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

（
乱

　

ｍ

　

３．

）

慇

「
わ

た

し

は

　

ら

な

た

が

た

を

捨

て

て
孤

児

と

は

し

な

い
。

」

「
わ

た

し

の

お

る

と

こ

∞

ろ

に

　

ら

な

た

が

た

も

お

ら

せ

る

た

め

で

あ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

１

る

」

（
ョ
〈
ネ
福
昔
書
１４
草
３
節
　
Ｂ
節
）

林

さ

ん

の

お

し

い

さ

ん

は

一
度

死

ん

だ

け

れ

ど

、

あ

と

で
息

を

吹

き

返

さ

れ

た

。

そ

の
時

お

じ

い

さ

ん

は

「
わ

し

ゃ

あ

死

に

よ

っ
た

ご

と

あ

る

。

ず

―

ぅ
と

広

い
野

原

を

ひ

と

り

歩

い

て
行

き

よ

っ
た

。

そ

り

ゃ

―

淋

し

か

っ

た

ど

」

と

周

囲

の
人

に
言

っ
た

そ

う

で

す

。


