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兄
弟
た
ち
、
あ
な
た
が
た
に
お
願
い

し
ま
す
。
あ
な
た
が
た
の
間
で
労
苦

し
、
主
に
結
ば
れ
た
者
と
し
て
導
き

戒
め
て
い
る
人
々
を
重
ん
じ
、
ま
た
、

そ
の
よ
う
に
働
い
て
く
れ
る
の
で
す

か
ら
、
愛
を
も
っ
て
心
か
ら
尊
敬
し

な
さ
い
。
互
い
に
平
和
に
過
ご
し
な

さ
い
。
兄
弟
た
ち
、
あ
な
た
が
た
に

勧
め
ま
す
。
怠
け
て
い
る
者
た
ち
を

戒
め
な
さ
い
。
気
落
ち
し
て
い
る
者

た
ち
を
励
ま
し
な
さ
い
。
弱
い
者
た

ち
を
助
け
な
さ
い
。
す
べ
て
の
人
に

対
し
て
忍
耐
強
く
接
し
な
さ
い
。
だ

れ
も
、
悪
を
も
っ
て
悪
に
報
い
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
さ
い
。

お
互
い
の
間
で
も
、
す
べ
て
の
人
に

対
し
て
も
、
い
つ
も
善
を
行
う
よ
う

努
め
な
さ
い
。

　
（
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一

第
５
章
12
〜
15
節
）

　

教
会
生
活
を
し
て
い
ま
す
私
た

ち
は
、〝
ぜ
ひ
教
会
に
お
い
で
く
だ

さ
い
。
ご
一
緒
に
礼
拝
し
ま
せ
ん

か
？
〟
と
呼
び
か
け
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
表
だ
っ
て
呼
び
か
け
な

い
と
し
て
も
、
教
会
生
活
を
続
け
る

こ
と
を
通
し
て
、〝
こ
の
生
活
を
大

切
に
し
て
い
ま
す
〟
と
伝
え
て
い
る

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
教
会

生
活
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
の
生
活
に
は
様
々
な
困
難
が
生

じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
お
互
い
の

間
に
問
題
を
抱
え
た
り
、
迷
っ
て
信

仰
に
確
信
が
も
て
な
か
っ
た
り
、
道

を
外
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
、
弱
っ
て

力
が
入
ら
な
く
な
っ
た
り
、
順
風
満

帆
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
時
私
た
ち
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
教
会
の
友

が
迷
っ
て
い
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
に

励
ま
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う

か
。
パ
ウ
ロ
の
言
葉
か
ら
、
教
会
の

姿
か
ら
聞
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

★

　

ま
ず
パ
ウ
ロ
は
教
会
の
人
た
ち
に

「
兄
弟
」
と
呼
び
か
け
ま
す
（
12
節
）。

親
し
い
呼
び
か
け
で
す
。
血
の
つ
な

が
っ
た
家
族
と
い
う
つ
な
が
り
を
超

え
て
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
お

か
げ
で
神
の
子
と
さ
れ
、
兄
弟
と
さ

れ
た
喜
び
を
分
か
ち
合
う
よ
う
な
響

き
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
パ
ウ
ロ

は
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
教
会
の
人
た
ち
を

「
兄
弟
」
と
呼
び
ま
し
た
が
、
時
を

超
え
て
私
た
ち
に
も
「
兄
弟
」
と
呼

び
か
け
て
く
れ
て
い
ま
す
。
教
会
生

活
を
考
え
る
上
で
ま
ず
大
事
な
こ
と

は
、
私
た
ち
が
「
兄
弟
」
だ
と
い
う

事
実
で
す
。
身
寄
り
が
な
く
、
一
人

で
何
と
か
乗
り
切
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
と
い
う
の
で
は
な
く
、
大
事
な
家

族
の
一
員
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
主

に
あ
っ
て
兄
弟
と
さ
れ
、
家
族
と
し

て
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
交
わ

り
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

教
会
生
活
の
土
台
で
す
。

　

さ
て
そ
の
呼
び
か
け
の
後
、
パ
ウ

ロ
は
ま
ず
教
会
の
「
労
苦
し
、
主
に

結
ば
れ
た
者
と
し
て
導
き
戒
め
て
い

る
人
々
を
重
ん
じ
」
る
よ
う
に
願
っ

て
い
ま
す
。
教
会
の
中
で
労
苦
し
て

い
る
人
、
主
に
あ
っ
て
教
会
を
指
導

す
る
人
、
そ
し
て
訓
戒
、
戒
め
る
人

を
重
ん
じ
る
よ
う
に
。
こ
れ
は
教
会

の
中
で
労
苦
を
引
き
受
け
て
い
る
人

た
ち
全
体
を
指
し
て
い
ま
す
。
紀
元

1
世
紀
、
イ
エ
ス
様
の
十
字
架
と
復

活
の
出
来
事
か
ら
20
〜
30
年
後
の
テ

サ
ロ
ニ
ケ
教
会
に
お
い
て
も
、
今
と

同
じ
よ
う
に
教
会
の
た
め
に
労
苦
を

惜
し
ま
ず
、
自
分
を
投
げ
出
す
用
意

の
あ
る
人
た
ち
が
教
会
生
活
を
し
て

い
た
こ
と
を
聖
書
か
ら
教
え
ら
れ
ま

す
。

　

あ
る
人
は
こ
れ
は
長
老
職
に
就
い

て
い
る
人
の
こ
と
だ
と
言
い
ま
す
。

ま
た
あ
る
人
は
教
会
の
中
で
奉
仕
す

る
す
べ
て
の
人
を
さ
し
て
い
る
と
言

い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
う
し

た
教
会
の
奉
仕
、
教
会
に
仕
え
る
働

き
を
軽
ん
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
会
生
活
を
続

け
て
い
く
と
、
教
会
の
中
に
実
に

様
々
な
奉
仕
の
わ
ざ
が
あ
る
こ
と
を

知
ら
さ
れ
ま
す
。
目
に
つ
き
に
く
い

働
き
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
う

し
た
目
立
た
な
い
小
さ
な
働
き
も
含

め
て
、
す
べ
て
の
教
会
の
わ
ざ
を
心

を
込
め
て
大
切
に
行
い
、
奉
仕
す
る

互
い
を
「
重
ん
じ
」
認
め
合
う
よ
う

に
勧
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
働
い
て
く

れ
る
の
で
す
か
ら
、
愛
を
も
っ
て
心

か
ら
尊
敬
」
す
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ

ま
す
（
13
節
）。「
心
か
ら
」
は
〝
こ

の
上
な
く
〟
と
い
う
言
葉
で
す
。
愛

を
も
っ
て
こ
の
上
な
く
尊
敬
す
る
よ

う
に
と
い
う
最
大
の
尊
敬
が
勧
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
人
間
的
に
見
て
尊
敬

で
き
る
資
質
が
あ
る
か
ら
で
は
な

く
、
た
だ
そ
の
働
き
の
ゆ
え
、
神
さ

ま
に
よ
っ
て
そ
の
働
き
に
召
さ
れ
て

い
る
ゆ
え
に
尊
敬
を
、
と
い
う
の
で

す
。「
互
い
に
平
和
に
過
ご
し
な
さ

い
」（
13
節
）
の
平
和
も
、
教
会
の

中
の
一
つ
一
つ
の
働
き
を
、
尊
敬
を

も
っ
て
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ

る
も
の
で
す
。
自
分
の
働
き
が
誰
に

も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
感
じ
る
人

は
意
欲
を
失
い
、
他
者
を
責
め
る
よ

う
に
な
り
ま
す
が
、
互
い
を
配
慮
し

合
い
、
健
や
か
な
群
れ
が
建
て
上
げ

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
平
和
が
生
ま
れ

ま
す
。

★

　

け
れ
ど
も
こ
の
箇
所
を
読
ん
で
、

戸
惑
い
を
感
じ
る
場
合
も
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
パ
ウ
ロ
は
、
ま
た
テ

サ
ロ
ニ
ケ
教
会
は
こ
う
い
う
美
し
い

交
わ
り
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
か
も

し
れ
な
い
け
れ
ど
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
時
代
か
ら
二
千
年
、
時
代
も

社
会
の
情
勢
も
異
な
る
現
代
の
私
た

ち
も
同
じ
よ
う
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
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か
。
パ
ウ
ロ
の
言
葉
は
ど
こ
か
表
面

的
な
と
り
つ
く
ろ
っ
た
も
の
で
は
な

い
か
。
パ
ウ
ロ
の
示
す
こ
う
い
う
教

会
の
姿
と
自
ら
の
姿
を
比
較
し
て
、

私
た
ち
は
そ
こ
に
距
離
を
感
じ
ま

す
。〝
私
た
ち
は
こ
う
し
た
群
れ
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
〟
私
た
ち
の

中
に
教
会
の
奉
仕
者
を
重
ん
じ
、
愛

を
も
っ
て
こ
の
上
な
く
尊
敬
す
る
こ

と
、
互
い
に
平
和
に
過
ご
す
こ
と
へ

の
不
安
や
戸
惑
い
が
生
じ
る
こ
と
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ

れ
は
私
た
ち
の
罪
の
姿
、
罪
あ
る
自

分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

パ
ウ
ロ
は
そ
う
い
う
私
た
ち
を

知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
言
葉
を

続
け
ま
す
。「
怠
け
て
い
る
者
た
ち

を
戒
め
な
さ
い
。
気
落
ち
し
て
い
る

者
た
ち
を
励
ま
し
な
さ
い
。
弱
い
者

た
ち
を
助
け
な
さ
い
。
す
べ
て
の
人

に
対
し
て
忍
耐
強
く
接
し
な
さ
い
」

（
14
節
）。

　

教
会
の
中
に
「
怠
け
て
い
る
者
た

ち
」「
気
落
ち
し
て
い
る
者
た
ち
」「
弱

い
者
た
ち
」
が
い
る
こ
と
を
パ
ウ
ロ

は
よ
く
承
知
し
て
い
ま
し
た
。「
怠

け
て
い
る
者
た
ち
」
は
、
自
分
で
働

く
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
人
た
ち

の
こ
と
で
す
。
こ
の
人
た
ち
の
様
子

は
「
怠
惰
な
生
活
を
し
、
少
し
も
働

か
ず
、
余
計
な
こ
と
を
し
て
い
る
者

が
い
る
」
と
描
か
れ
て
い
ま
す
（
Ⅱ

テ
サ
ロ
ニ
ケ
3
章
11
節
）。
テ
サ
ロ

ニ
ケ
教
会
の
中
に
は
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
が
今
す
ぐ
に
で
も
天
か
ら
再

び
来
ら
れ
る
と
い
う
切
迫
し
た
再
臨

信
仰
が
あ
り
ま
し
た
。
再
臨
が
も
う

す
ぐ
来
る
の
だ
か
ら
、
も
は
や
地
上

で
あ
く
せ
く
働
い
て
も
仕
方
な
い
。

今
ま
で
の
よ
う
に
働
く
こ
と
を
や
め

て
、
教
会
の
人
た
ち
の
援
助
で
暮
ら

し
て
い
こ
う
、
と
考
え
る
人
が
出
て

き
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
人
た
ち
は

自
ら
働
く
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
て

い
ま
し
た
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
人
た

ち
の
行
動
は
規
範
を
失
い
、
節
度
を

失
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
を
戒

め
る
よ
う
に
、
諭
す
よ
う
に
と
パ
ウ

ロ
は
勧
め
ま
す
。
自
分
の
生
活
を
生

き
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
た

仲
間
に
対
し
て
〝
あ
な
た
は
あ
き
ら

め
る
こ
と
な
く
、
粘
り
強
く
説
き
続

け
る
よ
う
に
〟
こ
ち
ら
が
あ
き
ら
め

て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
時
、
私
た
ち

を
励
ま
し
て
く
だ
さ
る
の
は
十
字
架

の
主
の
お
姿
で
す
。
十
字
架
の
主
が

忍
耐
を
も
っ
て
私
た
ち
罪
あ
る
者
を

と
り
な
し
て
い
て
く
だ
さ
る
の
で
、

私
た
ち
も
落
ち
つ
い
て
諭
し
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

二
つ
目
に
「
気
落
ち
し
て
い
る
者

た
ち
を
励
ま
」
す
と
言
わ
れ
ま
す
。

臆
病
な
人
、
小
心
な
人
、
テ
サ
ロ
ニ

ケ
教
会
の
中
に
ど
う
い
う
事
情
が

あ
っ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

小
心
な
人
た
ち
の
こ
と
を
パ
ウ
ロ
が

知
っ
て
い
て
、
勇
気
づ
け
、
受
け
入

れ
る
よ
う
に
勧
め
て
い
ま
す
。
私
た

ち
が
臆
病
に
な
っ
て
い
る
時
、
気
が

小
さ
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
に

陥
っ
て
い
る
時
、
主
に
あ
る
励
ま
し

が
ど
ん
な
に
力
に
な
る
か
わ
か
り
ま

せ
ん
。〝
十
字
架
に
か
か
っ
て
ま
で

私
た
ち
を
と
り
な
し
て
、
愛
し
て
く

だ
さ
る
お
方
が
一
緒
に
い
て
く
だ
さ

る
〟。
そ
う
励
ま
し
合
う
よ
う
に
勧

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

三
つ
目
は
「
弱
い
者
た
ち
を
助
け

な
さ
い
」
で
す
。
信
仰
上
の
弱
さ
を

抱
え
る
人
の
こ
と
で
す
。
パ
ウ
ロ
は

ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
や
コ
リ
ン

ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
で
「
信
仰
の
弱

い
人
」
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
異
教
の
祭
壇
に
捧
げ
ら

れ
た
肉
を
食
べ
る
こ
と
に
信
仰
上
の

戸
惑
い
を
感
じ
る
弱
い
人
の
こ
と
で

す
。
パ
ウ
ロ
は
そ
こ
で
、〝
何
を
食

べ
て
も
自
由
だ
〟
と
考
え
る
強
い
人

が
、
弱
い
人
を
批
判
し
て
は
な
ら
な

い
と
諭
し
て
い
ま
す
。
テ
サ
ロ
ニ
ケ

教
会
で
も
、
こ
の
肉
を
食
べ
る
食
べ

な
い
の
問
題
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
信
仰
上
の
弱
さ

を
抱
え
る
人
を
置
き
去
り
に
し
て
は

な
ら
な
い
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
14
節
の
結
び
は
す
べ
て
の

人
に
「
忍
耐
強
く
」
接
す
る
よ
う
に
、

と
あ
り
ま
す
。
誰
も
が
誰
に
対
し
て

も
忍
耐
強
く
あ
る
よ
う
に
。
元
の
文

は
〝
す
べ
て
の
人
を
辛
抱
し
な
さ

い
〟
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
忍
耐

強
く
あ
る
、
辛
抱
す
る
、
と
い
う
こ

と
を
パ
ウ
ロ
は
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ

の
手
紙
一
13
章
で
愛
の
性
質
と
し
て

あ
げ
て
い
ま
す
。〝
愛
の
賛
歌
〟
と

呼
ば
れ
る
こ
の
箇
所
で
は
「
愛
は
忍

耐
強
い
」
と
語
ら
れ
ま
す
。
忍
耐
強

く
教
会
の
交
わ
り
を
形
造
る
た
め
に

〝
愛
〟
が
必
要
で
す
。

　

け
れ
ど
も
そ
の
〝
愛
〟
が
私
た
ち

に
由
来
し
な
い
こ
と
を
、
私
た
ち
は

日
常
生
活
の
様
々
な
場
面
で
経
験

し
、
愛
の
な
い
行
動
や
言
葉
を
反
省

さ
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
パ
ウ
ロ
が

言
う
忍
耐
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
愛
で

す
。
救
い
主
が
自
ら
を
さ
さ
げ
て
十

字
架
の
死
を
と
げ
て
く
だ
さ
っ
た
犠

牲
の
愛
が
私
た
ち
の
忍
耐
の
土
台
で

す
。
十
字
架
の
主
へ
の
信
仰
に
生
き

る
時
、
罪
赦
さ
れ
た
、
と
の
宣
言
を

聞
く
時
に
、
忍
耐
強
く
交
わ
り
を
つ

く
る
〝
愛
〟
を
与
え
ら
れ
ま
す
。

　

最
後
の
15
節
に
は
、「
だ
れ
も
悪

を
も
っ
て
悪
に
む
く
い
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
さ
い
。
お
互

い
の
間
で
も
、
す
べ
て
の
人
に
対
し

て
も
、
い
つ
も
善
を
行
う
よ
う
努
め

な
さ
い
」
と
あ
り
ま
す
。〝
目
に
は

目
を
〟、〝
や
ら
れ
た
ら
や
り
返
せ
〟

と
い
う
教
え
は
私
た
ち
の
身
近
に
あ

り
ま
す
し
、〝
対
話
で
は
な
く
圧
力

を
〟
と
迷
い
な
く
言
い
切
る
為
政
者

も
い
ま
す
。〝
被
害
を
受
け
た
ら
や

り
返
し
て
も
当
然
〟、
と
い
う
風
潮

は
珍
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う

し
た
中
で
、「
だ
れ
も
悪
を
も
っ
て

悪
に
む
く
い
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
」
と
い
う
教
え
が
語
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
積
極
的
に
、
悪
を
返
さ
な
い

ば
か
り
か
、「
お
互
い
の
間
で
も
、

す
べ
て
の
人
に
対
し
て
も
、
い
つ
も

善
を
行
う
よ
う
」
努
力
せ
よ
と
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。
元
の
文
で
は
〝
善

を
、
善
い
も
の
を
追
い
か
け
な
さ

い
〟
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
言
う
善
と
は
何
で
し
ょ
う

か
？　

私
た
ち
が
追
い
か
け
、
追
い

求
め
る
良
い
も
の
、
正
に
究
極
の
良

い
も
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
そ

の
お
方
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
世
界
に

ど
れ
程
美
し
く
、
善
な
る
も
の
が
あ

る
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
ほ
ど
美
し

く
良
い
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス

ト
こ
そ
、
私
た
ち
の
追
い
求
め
、
見

つ
め
続
け
る
善
な
る
お
方
で
す
。
こ

の
お
方
を
追
い
か
け
る
と
は
、
こ
の

お
方
を
見
つ
め
続
け
、
信
頼
申
し
上

げ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

★

　

教
会
生
活
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
、
な
ぜ
そ
の
生
活
を
歩
む
の
か
、

パ
ウ
ロ
が
教
え
る
言
葉
を
聞
い
て
き

ま
し
た
。
教
会
生
活
に
つ
ま
ず
き
を

お
ぼ
え
る
時
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず

聖
書
の
み
言
葉
に
立
ち
帰
る
こ
と
を

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
み
言
葉
を
通

し
て
私
た
ち
の
道
は
示
さ
れ
て
い
き

ま
す
。
み
言
葉
か
ら
、
最
も
良
い
お

方
で
あ
る
イ
エ
ス
様
の
お
姿
を
示
さ

れ
て
、
こ
の
お
方
の
弟
子
と
さ
れ
た

者
と
し
て
歩
み
出
し
た
い
と
願
い
ま

す
。
私
た
ち
は
小
さ
な
器
に
過
ぎ
ま

せ
ん
し
、
神
さ
ま
は
そ
の
こ
と
を
ご

承
知
で
す
。
け
れ
ど
も
こ
の
私
た
ち

を
神
さ
ま
は
選
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、

主
の
弟
子
の
一
人
と
さ
れ
ま
し
た
。

〝
あ
な
た
が
教
会
に
必
要
だ
。
あ
な

た
が
こ
の
教
会
の
群
れ
の
大
事
な
一

人
だ
〟
と
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。
神
さ
ま
は
、
み
子
を
十
字

架
に
か
け
る
ほ
ど
私
た
ち
を
愛
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
み
子
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
弟
子
と
し
て
、
主
に
仕

え
、
与
え
て
い
た
だ
い
た
一
つ
一
つ

の
務
め
を
忠
実
に
、
忍
耐
を
も
っ
て

果
た
し
た
い
と
願
い
ま
す
。
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ハ
バ
ク
ク
～　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
も
う
ひ
と
つ
の
幻
」
を
見
る
人

主
は
わ
た
し
に
答
え
て
、
言
わ
れ
た
。

「
幻
を
書
き
記
せ
。
走
り
な
が
ら
で
も

読
め
る
よ
う
に　

板
の
上
に
は
っ
き

り
と
記
せ
。
定
め
ら
れ
た
時
の
た
め

に　

も
う
ひ
と
つ
の
幻
が
あ
る
か
ら

だ
。
そ
れ
は
終
わ
り
の
時
に
向
か
っ

て
急
ぐ
。
人
を
欺
く
こ
と
は
な
い
。

た
と
え
、
遅
く
な
っ
て
も
、
待
っ
て

お
れ
。
そ
れ
は
必
ず
来
る
、
遅
れ
る

こ
と
は
な
い
。（
2
章
2
〜
３
節
）

　

こ
こ
に
は
、
ハ
バ
ク
ク
書
が
何
の

た
め
に
執
筆
さ
れ
た
の
か
、
誰
に
向

け
て
書
か
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

ハ
バ
ク
ク
と
い
う
預
言
者
は
、
エ

レ
ミ
ヤ
と
同
時
代
の
人
。
つ
ま
り
、

ネ
ブ
カ
ド
レ
ツ
ァ
ル
が
バ
ビ
ロ
ニ
ア

王
と
し
て
即
位
し
、
当
時
の
大
国
で

あ
る
ア
ッ
シ
リ
ア
を
滅
ぼ
し
、
さ
ら

に
は
パ
レ
ス
チ
ナ
地
方
に
ま
で
覇
権

を
伸
ば
し
、
遂
に
は
南
ユ
ダ
王
国
を

呑
み
込
ん
で
ゆ
く
時
代
。
今
年
聞
く

「
高
ぶ
る
人
（
カ
ル
デ
ヤ
人
）
の
罪
」

は
、
主
と
し
て
、
日
の
出
の
勢
い
の

バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
対
す
る
批
判
。

　

し
か
し
、
何
の
た
め
に
そ
の
よ
う

な
批
判
を
し
た
の
か
？

－－

南
ユ
ダ

王
国
が
併
呑
さ
れ
て
癪
だ
か
ら
、
と

い
う
理
由
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
て
、
時
代
の
勢
い
は
常
に
移
り
変

わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
た
め
。
ハ

バ
ク
ク
は
時
代
が
ど
ん
な
に
移
り
変

わ
ろ
う
と
も
、
い
つ
の
時
代
に
も
お

ら
れ
る
永
遠
の
神
様
の
真
実
に
立
つ

こ
と
を
教
え
る
。

　

ハ
バ
ク
ク
は
、
多
く
の
人
々
が
心

を
奪
わ
れ
て
い
る
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
隆

盛
と
エ
ジ
プ
ト
の
衰
退
と
い
う
現
実

と
は
違
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
現
実
が

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
幻
が
あ
る
か
ら
だ
。

そ
れ
は
終
わ
り
の
時
に
向
か
っ
て
急

ぐ
。
人
を
欺
く
こ
と
は
な
い
。

　

神
様
が
下
さ
れ
る
終
わ
り
の
日
の

裁
き
と
完
成
に
ま
っ
す
ぐ
向
か
っ
て

行
く
（「
終
わ
り
の
時
に
向
か
っ
て

急
ぐ
」）、
そ
う
い
う
現
実
の
あ
る
こ

と
を
ハ
バ
ク
ク
は
知
っ
て
い
る
。
た

だ
し
、
そ
れ
は
日
常
的
な
事
柄
の
中

で
は
見
え
な
い
信
仰
に
よ
っ
て
の
み

知
る
こ
と
の
で
き
る
現
実
。
そ
れ
ゆ

え
「
も
う
ひ
と
つ
の
幻
」
と
い
う
言

い
方
が
さ
れ
る
。★

　

ハ
バ
ク
ク
自
身
は
エ
ル
サ
レ
ム
神

殿
に
仕
え
る
祭
儀
預
言
者
で
あ
る
た

め
、
同
時
代
の
エ
レ
ミ
ヤ
の
よ
う

に
、
神
殿
の
境
内
に
立
ち
、
声
高
に

人
々
に
神
様
の
御
言
を
訴
え
、
神
殿

滅
亡
を
預
言
す
る
よ
う
な
務
め
（
エ

レ
ミ
ヤ
書
26
章
）
に
は
遣
わ
さ
れ
て

い
な
い
。
ハ
バ
ク
ク
の
仕
事
は
時
代

の
苦
悩
を
祈
り
な
が
ら
魂
に
受
け
止

め
る
こ
と
。

　

こ
の
ハ
バ
ク
ク
の
よ
う
な
務
め

を
、
今
日
の
教
会
は
与
え
ら
れ
て
は

い
な
い
だ
ろ
う
か
？　

教
会
を
社
会

運
動
体
の
よ
う
に
考
え
て
、
社
会
問

題
に
取
り
組
む
こ
と
こ
そ
教
会
の
果

た
す
べ
き
役
割
と
い
う
考
え
方
が
日

本
基
督
教
団
の
中
に
は
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
人
間
の
実
相

を
見
据
え
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

毒
麦
の
間
に
御
言
の
種
が
蒔
か

れ
、
麦
も
育
つ
の
が
こ
の
世
の
教
会

で
あ
る
こ
と
を
主
イ
エ
ス
は
教
え
ら

れ
る
。
エ
レ
ミ
ヤ
に
は
エ
レ
ミ
ヤ
の

務
め
が
あ
り
、
そ
れ
は
否
定
で
き
な

い
が
、
一
方
、
ハ
バ
ク
ク
に
も
彼
な

り
の
務
め
が
あ
る
の
で
あ
る
。

高
ぶ
る
者
（
カ
ル
デ
ヤ
人
）
の
罪
１

～
繁
栄
（
富
・
酒
）
は
人
を
欺
く

確
か
に
富
は
人
を
欺
く
。
高
ぶ
る
者

は
目
指
す
と
こ
ろ
に
達
し
な
い
。
彼

は
陰
府
の
よ
う
に
喉
を
広
げ　

死
の

よ
う
に
飽
く
こ
と
が
な
い
。
彼
は
す

べ
て
の
国
を
自
分
の
も
と
に
集
め　

す
べ
て
の
民
を
自
分
の
も
と
に
引
き

寄
せ
る
。
こ
の
人
々
は
皆　

彼
に
対

し
て
嘲
り
の
こ
と
わ
ざ
を
歌
い　

謎

の
風
刺
を
浴
び
せ
る
。（
2
章
5
〜
6

節
ａ
）

　

最
初
の
批
判
は
「
富
（
も
し
く
は

『
酒
』
〜
口
語
訳
聖
書
他
）」
に
向
け

ら
れ
る
。（「
富
」
は
死
海
写
本
に
準
拠
）

確
か
に
富
は
人
を
欺
く
。
ま
た
、
酒

は
欺
く
も
の
だ
。（
口
語
訳
聖
書
ハ
バ

ク
ク
書
2
章
5
節
）

　

こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
バ
ビ
ロ
ン
に

代
表
さ
れ
る
こ
の
世
的
な
繁
栄
を
言

い
表
し
て
い
る
。バ
ビ
ロ
ン
の
王（
ネ

ブ
カ
ド
レ
ツ
ァ
ル
）
は
、
ア
ッ
シ
リ

ア
を
滅
ぼ
し
、
ま
た
軍
事
力
に
よ
る

世
界
征
服
を
企
て
る
。

　

と
こ
ろ
が
、軍
事
力
に
よ
っ
て
は
、

人
は
本
当
に
は
屈
服
し
な
い
。
力
で

く
じ
か
れ
た
者
た
ち
は
、
上
辺
だ
け

は
従
う
よ
う
に
見
せ
る
が
、
実
際
に

２
０
１
７
年 

教
会
全
体
研
修
会

３
年
連
続
研
修
会
（
２
０
１
６
年
〜
２
０
１
８
年
）

御言に聴き、待ち望む
旧約聖書　ハバクク書　第2章

ハバククの憂いを含んだ祈りに学ぶ
（２）

《講師》　宍戸 俊介 牧師

２
０
１
７
年
９
月
10
日（
日
）
礼
拝
後
～

講
師
よ
り
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

最
初
に
、
何
故
ハ
バ
ク
ク
書
を

学
ぶ
の
か
を
、
も
う
一
度
お
さ
ら

い
し
て
お
き
ま
す
。
一
昨
年
の
研

修
会
で
は
、
教
会
の
現
在
を
考
え

る
の
に
、
教
勢
（
現
住
陪
餐
会
員

の
数
・
礼
拝
出
席
・
受
洗
者
数
な

ど
）
で
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

申
し
上
げ
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
数

字
は
、
時
代
の
風
向
き
に
よ
っ

て
、
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
す

る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
時
代
の
波

に
乗
っ
て
サ
ー
フ
ィ
ン
す
る
こ
と

が
教
会
の
な
す
べ
き
こ
と
か
と
言

え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。
む
し
ろ
、
今
の
時
代
の
中
に

あ
る
わ
た
し
た
ち
の
教
会
の
姿

を
、
聖
書
の
御
言
の
中
に
見
出
す

こ
と
が
大
切
と
考
え
て
い
ま
す
。

ハ
バ
ク
ク
書
の
構
成

木
田
献
一
教
師
（
元
山
梨
英
和
学
院
院

長
）
に
よ
る

《
１
章
１
節
〜
２
章
４
節
》

預
言
者
（
ハ
バ
ク
ク
）
の
祈
り

と
主
（
ヤ
ー
ウ
ェ
）
の
答
え　

　
　
　
　
　
　
　
　

１
年
目

《
２
章
５
節
〜
20
節
》

高
ぶ
る
者
（
カ
ル
デ
ヤ
人
）
の

罪　
　
　
　
　
　
　

２
年
目

《
３
章
１
節
〜
19
節
》

　

讃
美
の
歌　
　
　
　

３
年
目
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は
力
に
よ
る
勝
利
者
を
軽
蔑
す
る
。

こ
の
人
々
は
皆　

彼
に
対
し
て
嘲
り

の
こ
と
わ
ざ
を
歌
い　

謎
の
風
刺
を

浴
び
せ
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
ネ
ブ
カ
ド
レ
ツ
ァ
ル

の
野
望
は
結
局
、
実
現
し
な
い
で
終

わ
る
こ
と
に
な
る
。
バ
ビ
ロ
ニ
ア
は

ネ
ブ
カ
ド
レ
ツ
ァ
ル
の
死
後
、
急
速

に
衰
退
す
る
。

高
ぶ
る
者
は
目
指
す
と
こ
ろ
に
達
し

な
い
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
聖
書
に
は
こ

の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
今
の
時
代
は
、
ま
さ
に

力
に
任
せ
て
何
で
も
有
り
、
と
い
う

風
潮
が
支
配
的
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
目
的
の
た
め
に
手
段
を
選
ば
な

い
こ
と
が
今
の
時
代
で
は
な
い
か
。

＊
力
で
の
圧
迫（
米
国
と
北
朝
鮮
）

＊
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
匿
名

化　

＊
日
本
人
の
劣
化　

＊
モ
ラ

ル
を
見
失
い
つ
つ
あ
る
政
治
家
や

教
師
、
牧
師

　

こ
の
風
潮
に
教
会
も
乗
る
の
だ
ろ

う
か
？　

乗
ら
な
い
方
が
幸
せ
な
よ

う
に
感
じ
る
が
。

高
ぶ
る
者
（
カ
ル
デ
ヤ
人
）
の
罪
2

～
略
奪
者
は
略
奪
に
よ
っ
て
債
務
を

重
ね
て
い
る

災
い
だ
、
自
分
の
も
の
で
な
い
も
の

を　

増
し
加
え
る
者
は
。
い
つ
ま
で

続
け
る
の
か　

重
い
負
債
を
自
分
の

上
に
積
む
者
よ
。
突
然
、
お
前
の
債

権
者
が
立
ち
上
が
り　

恐
れ
さ
せ
る

者
が
目
覚
め　

お
前
は
彼
ら
の
獲
物

に
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
、

お
前
は
多
く
の
国
々
を
略
奪
し
た
の

で　

諸
国
の
民
の
残
り
の
者
す
べ
て

が
お
前
を
略
奪
す
る
。
お
前
が
人
々

の
血
を
流
し
、
国
中
で
不
法
を　

町

と
そ
の
す
べ
て
の
住
民
に
対
し
て

行
っ
た
か
ら
だ
。（
2
章
6
節
ｂ
〜
8

節
）

　
「
災
い
だ
」

－－

こ
こ
か
ら
繰
り
返

し
語
ら
れ
る
。
原
語
は
「
嗚
呼
」
と

い
う
感
嘆
詞
。
死
者
を
葬
る
際
、
身

内
の
人
々
が
洩
ら
す
叫
び
の
言
葉
が

語
源
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
本

心
か
ら
の
嘆
き
で
は
な
く
、
哀
歌
の

文
学
的
形
式
を
と
っ
た
嘲
笑
。
６
節

に
言
わ
れ
て
い
た
「
嘲
り
」
が
こ
こ

か
ら
語
り
出
さ
れ
る
。

　
「
重
い
負
債
」

－－

バ
ビ
ロ
ニ
ア
が

周
囲
の
民
族
か
ら
反
発
を
買
っ
て
い

る
こ
と
が
負
債
（
借
金
）
に
例
え
ら

れ
て
い
る
。
バ
ビ
ロ
ニ
ア
（
ネ
ブ
カ

ド
レ
ツ
ァ
ル
）
が
勝
利
を
重
ね
れ
ば

重
ね
る
ほ
ど
、
周
辺
民
族
の
憎
悪
は

高
ま
る
。

高
ぶ
る
者
（
カ
ル
デ
ヤ
人
）
の
罪
3

～
は
か
り
ご
と
で
富
を
重
ね
る
者
は

告
発
さ
れ
る

災
い
だ
、
自
分
の
家
に
災
い
を
招
く

ま
で　

不
当
な
利
益
を
む
さ
ぼ
り　

災
い
の
手
か
ら
逃
れ
る
た
め
に　

高

い
所
に
巣
を
構
え
る
者
よ
。
お
前
は
、

自
分
の
家
に
対
し
て
恥
ず
べ
き
こ
と

を
謀
り　

多
く
の
民
の
滅
び
を
招
き
、

自
分
を
も
傷
つ
け
た
。
ま
こ
と
に
石

は
石
垣
か
ら
叫
び　

梁
は
建
物
か
ら

そ
れ
に
答
え
て
い
る
。 

（
2
章
9
〜

11
節
）

　

第
二
の
嘆
き
（「
災
い
だ
」）
は
、

軍
事
力
を
背
景
に
不
当
に
利
益
を
む

さ
ぼ
り
、
掠
め
取
る
者
に
向
け
ら
れ

る
。
自
分
が
不
正
に
手
を
染
め
て
お

り
、
そ
の
容
赦
の
な
さ
を
知
っ
て
い

る
た
め
に
、
自
分
の
権
力
は
他
人
の

手
の
届
か
な
い
高
い
所
に
築
こ
う
と

す
る
。
そ
の
堅
固
さ
は
、
自
分
自
身

が
も
た
ら
し
て
い
る
「
災
い
の
手
」

か
ら
逃
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
行
動
は
、

実
は
自
分
自
身
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る

恥
ず
べ
き
行
い
。
石
垣
の
石
、
梁
に

使
わ
れ
て
い
る
木
材
と
い
っ
た
物
言

わ
ぬ
建
材
さ
え
、
不
当
な
こ
と
を
訴

え
て
叫
び
出
す
。

　

11
節
の
言
葉
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
入

城
時
の
主
イ
エ
ス
の
言
葉
を
思
わ
せ

る
。す

る
と
、フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
あ
る
人
々

が
、群
衆
の
中
か
ら
イ
エ
ス
に
向
か
っ

て
、「
先
生
、
お
弟
子
た
ち
を
叱
っ
て

く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
。
イ
エ
ス
は

お
答
え
に
な
っ
た
。「
言
っ
て
お
く
が
、

も
し
こ
の
人
た
ち
が
黙
れ
ば
、
石
が

叫
び
だ
す
」（
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
19

章
39
〜
40
節
）

高
ぶ
る
者
（
カ
ル
デ
ヤ
人
）
の
罪
4

～
力
の
信
奉
者
は
空
虚
な
こ
と
の
た

め
に
尽
力
す
る
よ
う
に
な
る

災
い
だ
、
流
血
に
よ
っ
て
都
を
築
き

不
正
に
よ
っ
て
町
を
建
て
る
者
よ
。

見
よ
、
こ
れ
は
万
軍
の
主
か
ら
出
た

こ
と
で
は
な
い
か
。
諸
国
の
民
は
力

を
費
や
し
て
も
火
で
焼
か
れ
る
の
み
。

諸
民
族
は
む
な
し
い
業
の
た
め
に
疲

れ
果
て
る
。
水
が
海
を
覆
う
よ
う
に

大
地
は
主
の
栄
光
の
知
識
で
満
た
さ

れ
る
。（
2
章
12
〜
14
節
）

　

バ
ビ
ロ
ン
の
繁
栄
は
「
流
血
と
不

正
」
に
よ
る
繁
栄
で
あ
る
。「
万
軍

の
主
」
が
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
支
配
下
に

寄
せ
集
め
ら
れ
た
諸
国
の
軍
隊
と
力

を
競
い
合
う
。
諸
国
の
民
は
戦
い
に

疲
弊
す
る
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
が

「
む
な
し
い
業
」
へ
の
参
加
だ
か
ら

で
あ
る
。

　

人
間
の
努
力
が
疲
弊
し
、
潰
え
る

と
こ
ろ
で
、「
主
の
栄
光
の
知
識
」

が
力
を
持
っ
て
大
地
を
覆
い
尽
く

す
。
⇨
今
日
、
多
く
の
人
々
は
自
己

実
現
の
た
め
に
生
き
る
。
そ
れ
が
最

善
の
人
生
だ
と
思
い
込
ま
さ
れ
て
生

き
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
れ
は
「
む
な
し
い

業
」
へ
と
動
員
さ
れ
て
過
ご
し
て
い

る
生
活
か
も
知
れ
な
い
。
自
分
自
身

の
欲
求
を
悪
い
事
と
考
え
、
全
て
封

印
す
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自

分
の
願
う
こ
と
、
欲
す
る
こ
と
が
、

本
当
に
意
味
の
あ
る
善
い
こ
と
な
の

か
を
思
い
返
す
冷
静
さ
が
求
め
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
。★

　

教
会
の
礼
拝
へ
の
出
席
は
、
わ
た

し
た
ち
の
自
己
実
現
の
た
め
の
業
で

は
な
い
。
礼
拝
の
中
で
、
神
様
を
た

た
え
、
神
様
に
祈
り
、
御
言
を
頂
く

生
活
の
中
で
、
わ
た
し
た
ち
は
新
し

く
さ
れ
、
清
め
ら
れ
、
慰
め
と
勇
気

を
得
て
力
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

を
経
験
す
る
場
合
は
あ
る
。

　

し
か
し
、
も
し
も
礼
拝
が
自
分
に

力
を
も
た
ら
し
生
き
る
た
め
の
手
段

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
る
な

ら
、
そ
れ
は
神
様
の
力
を
利
用
し
て

い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　

本
当
の
礼
拝
は
神
様
の
御
前
に
ひ

れ
伏
す
こ
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ

た
し
た
ち
は
自
分
が
ど
な
た
に
よ
っ

て
形
造
ら
れ
、
命
を
与
え
ら
れ
、
ま

た
何
の
た
め
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の

か
を
知
る
こ
と
に
な
る
。「
主
の
栄

光
の
知
識
」
が
力
を
持
っ
て
わ
た
し

た
ち
を
覆
い
、
そ
れ
が
や
が
て
は
大

地
を
覆
い
尽
く
す
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
く
。

高
ぶ
る
者
（
カ
ル
デ
ヤ
人
）
の
罪
5

～
人
の
尊
厳
を
軽
ん
じ
る
者
は
自
ら

の
正
体
を
晒
す

災
い
だ　

自
分
の
隣
人
に
怒
り
の
熱

を
加
え
た
酒
を
飲
ま
せ　

酔
わ
せ
て
、

そ
の
裸
を
見
よ
う
と
す
る
者
は
。
お
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前
は
栄
光
よ
り
も
恥
を
飽
き
る
ほ
ど

受
け
る
。
酔
え
、
お
前
も
隠
し
所
を

見
ら
れ
る
。
お
前
の
も
と
に
、
主
の

右
の
手
の
杯
と
恥
辱
が　

お
前
の
栄

光
の
代
わ
り
に
回
っ
て
く
る
。
レ
バ

ノ
ン
に
加
え
ら
れ
た
不
法
が
お
前
を

覆
い　

獣
も
絶
え
て
、
お
前
を
恐
れ

さ
せ
る
。
お
前
が
人
々
の
血
を
流
し
、

国
中
で
不
法
を　

町
と
そ
の
す
べ
て

の
住
民
に
対
し
て
行
っ
た
か
ら
だ
。

（
２
章
15
〜
17
節
）

　

15
節
の
第
二
文
節
「
自
分
の
隣
人

に
怒
り
の
熱
を
加
え
た
酒
を
飲
ま
せ 

酔
わ
せ
て
」
に
は
、
読
解
上
の
困
難

が
あ
る
。「
怒
り
の
熱
を
加
え
た
酒
」

は
、
通
常
、
裁
き
に
お
け
る
神
様
の

怒
り
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
。

《
例
》

御
怒
り
を
注
い
で
く
だ
さ
い　

あ
な

た
を
知
ろ
う
と
し
な
い
異
国
の
民
の

上
に　

あ
な
た
の
御
名
を
呼
び
求
め

な
い
国
々
の
上
に
。（
詩
編
79
編
6
節
）

あ
な
た
の
憤
り
を
注
い
で
く
だ
さ
い

あ
な
た
を
知
ら
な
い
諸
国
民
の
上
に
。

あ
な
た
の
御
名
を
呼
ぶ
こ
と
の
な
い

諸
民
族
の
上
に
。（
エ
レ
ミ
ヤ
書
10
章

25
節
ａ
）

　

通
常
は
、
怒
り
の
酒
を
飲
ま
せ
る

の
は
神
で
あ
り
、
飲
ま
さ
れ
る
の
は

裁
き
を
受
け
る
人
間
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ
こ
で
は
、
怒
り
の
酒
を
飲
ま

せ
る
の
が
バ
ビ
ロ
ン
の
権
力
者
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
難
し

い
と
こ
ろ
。

　

難
し
い
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ

こ
で
「
酒
を
飲
ま
せ
酔
わ
せ
る
」
こ

と
は
、「
裸
を
見
よ
う
と
す
る
」
目

的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
ナ
ホ
ム
書

に
は
、
そ
の
よ
う
な
神
の
裁
き
に
よ

る
刑
罰
が
語
ら
れ
る
。

見
よ
、
わ
た
し
は
お
前
に
立
ち
向
か

う
と　

万
軍
の
主
は
言
わ
れ
る
。
わ

た
し
は
、
お
前
の
裾
を
顔
の
上
ま
で

上
げ　

諸
国
の
民
に
お
前
の
裸
を　

も
ろ
も
ろ
の
王
国
に
お
前
の
恥
を
見

せ
る
。
わ
た
し
は
、
お
前
に
憎
む
べ

き
も
の
を
投
げ
つ
け　

お
前
を
辱
め
、

見
せ
物
に
す
る
。（
ナ
ホ
ム
書
3
章
5

〜
6
節
）

　

こ
れ
は
姦
淫
の
罪
に
対
す
る
裁
き

の
様
子
で
あ
る
が
、
裸
を
さ
ら
さ

れ
、
辱
め
ら
れ
る
時
に
、「
彫
像
」

や
「
鋳
像
」、
ま
た
「
偽
り
の
教
え
」

と
い
っ
た
偶
像
礼
拝
に
関
係
す
る
こ

と
が
こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
バ
ビ
ロ
ン
が
裁
き
主
の
よ
う
に

な
り
、
周
囲
の
諸
民
族
の
品
位
を
落

と
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
栄

光
を
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
関
わ

る
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

バ
ビ
ロ
ニ
ア
自
身
が
高
ぶ
っ
て
富
と

ぶ
ど
う
酒
に
酔
い
痴
れ
、
自
ら
の
裸

を
さ
ら
し
た
の
で
、
求
め
た
栄
光
を

得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

高
ぶ
る
者
（
カ
ル
デ
ヤ
人
）
の
罪
6

～
偶
像
礼
拝
に
は
答
え
が
な
い

彫
刻
師
の
刻
ん
だ
彫
像
や
鋳
像　

ま

た
、
偽
り
を
教
え
る
者
が
何
の
役
に

立
つ
の
か
。
口
の
利
け
な
い
偶
像
を

造
り　

造
っ
た
者
が
そ
れ
に
依
り
頼

ん
で
も　

何
の
役
に
立
つ
の
か
。
災

い
だ
、木
に
向
か
っ
て「
目
を
覚
ま
せ
」

と
言
い　

物
言
わ
ぬ
石
に
向
か
っ
て

「
起
き
よ
」
と
言
う
者
は
。
そ
れ
が
託

宣
を
下
し
う
る
の
か
。
見
よ
、
こ
れ

は
金
と
銀
を
か
ぶ
せ
た
も
の
で　

そ

の
中
に
命
の
息
は
全
く
な
い
。
し
か

し
、
主
は
そ
の
聖
な
る
神
殿
に
お
ら

れ
る
。
全
地
よ
、
御
前
に
沈
黙
せ
よ
。

（
2
章
18
〜
20
節
）

　

バ
ビ
ロ
ニ
ア
人
は
託
宣
を
求
め
る

た
め
に
偶
像
を
考
案
し
た
。
彫
像
と

鋳
像
が
18
節
に
出
て
く
る
が
、
こ
こ

に
は
、
そ
れ
に
加
え
て
石
に
金
銀
で

メ
ッ
キ
し
た
像
も
考
え
ら
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
、
富
の
蓄
積
を
誇
示

す
る
も
の
。
き
ら
び
や
か
に
見
え
、

人
目
を
惹
く
。
輝
か
し
い
神
託
に
よ

り
お
告
げ
を
も
た
ら
す
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
何
も
喋

ら
な
い
。
そ
れ
は
木
や
石
や
金
属
の

塊
な
の
だ
か
ら
。

そ
れ
が
託
宣
を
下
し
う
る
の
か
。
見

よ
、
こ
れ
は
金
と
銀
を
か
ぶ
せ
た
も

の
で　

そ
の
中
に
命
の
息
は
全
く
な

い
。

　

ま
た
、
口
の
利
け
な
い
偶
像
を
、

託
宣
に
答
え
神
託
を
出
す
神
で
あ
る

か
の
よ
う
に
吹
聴
す
る
者
は
「
偽
り

を
教
え
る
者
」
た
ち
で
あ
る
。

２
章
の
ま
と
め

　

バ
ビ
ロ
ニ
ア
が
急
速
に
力
を
つ

け
、
古
代
社
会
を
席
巻
す
る
時
代
の

中
に
ハ
バ
ク
ク
は
置
か
れ
て
い
る
。

上
辺
し
か
見
な
い
人
に
は
、
そ
の
繁

栄
こ
そ
時
代
の
要
請
で
あ
り
、
こ
れ

に
乗
り
遅
れ
て
は
な
ら
な
い
と
声
高

に
叫
ぶ
。
そ
れ
程
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の

成
功
は
決
定
的
な
も
の
と
感
じ
ら
れ

て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
、
そ
の
繁
栄
が
ま
こ
と

の
喜
び
に
満
ち
た
も
の
で
な
い
こ
と

を
ハ
バ
ク
ク
は
鋭
く
看
取
す
る
。
ネ

ブ
カ
ド
レ
ツ
ァ
ル
の
成
功
と
勝
利
は

強
大
な
軍
事
力
を
背
景
と
す
る
。
そ

の
流
血
と
横
暴
ゆ
え
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア

の
成
功
は
他
の
諸
民
族
の
反
発
を
招

き
、
ネ
ブ
カ
ド
レ
ツ
ァ
ル
の
野
望
は

実
現
せ
ず
頓
挫
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ハ
バ
ク
ク
は
そ
の
と
こ
ろ
に
、
神

様
の
な
さ
り
よ
う
を
見
出
し
て
い

る
。
神
様
は
一
時
的
に
ネ
ブ
カ
ド
レ

ツ
ァ
ル
が
率
い
る
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
勝

利
を
与
え
る
。
し
か
し
、
後
に
そ
れ

を
取
り
去
ら
れ
る
。
ハ
バ
ク
ク
は
、

そ
の
最
初
と
最
後
を
見
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
今
は
日
の
出
の
勢
い
に
見
え

て
い
る
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
対
し
て
投
げ

か
け
ら
れ
て
い
る
、
哀
歌
の
形
を

取
っ
た
5
つ
の
嘲
り
の
言
葉
が
聞
こ

え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
世
の
繁
栄
（
富
と
酒
）
は
人

目
を
欺
く
。
上
辺
だ
け
の
繁
栄
に
踊

ら
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
世
界
の
ま

こ
と
の
支
配
者
で
あ
る
主
は
、
神
殿

の
中
に
礼
拝
す
る
者
た
ち
と
共
に
お

ら
れ
る
。
礼
拝
す
る
者
た
ち
が
神
様

を
侮
り
、
神
殿
を
軽
ん
じ
た
か
ら
こ

そ
、
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
は
崩
壊
し
滅

ぼ
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
神
様
の
無
力

の
た
め
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の

懲
ら
し
め
の
た
め
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
神
様
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
と
ネ
ブ
カ

ド
レ
ツ
ァ
ル
を
用
い
た
に
過
ぎ
な

い
。
彼
ら
が
高
ぶ
る
時
に
は
、
彼
ら

も
ま
た
高
慢
の
罪
を
問
わ
れ
裁
か
れ

る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
章
の
結
び
で

は
、
神
様
の
御
前
に
静
ま
る
こ
と
が

呼
び
か
け
ら
れ
る
。★

全
地
よ
、
御
前
に
沈
黙
せ
よ
。

　

こ
の
言
葉
が
2
章
の
結
び
。
時
代

の
混
乱
と
高
慢
を
見
せ
ら
れ
て
い
る

と
、
わ
た
し
た
ち
も
つ
い
、
主
よ
、

ど
う
し
て
な
の
か
と
、
何
故
を
問
い

た
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
答
え
が

す
ぐ
に
は
与
え
ら
れ
な
い
と
し
て

も
、
神
様
に
信
頼
し
て
待
ち
望
む
べ

き
こ
と
が
、
こ
の
章
の
最
後
の
結
論

と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「『
全
地
よ
、
御
前
に
沈
黙
せ
よ
。』

－

－

神
様
は
、
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
こ
と

で
、
生
意
気
な
口
を
開
く
わ
た
し

た
ち
を
た
し
な
め
ら
れ
る
。
し
ば
し

ば
出
し
ゃ
ば
っ
て
、
厚
か
ま
し
い
口

を
開
く
子
ら
に
対
し
て
、
神
様
は
ぴ

し
ゃ
り
と
横
っ
面
を
殴
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

－－

今
こ
そ
、静
ま
る
が
良
い
。

大
層
な
言
葉
を
吐
く
お
前
の
口
を
封

じ
る
が
良
い
。
早
ま
っ
て
世
界
統
治

に
つ
い
て
、
と
や
か
く
言
わ
な
い
方

が
良
い
。
一
体
お
前
は
そ
れ
に
つ
い

て
、
何
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
。

早
ま
っ
て
悲
観
し
て
は
な
ら
な
い
」。

（
リ
ュ
テ
ィ
）

　

こ
の
2
章
の
結
論
は
、
ヨ
ブ
記
38

章
〜
41
章
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
時
代
が
動
き
、
大
き
く
移
り
変

わ
っ
て
い
く
よ
う
に
思
え
る
時
に

は
、
教
会
は
早
ま
っ
て
右
往
左
往
し

な
い
方
が
良
い
。
む
し
ろ
、
礼
拝
を

さ
さ
げ
て
御
言
葉
に
聴
き
、
神
様
に

こ
そ
期
待
し
つ
つ
、
時
代
の
行
く
末

を
注
視
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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編 集 後 記

▼ 11 月役員会での学びで、キリスト教が世間一般の人々に容易に受け入れられる面と、反対に簡単に受け入れられず拒否に出会
う面という視点で語られる話を学んだ（『聖餐論』赤木善光著）。前者の面とは、隣人愛やその実践など。後者の反発や拒否に出会
うは面とは、イエスの受肉・十字架・復活の教え、バプテスマや聖餐などのサクラメント。筆者は、その後者を「泥臭い」と表現
している。私たちも「世の光」、「地の塩」としての実践に目が行きがちである。しかし、気をつけなくてはいけない。単なる隣人
愛はこの世に満ち溢れている……。 ▼ 今回、教会全体研修会の記録を載せた。私たちが学んだのは、「時に流されてはいけない。
時に動じて行動を起こす前に、右往左往せず、主に信頼して御言葉にじっくり聞く」こと、すなわち「泥臭いキリスト教にとどま
れ」と言われていたような気がしている。（K.S）

　2017 年 7 月 22 日土曜日の午後に愛宕町教会に到着した瞬
間から、8 月 21 日に帰京するまでの間、今までの神学校生活
で経験したことが無いほどの、濃密で充実した時間を過ごさせ
て頂きました。今、会報「いずみ」への報告を記しながら、そ
の一日、一日を克明に、そして懐かしく思い起こすことが出来
ます。何より、宍戸先生御夫妻と教会員の皆さまのお支えがあ
って、今年の夏期伝道が充実した学びの時となりましたことに
感謝致します。
　実は、愛宕町教会での実習が始まる前は「たくさんの聖書箇
所についてお話をしなければならない」という焦りの中で、思
うように準備が出来ず、相当追い詰められた気持ちで甲府に到
着しました。しかし、愛宕町教会に着いて教育館に荷物を降ろ
し、教会での暮らしが始まると、不思議とすぐに気持ちが落ち
着きました。先の見通しはつきませんでしたが「これから、ず
っと四六時中、この教会で寝起きしながら、来る日も来る日も
教会のこと、聖書のことに集中するのだ」と思うと、静かな喜
びがあり、気持ちが段々と燃えてきました。皆さまが暖かく迎
えてくださったので、過度の緊張でしゃちこばっていた私の身
心が解きほぐされたのでしょう。
　実習が始まると、さっそく教会学校の夏期キャンプに泊まり
がけで参加したのですが、教会学校の子どもたちと一緒になっ
て、鬼ごっこ、水遊びに夢中になりました。「遊んであげた」
のではなく、私自身が楽しく「一緒に遊んでもらった」のです。
そのおかげで、教会学校の生徒たちばかりでなく、教会学校で
奉仕する先生方にも親しみが湧き、愛宕町教会がぐっと身近な
存在となりました。一緒に遊んでくれた子どもたち、楽しい思
い出を本当に有難う！大きくなった皆さんと再会するのを、今
から楽しみにしています。
　夏期キャンプから帰ってしばらくすると、愛宕町教会での実
習の「主戦場」であると、歴代の実習生から言い伝えられてい
る「家庭集会」の日々が、いよいよ始まりました。私は神学校
の前期の学びで、テサロニケの信徒への手紙の授業の予習に一
番たくさんの時間を割いて勉強しておりました。それにもかか
わらず、家庭集会のための準備をどうしたら良いのかわかりま
せんでした。そこで宍戸俊介先生に恐る恐る「全く準備が進ん
でいない」ということを打ち明けました。宍戸先生からは「赴
任して現場に出たら、準備が整っていない状況の中でも、きち
んと御言葉をとりつがなければならない」「準備を完璧にして
恰好良く語ることが大事なのではなく、その箇所で聖書が本当
に言おうとしている事を聴いて、最後にアーメンと出席者が唱
えることが出来る福音をとりつぐ事に集中しなさい」という趣
旨のアドバイスを頂きました。これは、言うまでもなく「準備
が出来ていなくても良い」という甘い言葉ではなく「御言葉を
とりつぐ者は言い訳をせず、どんな状況であっても、聖書が言
おうとしている事を語る事に尽きる」という意味だと思いまし
た。ある意味、とても厳しい言葉ですが、不思議と私はこのア
ドバイスで落ち着きました。「事前の準備が出来ていない」と
いう自分の失敗を見つめている場合ではないと、気がつきまし
た。今から全身でテサロニケの信徒への手紙一の中に入り込ん
で、恰好が悪かろうが何であろうが、福音を掘り当てて伝える

ことだけを考えよう。そう、覚悟を決めました。「涼しい情熱」
が遅まきながら、私の中に湧いてきました。
　さて、そうしてスタートした家庭集会、全 8 回の日々。本
当に夢中でした。連日、深夜まで聖書の御言葉、注解書と格闘
しながら準備するのですが、いつも家庭集会に出かける直前に
は「顔面蒼白」だったと思います。一度、宍戸尚子先生に「ま
るで、ほふり場に引かれて行くようです」と（半分、冗談で）
弱音を吐いたこともありました。皆さん、本当に家庭集会でも
暖かく迎えてくださったので、「ほふり場に引かれて行く」と
いう言葉の意味は、皆さんから厳しい「つっこみ」を受けると
いう事ではありません。正面から聖書の御言葉に向かって行く
のですが、私自身の聖書の読み方も注解書などの道具の使い方
も拙いので、固い岩にぶつかってはね返されてしまい、生命の
水が湧き出る鉱脈を探り当てることが出来ません。もちろん、
それが簡単に出来るとは思っていませんでしたが、自らが語る
言葉が、聖書の豊かさを捉え切れていない。的を外している。
だから、わかりにくい話、恵まれていない話になる。そのこと
が家庭集会では、逃れようもない事実として、肌身に迫ります。
その事を「ほふり場に引かれて行くようだ」と感じたのです。
　しかし同時に、全ての家庭集会が、その一つ一つが本当に恵
みの時でした。宍戸先生御夫妻のコメント、教会員の皆さんの
言葉、聖書研究の後の食事の交わりのひとときのこと。今でも
私の頭の中で克明に再現出来るほど貴重な経験でした。宍戸先
生が御言葉を語りなおしてくださると、皆さんのお顔に再び血
が行き巡って明るくなり「わかった」という表情になりました。
神学生の拙い話を出発点に、牧師も教会員も一緒になって聖書
を真ん中において「この箇所は何を言おうとしているのか？」
を分かち合う恵みに気がつかされました。家庭集会の主役は、
私ではなくて、テサロニケの信徒への手紙一でした。そこで私
という未熟な神学生が豊かに用いられるように、牧師も教会の
皆さまも本当に祈り、支えてくださっている。家庭集会が回を
重ねるに従って、この喜びがどんどん大きくなりました。
　愛宕町教会での実習をふり返って、他にも数えきれないたく
さんの事を思い出しますが、最後に総括として二つ印象に残っ
た事を申し上げたいと思います。第一は、夏期伝道中も、宍戸
先生が普段通りに礼拝、祈祷会、求道者の洗礼準備会、教理入
門講座、さらに聖愛幼稚園への「御言葉の出前」など、あらゆ
る時にあらゆる場所で御言葉をとりつぐ現場に同席させて頂い
たという事です。そのおかげで、牧師の働きの「後ろ姿」をつ
ぶさに見る機会を与えられ、今後の貴重な財産となると思いま
す。
　第二に、特に家庭集会で感じたのですが、本当に皆さんが私
の語る拙い御言葉の説き明かしに真剣に耳を傾けてくださり、
豊かな交わりの時を備えてくださいました。このように多大な
エネルギーを持って、喜んで夏期伝道実習生を迎えて下さる事
に驚くと共に、宍戸先生御夫妻、教会員の方々への感謝の気持
ちに溢れます。
　終わりに、夏期伝道実習を持ち運んでくださった主に感謝致
します。愛宕町教会の今後の歩みがいっそう確かにされ、主の
恵みが満ち溢れますように。

愛宕町教会での夏期伝道実習

長手　陽介東京神学大学大学院 1年
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