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147 「あなたは誰の足を洗うのか」

【
第
三
回
東
日
本
大
震
災
国
際
神
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

主
題
講
演
（
第
二
日
目　

二
月
一
七
日
）

「
あ
な
た
は
誰
の
足
を
洗
う
の
か
」
――
苦
難
の
た
だ
中
で
リ
ー
ダ
ー
を
起
こ
す

ジ
ョ
ー
ジ
・
カ
ラ
ン
テ
ィ
ス

柳
田
洋
夫
・
訳

し
か
し
、
孤
住
生
活
に
は
危
険
が
あ
る
。
…
…
第
一
の
、
そ
し
て
重
大
な
危
険
は
自
己
満
足
で
あ
る
。

（
カ
イ
サ
リ
ア
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
（
三
三
〇
頃
―
三
七
九
年
）Longer R

esponses 7.3.26

）

孤
立
的
な
霊
的
生
活
や
教
会
の
孤
立
の
危
険
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
の
中
で
、
私
は
、
四
世
紀
後
半
の
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
の
カ
イ
サ
リ

ア
の
司
教
で
あ
る
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
言
葉
以
上
に
適
切
な
も
の
を
他
の
ど
こ
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

私
は
歴
史
神
学
者
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
だ
現
在
を
見
て
、
自
分
が
今
日
に
お
い
て
何
で
あ
る
の
か
を
理
論
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
常
に

過
去
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
は
私
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
も
の
と
な
り
ま
す
。
先
人
た
ち
と
の
交
わ
り
の
中
で
私
は
思

考
す
る
し
、
現
在
と
い
う
も
の
が
私
に
と
っ
て
意
味
を
持
つ
の
は
ひ
と
え
に
、
過
去
に
お
い
て
神
を
信
じ
て
い
た
人
々
の
語
り
の
深
み
に
あ

る
、
は
る
か
に
長
い
物
語
の
一
部
と
し
て
な
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
私
た
ち
は
神
の
物
語
の
民
な
の
だ
と
告
白
し
ま
す
。

そ
こ
で
、
大
災
害
と
苦
難
の
た
だ
中
に
お
け
る
教
会
の
役
割
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
た
、
私
た
ち
の
隣
人
た
ち
と
共
に
、
そ
し
て
隣
人
に
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寄
り
添
っ
て
働
き
を
な
す
可
能
性
を
思
い
描
く
た
め
に
、
も
し
く
は
、
未
来
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
者
の
リ
ー
ダ
ー
を
起
こ
す
こ
と
が
何
を

意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
共
に
考
え
る
た
め
に
私
た
ち
は
集
ま
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
私
は
一
つ
の
物
語
を
語
り
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
初
代
教
会
に
由
来
す
る
多
く
の
物
語
の
一
つ
で
あ
り
、
歴
史
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
者
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
物
語
で
あ

る
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
（
現
在
の
ト
ル
コ
）
の
カ
イ
サ
リ
ア
の
司
教
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
四
世
紀
半
ば
の
物
語
で
す
。

三
六
九
年
の
飢
饉
と
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
応
答

ロ
ー
マ
帝
国
の
国
境
に
あ
る
属
州
に
位
置
す
る
重
要
な
都
市
の
司
教
と
し
て
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
地
方
の
大
都
市
に
お

け
る
豊
か
さ
に
も
貧
し
さ
に
も
通
じ
て
い
ま
し
た
。
四
世
紀
は
転
換
の
時
期
で
し
た
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ほ
と
ん
ど
二
世
代
の
う
ち

に
ロ
ー
マ
帝
国
の
人
々
の
意
識
の
中
に
素
早
く
浸
透
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
世
紀
の
半
ば
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
者
は
か
な
り
大
き
な
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
ー
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
恩
恵
の
中
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
皇
帝
と
な
っ
た
四
世
紀
の
初
め
以
来
キ
リ
ス

ト
者
が
享
受
し
た
宗
教
の
自
由
に
よ
っ
て
、
多
く
の
男
女
が
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
地
方
の
辺
境
ま
で
広
が
っ
た
修
道
院
の
共
同
体
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
教
の
敬
虔
に
生
き
る
選
択
を
な
す
に
至
り
ま
し
た
。

修
道
士
の
中
に
は
、
自
分
た
ち
は
他
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
考
え
て
、
自
ら
を
教
会
の
他
の
人
々
と
区
別
す
る
者
も

い
ま
し
た
。
ま
た
、
よ
り
敬
虔
な
者
も
い
ま
し
た
。
騒
音
や
、
町
や
村
の
霊
的
な
汚
染
か
ら
離
れ
て
、
霊
的
達
成
、
祈
り
の
生
活
、
黙
想
な

ど
を
追
求
し
た
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
で
す
。
彼
ら
は
み
な
、
孤
住
生
活
の
中
で
神
と
の
人
格
的
関
係
を
探
し
求
め
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
孤
住
生
活
は
、
霊
性
や
適
切
な
隠
遁
生
活
を
修
道
的
に
追
求
す
る
こ
と
に
際
し
て
大
変
助
け
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
バ
シ
レ

イ
オ
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
孤
立
的
生
活
を
鋭
く
批
判
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ひ
ど
く
個
人
主
義
的
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
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セ
ー
ジ
を
歪
め
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
修
道
院
生
活
に
つ
い
て
の
最
も
著
名
で
重
要
な
著
述
で
あ
る
彼
の
『
修
道
士
大
規
定
』（Long 

R
ule

）
に
お
い
て
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
と
実
践
を
聖
書
に
根
拠
づ
け
、
キ
リ
ス
ト
の
模
範
に
基
づ
く
一
貫
し
た
霊
性
に

つ
い
て
語
り
ま
し
た
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、
孤
立
的
生
活
が
内
向
き
に
な
り
自
己
満
足
に
陥
る
危
険
を
警
告
し
、
修
道
士
た
ち
に
は
、
こ
の

世
に
お
い
て
神
の
手
足
と
な
る
よ
う
訴
え
ま
し
た
。
彼
は
修
道
士
た
ち
に
、
精
一
杯
信
仰
に
生
き
る
こ
と
を
望
み
ま
し
た
。
兄
弟
姉
妹
た
ち

へ
の
彼
の
訴
え
は
大
変
素
晴
ら
し
い
の
で
、
引
用
が
長
く
な
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

孤
住
生
活
に
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
に
加
え
て
さ
ら
な
る
危
険
が
あ
る
。
第
一
の
、
そ
し
て
最
大
の
危
険
は
自
己
満

足
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
、
あ
る
者
が
、
そ
の
行
動
を
吟
味
す
る
者
を
ひ
と
り
も
持
た
な
い
と
し
た
ら
、
命
令
の
完
全

な
成
就
を
す
で
に
達
成
し
た
と
考
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
い
が
試
さ
れ
る
こ
と
も
決
し
て
な
い

ゆ
え
に
、
自
ら
の
欠
け
に
気
づ
く
こ
と
も
、
な
し
え
た
か
も
し
れ
な
い
進
歩
に
気
づ
く
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
命
令

を
成
し
遂
げ
る
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
彼
は
奪
わ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
そ
う
な
の
で
あ
る
。

も
し
、
自
ら
の
謙
遜
を
示
す
相
手
が
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
彼
は
い
か
に
し
て
謙
遜
の
美
徳
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
も
し
、
他
の
人
々
と
の
交
際
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
彼
は
い
か
に
し
て
同
情
心
を
示
す
こ
と
が
で
き
る

の
か
。
ま
た
、
彼
の
意
向
に
反
対
す
る
者
が
い
な
い
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
忍
耐
心
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
正
し
い
行
為
の
た
め
に
は
聖
書
の
教
え
だ
け
で
十
分
だ
と
い
う
者
が
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
者
は
、
機
織
り
の
技
術

を
学
ん
だ
の
に
何
も
織
ら
な
い
者
に
似
て
い
る
。
も
し
く
は
鍛
冶
の
技
術
を
教
わ
っ
た
の
に
、
学
ん
だ
こ
と
を
決
し
て
実
践
に

移
そ
う
と
し
な
い
者
に
似
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
使
徒
は
こ
う
言
う
だ
ろ
う
。「
律
法
を
聞
く
者
が
神
の
前
で
正

し
い
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
実
行
す
る
者
が
、
義
と
さ
れ
る
」（
ロ
ー
マ
二
・
一
三
）。
主
ご
自
身
が
、
そ
の
卓
越
し
た
や
さ
し
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さ
ゆ
え
に
、
言
葉
や
教
え
で
満
足
さ
れ
ず
、
そ
の
愛
の
完
全
さ
に
お
い
て
謙
遜
の
模
範
を
私
た
ち
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
こ

と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
実
際
に
、
主
は
、
腰
に
帯
を
巻
き
、
弟
子
た
ち
の
足
を
洗
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
ヨ

ハ
ネ
一
三
・
四
―
五
）。
あ
な
た
は
誰
の
足
を
洗
う
の
か
。
誰
に
仕
え
よ
う
と
い
う
の
か
。
も
し
一
人
で
暮
ら
し
て
い
る
の
な

ら
、
あ
な
た
は
い
っ
た
い
誰
の
中
で
も
っ
と
も
低
い
者
と
な
ろ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
聖
霊
が
、
大
祭
司
の
頭
か
ら

香
り
を
放
つ
貴
重
な
香
油
に
な
ぞ
ら
え
た
、
兄
弟
た
ち
が
共
に
住
ま
う
と
い
う
（
詩
編
一
三
三
・
一
―
二
）
善
き
喜
ば
し
い
こ

と
が
、
孤
住
生
活
に
お
い
て
ど
う
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

か
く
し
て
、
兄
弟
た
ち
が
共
に
住
ま
う
と
い
う
こ
と
（
詩
編
一
三
三
・
一
）
は
、
競
技
者
た
ち
の
競
技
の
場
で
あ
り
、
進
歩

の
た
め
の
高
貴
な
道
で
あ
り
、
た
え
ざ
る
鍛
錬
で
あ
り
、
主
の
命
令
に
つ
い
て
た
え
ず
黙
想
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
目
的
は
、「
そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
の
光
を
人
々
の
前
に
輝
か
し
な
さ
い
。
人
々
が
、
あ
な
た
が
た
の
立
派
な

行
い
を
見
て
、
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
を
あ
が
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
」（
マ
タ
イ
五
・
一
六
）
と
言
わ
れ
た
私
た
ち

の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
命
令
に
従
い
神
の
栄
光
を
誉
め
称
え
る
こ
と
に
あ
る
）
1
（

。

バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
単
な
る
理
論
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
聖
職
者
で
あ
り
牧
会
者
で
あ
り
、
司
教
の
職
務
に
あ
り
ま
し
た
。
バ
シ
レ

イ
オ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
私
た
ち
は
神
の
被
造
物
と
し
て
の
本
性
に
よ
り
隣
人
を
愛
す
る
の
だ
と
言
い
ま
し
た
）
2
（

。
そ
の
よ
う
な
愛

は
自
然
の
こ
と
な
の
で
す
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、
善
や
、
愛
や
、
貧
し
い
人
々
や
除
け
者
に
さ
れ
た
人
々
と
一
体
と
な
る
こ
と
な
ど
、
他
の

人
々
が
熱
望
し
、
ま
た
成
し
遂
げ
も
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
本
質
的
要
素
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
ま
し
た
。
バ

シ
レ
イ
オ
ス
は
、
隣
人
愛
を
、
単
な
る
キ
リ
ス
ト
教
的
生
を
成
就
す
る
た
め
の
挑
戦
で
あ
る
と
は
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
、
マ
タ
イ
に

よ
る
福
音
書
第
二
二
章
三
七
―
三
九
節
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
が
若
き
律
法
学
者
に
何
を
言
わ
れ
た
の
か
を
よ
く
理
解
し
て
い
ま
し
た
。「
先
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生
、
律
法
の
中
で
、
ど
の
掟
が
最
も
重
要
で
し
ょ
う
か
」。
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。「『
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
て
、

あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
愛
し
な
さ
い
。』
こ
れ
が
最
も
重
要
な
第
一
の
掟
で
あ
る
。
第
二
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
あ
る
。『
隣
人

を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
）
3
（

』」。
こ
れ
ら
二
つ
の
福
音
的
命
令
は
、
旧
約
聖
書
の
モ
ー
セ
の
律
法
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
二
つ

を
言
わ
れ
た
の
は
同
じ
主
で
す
。
し
か
し
、
第
二
の
命
令
は
、
第
一
の
命
令
に
続
く
だ
け
で
な
く
、
完
成
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と

を
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
隣
人
愛
を
強
調
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
暗
に
キ
リ
ス
ト
教
的
生
を
共
同
体

の
文
脈
に
含
み
入
れ
ま
す
）
4
（

。
孤
立
的
生
活
は
キ
リ
ス
ト
教
と
は
無
縁
で
あ
る
し
、
神
学
的
に
矛
盾
し
て
い
る
の
で
す
。
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音

書
第
一
三
章
三
五
節
﹇
互
い
に
愛
し
合
う
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
な
た
が
た
が
わ
た
し
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
、
皆
が
知
る
よ
う
に
な

る
﹈
に
は
、
真
の
弟
子
の
し
る
し
と
し
て
の
愛
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
の
命
令
を
守
る
こ
と
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
第
二
の
命
令
を
守

る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
も
ま
た
し
か
り
な
の
で
す
。

兄
弟
姉
妹
た
ち
へ
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
訴
え
は
、
三
六
九
年
の
冬
に
最
も
厳
し
く
試
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
を
壊
滅
さ
せ

た
大
地
震
の
後
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
四
年
に
わ
た
っ
て
こ
の
地
域
に
飢
饉
が
広
が
り
ま
し
た
。
何
千
人
も
の
人
々
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
そ
れ
以
上
の
人
々
が
住
む
場
所
を
追
わ
れ
、
病
気
に
な
り
、
希
望
を
失
い
ま
し
た
。
そ
の
大
災
害
の
た
だ
中
で
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、

行
政
者
と
し
て
の
優
れ
た
技
能
と
手
腕
を
生
か
し
て
、
彼
の
権
限
に
よ
っ
て
町
を
変
革
し
ま
し
た
。
正
統
教
会
だ
け
が
彼
の
関
心
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
欠
乏
、
病
気
、
疾
患
、
貧
困
と
い
う
苦
し
い
状
況
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、
貧
困
と
欠
乏
の
中
に
あ

る
人
々
へ
の
ケ
ア
を
推
進
し
ま
し
た
。「
バ
シ
レ
イ
ア
ド
ス
（B

asileiados

）」
と
呼
ば
れ
る
、
病
人
へ
の
ケ
ア
と
、
食
糧
の
分
配
の
た
め
の

一
連
の
施
設
が
そ
の
こ
と
を
証
し
し
て
い
ま
す
。
彼
は
貧
し
い
人
々
の
た
め
に
病
院
を
建
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
巡
礼
者
の
た
め
の
ホ
ス
ピ
ス

や
、
町
全
体
に
慈
善
活
動
を
広
げ
る
た
め
の
、
一
連
の
都
市
修
道
院
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
設
け
ま
し
た
。
飢
饉
後
の
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
に
お
け

る
大
規
模
な
救
援
活
動
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
と
そ
の
修
道
士
だ
っ
た
の
で
す
。

バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
生
前
を
偲
ぶ
葬
儀
説
教
に
お
い
て
、
彼
の
友
人
で
あ
り
同
僚
で
あ
る
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
、
彼
が
い
か
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に
し
て
「
孤
住
生
活
と
共
住
生
活
と
を
一
つ
に
し
た
か
」
に
つ
い
て
私
た
ち
に
語
っ
て
い
ま
す
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、
修
道
士
の
た
め
の
個

室
を
造
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
互
い
に
つ
な
が
っ
て
い
て
周
囲
の
共
同
体
と
近
接
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
黙
想
す
る
魂
が
社

会
か
ら
隔
離
さ
れ
な
い
」
よ
う
に
し
、「
神
の
栄
光
の
た
め
に
共
に
働
く
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
）
5
（

。
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ

リ
オ
ス
は
、
友
人
バ
シ
レ
イ
オ
ス
を
、
エ
ジ
プ
ト
の
飢
饉
と
彼
の
家
族
の
双
方
を
救
援
し
た
ヨ
セ
フ
（
創
世
記
四
一
章
以
下
）
に
な
ぞ
ら
え

ま
す
。「
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、
飢
え
に
苦
し
む
人
々
を
一
つ
の
場
所
に
集
め
た
。
や
や
立
ち
直
り
つ
つ
あ
る
人
々
も
、
男
性
も
女
性
も
、
子

ど
も
も
老
人
も
、
嘆
き
の
中
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
年
代
の
人
々
を
も
含
め
て
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
寄
付
金
に
よ
っ
て
、
飢
饉
を
救
う
の

に
助
け
に
な
る
あ
ら
ゆ
る
食
糧
を
集
め
た
。
そ
し
て
、
エ
ン
ド
ウ
豆
の
ス
ー
プ
の
大
釜
と
、
貧
し
い
人
々
の
栄
養
に
な
る
よ
う
に
塩
漬
け
の

肉
を
準
備
し
て
彼
ら
の
前
に
置
い
た
。
そ
し
て
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
弟
子
た
ち
の
足
を
洗
い
、
仲
間
の
僕
と
同
労
者
た
ち
を
も
ま
た
そ
の

よ
う
に
さ
せ
た
キ
リ
ス
ト
の
業
に
倣
っ
て
、
尊
敬
の
し
る
し
と
必
要
な
回
復
手
段
と
を
結
び
つ
け
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
飢
え
渇
く
人
々
の
体

と
魂
の
た
め
に
奉
仕
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
ら
に
心
と
体
の
二
通
り
に
お
け
る
援
助
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
）
6
（

」。

バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、
貧
し
い
人
々
へ
の
ケ
ア
に
よ
っ
て
祈
り
の
生
活
が
活
気
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
共
同
体
的
実
践
を
演
出
す
る
こ
と
に
お

い
て
修
道
士
た
ち
を
指
導
し
ま
し
た
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、「
キ
リ
ス
ト
者
に
お
け
る
社
会
的
責
任
の
感
覚
を
育
て
る
実
践
的
宗
教
」
に
大

変
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
）
7
（

。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、
寛
容
の
欠
如
が
主
要
な
罪
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
回
心
や
、
生

や
、
完
成
な
ど
に
つ
い
て
の
主
要
な
目
に
見
え
る
し
る
し
は
、
単
に
精
神
的
に
で
は
な
く
、
経
済
的
な
と
こ
ろ
ま
で
も
深
く
社
会
に
影
響
を

与
え
る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
彼
の
「
バ
シ
レ
イ
ア
ド
ス
」
は
間
も
な
く
、
彼
が
「
キ
リ
ス
ト
の
体
制
」（C

hrist ’s polit

）
8
（y

）
と
呼
ん
で
い

た
も
の
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
敬
虔
の
宝
庫
…
…
そ
こ
で
は
、
病
は
平
静
さ
に
よ
っ
て
耐
え
抜
か
れ
、
災
厄
も

祝
福
と
な
り
、
共
感
の
情
の
真
価
が
問
わ
れ
る
）
9
（

」
と
い
う
新
し
い
町
な
の
で
す
。
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苦
難
を
通
し
て
、
障
壁
を
越
え
て
リ
ー
ダ
ー
を
起
こ
す
――
い
く
つ
か
の
控
え
め
な
提
案

バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、
神
学
者
ス
タ
ン
レ
ー
・
ハ
ワ
ー
ワ
ス
が
現
代
に
お
い
て
し
ば
し
ば
繰
り
返
し
て
き
た
、「
教
会
が
社
会
倫
理
を
持
っ

0

0

て
い
る

0

0

0

の
で
は
な
く
、
教
会
が
社
会
倫
理
で
あ
る

0

0

0

」
と
い
う
こ
と
を
、
は
る
か
昔
に
知
っ
て
い
ま
し
た
。
教
会
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
様

式
や
、
道
徳
や
、
ま
た
霊
性
が
ど
れ
ほ
ど
優
れ
て
い
る
か
を
示
そ
う
と
し
て
競
い
合
う
、
美
徳
や
社
会
倫
理
の
思
想
の
雑
然
と
し
た
市
場
に

増
し
加
え
ら
れ
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
会
は
、
こ
の
世
の
競
争
の
流
儀
の
中
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
神
が
そ
の

よ
う
に
し
ろ
と
教
会
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
教
会
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
し

い
生
き
方
の
発
現
な
の
で
す
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
修
道
士
た
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
霊
性
のculm

en perfectionis

（
最
高
度
の
完
成
）
は
、

culm
en charitatis

、
つ
ま
り
慈
善
の
実
践
の
極
み
に
他
な
ら
な
い
と
教
え
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
は
誰
も
、
修
道
士
で
さ
え
も
免
除
は

さ
れ
な
い
の
で
す
。

神
と
は
ど
の
よ
う
な
お
方
で
あ
る
の
か
を
こ
の
世
が
知
り
う
る
唯
一
の
方
法
は
、
神
と
関
わ
り
が
あ
る
と
い
う
人
々
、
神
に
よ
っ
て
生
ま

れ
変
わ
っ
た
と
い
う
人
々
を
見
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
中
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
神
ご
自
身
の
姿
を
見
る
こ
と
で
す
。
ピ
ー

タ
ー
・
ラ
イ
サ
ー
ト
が
主
張
し
た
よ
う
に
、「
福
音
の
、
第
一
の
そ
し
て
主
要
な
擁
護
、
ま
た
は
パ
ウ
ロ
に
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
に
宛
て
る

最
初
の
『
称
賛
の
手
紙
』
は
、
議
論
な
ど
で
は
な
く
、
聖
霊
に
よ
っ
て
、
奉
仕
と
苦
し
み
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
に
一
致
し
た
教
会
的
生
き
方

で
あ
る
。
そ
の
共
な
る
生
き
方
が
キ
リ
ス
ト
に
似
る
罪
人
の
共
同
体
、
そ
れ
が
教
会
の
第
一
の
弁
証
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
都
市

が
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
私
た
ち
の
主
た
る
『
主
張
』
な
の
で
あ
る
）
10
（

」。
も
し
く
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
K
・
A
・
ス
ミ
ス
が
「
教
会
が
弁
証

論
を
持
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

の
で
は
な
い
。
教
会
そ
の
も
の
が
弁
証
論
で
あ
る

0

0

0

」）11
（

と
述
べ
る
通
り
で
す
。「
神
は
存
在
す
る
の
か
」
と
こ
の
世
が
問
う
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た
と
き
、
神
の
最
初
の
そ
し
て
唯
一
の
応
答
は
、「
私
の
民
を
見
よ
、
私
の
名
を
呼
べ
」（
イ
ザ
ヤ
四
二
・
一
〇
―
四
三
・
二
八
そ
の
他
参

照
）
と
い
う
こ
と
で
す
。
か
つ
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
よ
う
に
、
教
会
こ
そ
が
、
神
と
は
ど
の
よ
う
な
方
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
、
希
望
と
は

何
か
に
つ
い
て
の
、
ま
た
、
恐
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
生
き
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
の
神
の
宣
言
な
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
愛
と
や
さ
し
さ
、
慈
愛
と
正
義
の
行
為
は
、
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

ら
は
私
た
ち
の
遺
伝
の
表
現
型
で
す
。
現
在
、
教
会
は
、「
隣
人
を
愛
す
」（
マ
ル
コ
一
二
・
二
一
、
マ
タ
イ
二
二
・
三
九
）
こ
と
は
少
数
の

者
た
ち
の
個
人
的
で
特
殊
な
性
癖
な
ど
で
は
な
く
、
主
の
命
令
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
リ
ー
ダ
ー
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。

救
い
は
人
格
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
決
し
て
個
人
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
リ
ー
ダ
ー
を
教
会
は
現
在
必
要
と
し
て

い
ま
す
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
と
そ
の
都
市
の
物
語
が
私
た
ち
に
教
え
る
の
は
、
楽
観
主
義
の
名
残
を
捨
て
て
希
望
に
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
を
こ
の
世
に
向
け
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う
教
会
に
促
す
こ
と
を
厭
わ
な
い
リ
ー
ダ
ー
を
キ
リ
ス
ト
者
は
常
に
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

四
世
紀
の
時
代
と
同
様
に
私
た
ち
も
ま
た
、
ま
さ
に
「
そ
の
人
た
ち
は
お
返
し
が
で
き
な
い
」﹇
ル
カ
一
四
・
一
四
﹈
ゆ
え
に
、
豊
か
さ

と
恵
み
が
過
剰
に
溢
れ
か
え
る
よ
う
な
潤
沢
な
マ
ナ
の
経
済
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
教
会
に
示
す
リ
ー

ダ
ー
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
世
を
支
配
す
る
経
済
の
た
だ
中
で
、
恐
れ
と
欠
乏
と
不
安
の
経
済
が
、
ま
た
、
自
己
保
存
と
自
己
利
益

と
い
う
、
頭
が
お
か
し
く
な
り
そ
う
な
ま
で
の
虚
し
さ
が
、
キ
リ
ス
ト
の
招
き
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
は
、
自
ら
を
与
え
て

く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
お
い
て
、
私
た
ち
が
自
ら
を
、
共
に
働
く
者
た
ち
と
と
ら
え
る
よ
う
に
招
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

大
災
害
と
圧
倒
的
な
欠
乏
の
時
に
お
い
て
さ
え
も
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
、
こ
の
世
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
務
め
は
、
単
に holistic 

で

は
な
く
、
ま
っ
た
く w

holistic 

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。holistic 

な
務
め
と
は
、
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
注

意
を
要
す
るholes

﹇
穴
﹈
や
不
足
を
見
つ
け
、
そ
れ
へ
の
取
り
組
み
を
考
え
る
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
者
は
、

自
分
た
ち
は
一
体
と
さ
れ
た
（w

hole

）
民
で
あ
り
、
一
方
、
生
と
霊
と
心
と
体
の
一
体
性
（w

holeness

）
を
欠
く
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
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を
知
っ
て
い
ま
す
。
初
期
の
教
会
の
宗
教
的
状
況
を
支
配
し
た
ギ
リ
シ
ア
的
ま
た
グ
ノ
ー
シ
ス
的
哲
学
者
の
多
く
や
、
こ
の
世
や
こ
の
身
の

苦
し
み
か
ら
の
解
脱
を
説
い
た
人
々
と
は
違
っ
て
、
福
音
の
喜
ば
し
い
知
ら
せ
は
、
神
が
こ
の
世
を
贖
わ
れ
、
す
べ
て
を
新
し
く
さ
れ
る
と

い
う
驚
く
べ
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
根
ざ
し
て
い
ま
し
た
。「
見
よ
、
わ
た
し
は
万
物
を
新
し
く
す
る
」（
黙
示
録
二
一
・
五
）。

ハ
ワ
ー
ワ
ス
に
は
、
も
う
一
つ
の
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
終
的
に
は

「
私
た
ち
の
主
張
の
真
実
性
は
、
そ
の
主
張
が
ど
の
よ
う
な
共
同
体
を
産
み
出
す
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
」
の
で
す
。
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