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退任教授最終チャペル講話

聖
句　
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
第
16
章
９
節

讃
美
歌
11
番
「
あ
め
つ
ち
に
ま
さ
る
…
」

１
．
は
じ
め
に

　

関
西
学
院
大
学
経
済
学
部
の
教
員
と
し
て
経

済
学
部
の
チ
ャ
ペ
ル
で
講
話
を
す
る
最
後
の
機

会
を
与
え
ら
れ
、
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

関
西
学
院
は
キ
リ
ス
ト
主
義
を
そ
の
教
育
理
念

と
し
て
い
ま
す
。
本
学
は
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の

牧
師
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ズ
リ
ー
（John W

esley, 

１
７
０
３
│
91
年
；
日
本
で
は
ウ
ェ
ス
レ
ー
と

も
発
音
さ
れ
て
い
ま
す
）
が
18
世
紀
に
始
め
た

信
仰
復
興
運
動
が
「
メ
ソ
デ
ィ
ズ
ム
」
に
発
展

し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
今
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

三
大
教
派
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
関

西
学
院
も
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
教

会
が
１
８
８
６
年
に
神
戸
の
地
に
設
立
し
た
神

戸
栄
光
教
会
の
初
代
牧
師
で
あ
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
・

ラ
ン
バ
ス
（
１
８
５
４
│
１
９
２
１
年
）
が

１
８
８
９
年
に
原
田
の
森
（
現
在
の
神
戸
市
灘

区
）
に
設
立
し
た
こ
と
に
起
源
を
発
し
ま
す
。

２
． 

ウ
ェ
ス
レ
ー
の
説
教
：「
お
金
の
遣
い
方
」

　

Ｊ
・
ウ
ェ
ス
レ
ー
が
生
ま
れ
育
ち
、
メ
ソ
デ
ィ

ス
ト
信
仰
復
興
運
動
を
展
開
し
た
18
世
紀
の
イ

ギ
リ
ス
は
「
困
難
な
時
代
」
で
あ
り
、
人
び
と

の
生
活
も
過
酷
な
も
の
で
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
国

教
会
は
人
々
の
心
に
霊
感
を
与
え
、
生
命
を
吹

き
込
む
力
を
す
で
に
失
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
時
代
に
は
世
界
で
初
め
て
「
産
業
革
命
」

が
誕
生
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
社
会
が
大
き
な

構
造
変
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

21
世
紀
初
頭
の
現
在
の
よ
う
に
「
急
激
な
変
化
」

の
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
は
イ

ギ
リ
ス
を
生
命
に
溢
れ
た
信
仰
へ
と
呼
び
戻
す

こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。こ
の
た
め
に「
ジ
ョ
ン
・

ウ
ェ
ス
レ
ー
の
信
仰
復
興
運
動
は
、
フ
ラ
ン
ス

社
会
を
分
裂
さ
せ
た
１
７
８
９
年
の
フ
ラ
ン
ス

革
命
の
よ
う
な
血
な
ま
ぐ
さ
い
革
命
か
ら
イ
ギ

リ
ス
を
救
済
し
た１

」
と
さ
え
言
わ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
ウ
ェ
ス
レ
ー
が
お
金
の
遣
い
方
に
関
す

る
説
教
を
残
し
て
い
ま
す
の
で
、
今
日
は
そ
れ

を
紹
介
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
彼
が
そ
の

説
教
の
た
め
に
テ
キ
ス
ト
に
選
ん
だ
聖
句
が
『
ル

カ
に
よ
る
福
音
書
』
第
16
章
の
後
半
で
す
。

（
１
）
金
銭
欲

　

ウ
ェ
ス
レ
ー
は
「
世
の
中
で
は
、
金
銭
欲
が

す
べ
て
の
悪
の
根
源
だ
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

て
い
る
が
、
決
し
て
お
金
そ
れ
自
体
が
あ
く
で

は
な
い
の
だ
。
そ
れ
が
悪
の
根
源
と
な
る
時
、

そ
の
責
任
は
お
金
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
お
金

を
遣
う
人
間
の
側
に
あ
る
の
だ
」
と
は
っ
き
り

言
っ
て
い
る
。

　

お
金
は
最
善
の
事
の
た
め
に
遣
う
こ
と
も
で

き
る
し
、
同
時
に
最
悪
の
事
の
た
め
に
遣
う
こ

と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
お
金
を
ど
う

遣
う
か
、
そ
の
人
間
の
生
き
方
、
考
え
方
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
そ
の
お
金
は
飢

え
た
人
び
と
の
食
べ
物
に
な
り
、
渇
い
た
人
々

の
飲
み
物
に
な
り
ま
す
。
ま
た
裸
の
人
々
の
衣

服
に
な
り
ま
す
。
ま
た
旅
人
や
寄
留
者
に
安
ら

ぎ
の
場
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
寡
婦
の
夫
の

代
わ
り
も
で
き
、
父
な
し
子
の
父
に
も
な
れ
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
お
金
は
正
し
く
遣
わ
れ
れ
ば
、

非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。

（
２
）
３
つ
の
原
則

　

ウ
ェ
ス
レ
ー
は
お
金
の
遣
い
方
と
し
て
、
３

つ
の
原
則
を
勧
告
し
て
い
ま
す
。

①
「
で
き
る
か
ぎ
り
利
得
し
な
さ
い

　
（Earn as m

uch as you can

）」

②
「
で
き
る
か
ぎ
り
貯
蓄
し
な
さ
い

　
（Save as m

uch as you can

）」

③ 

「
で
き
る
か
ぎ
り
与
え
な
さ
い
（Give as 

m
uch as you can

）」

　

ウ
ェ
ス
レ
ー
は
、
お
金
儲
け
は
否
定
し
て
い

な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
大
い
に
推
奨
し
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
お
金
儲
け
の
方
法
に
つ
い
て

は
、注
意
深
い
説
教
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
で

き
る
か
ぎ
り
利
得
す
る
方
法
」
に
条
件
を
付
け

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
①
自
分
の
生
命
や
健
康

を
犠
牲
に
し
て
ま
で
金
銭
を
利
得
し
て
は
な
ら

な
い
。
②
自
分
の
心
や
魂
を
失
っ
て
ま
で
利
得

し
て
は
な
ら
な
い
。
③
隣
人
に
害
を
与
え
る
こ

と
な
し
に
、
ま
た
④
隣
人
の
身
体
や
⑤
魂
を
損

な
う
こ
と
に
よ
り
利
得
し
て
は
な
ら
な
い
。「
正

し
い
勤
労
」
に
よ
っ
て
利
得
す
る
こ
と
を
奨
め

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
道
徳
性
と
正
義
を

伴
う
利
得
の
方
法
で
あ
る
。

　
「
で
き
る
か
ぎ
り
貯
蓄
せ
よ
」
は
、
利
得
し
た

も
の
を
無
益
な
消
費
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
こ

と
、
そ
れ
が
貴
重
な
タ
ラ
ン
ト
ン
を
地
中
に
埋

め
る
こ
と
は
、
タ
ラ
ン
ト
ン
を
海
に
投
げ
捨
て

る
こ
と
に
等
し
い
を
言
う
。
食
べ
物
や
服
飾
、

装
身
具
、
高
価
な
家
具
、
人
び
と
の
賞
賛
を
手

に
入
れ
る
た
め
に
、
さ
ら
に
子
供
た
ち
の
た
め

に
美
味
し
い
食
事
や
高
価
な
服
装
な
ど
贅
沢
な

も
の
を
与
え
て
、
金
銭
を
浪
費
し
て
は
な
ら
な

い
、
と
言
う
。
子
供
た
ち
に
遺
産
を
無
駄
に
残

し
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
子
供
た
ち
が
困
窮

し
な
い
で
生
活
で
き
る
も
の
を
与
え
、
残
り
す

べ
て
を
神
の
栄
光
の
た
め
に
用
い
る
べ
き
で
あ

る
と
言
う
。

　

さ
ら
に
浪
費
し
な
か
っ
た
金
銭
を
銀
行
に
預

金
し
た
り
、
金
庫
に
し
ま
い
込
み
利
用
し
な
い

こ
と
は
、
金
銭
を
海
に
投
げ
捨
て
る
こ
と
に
等

し
い
。「
不
正
の
富
を
用
い
て
で
も
、
自
分
の
た

め
に
友
達
を
作
る
」（
ル
カ
16

－

９
）た
め
に
は
、

第
３
の
原
則
を
第
１
と
第
２
の
原
則
に
加
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
「
で
き
る
か
ぎ
り

与
え
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。

３
． 

禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
役
割

（
１
）「
所
有
の
世
俗
化
作
用
」

　

中
世
の
修
道
院
で
は
、
禁
欲
的
生
活
態
度
が

定
着
す
る
と
、
経
済
的
合
理
主
義
が
形
成
さ
れ
、

そ
こ
に
は
富
が
蓄
積
さ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
富
が
蓄
積
さ
れ
る
と
、
禁
欲
的

規
律
を
切
り
崩
す
か
、
あ
る
い
は
非
生
産
的
目

的
へ
の
富
の
使
用
が
始
ま
る
。
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
〔M

ax W
eber

、（
１
８
６
４
年
４

月
21
日
│
１
９
２
０
年
６
月
14
日
）〕
は
、
ド
イ

ツ
の
社
会
学
者
・
経
済
学
者
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
正
式
な
名

前
は
カ
ー
ル
・
エ
ミ
ー
ル
・
マ
ク
ス
ィ
ミ
リ
ア
ン
・

●
退
任
教
授
最
終
チ
ャ
ペ
ル
講
話
／
春
井
久
志
　
教
授
（
国
際
金
融
論
）

ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ス
レ
ー
と

「
お
金
の
遣
い
方
」

2013年
12月18日
水曜日
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
（K

arl Em
il M
axim

 ilian 
W
eber

）
マ
ッ
ク
ス
は
マ
ク
ス
ィ
ミ
リ
ア
ン
の

省
略
形
で
あ
る
）、
は
こ
れ
を
「
所
有
の
世
俗
化

作
用
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
対

し
て
再
び
修
道
院
改
革
が
行
わ
れ
て
、
禁
欲
的

規
律
が
強
化
さ
れ
ま
す
。
修
道
院
の
歴
史
は
、

こ
の
過
程
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。

（
２
）
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
運
動

　

大
き
く
言
え
ば
18
世
紀
の
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
運

動
は
、
か
つ
て
の
修
道
院
改
革
の
よ
う
に
、
こ

の
「
所
有
の
世
俗
化
作
用
」
を
阻
止
す
る
禁
欲

運
動
で
あ
り
、
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
運
動
に
も
、
こ

の
一
連
の
循
環
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ウ
ェ

ス
レ
ー
は
、
信
仰
の
指
導
者
と
し
て
次
の
よ
う

に
勧
告
し
て
い
る
。

　

 

わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
に
、
で

き
る
か
ぎ
り
利
得
す
る
と
と
も
に
、
で
き
る

か
ぎ
り
節
約
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
結
果

に
お
い
て
富
裕
に
な
る
こ
と
を
勧
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
…
（
中
略
）

　

 

私
た
ち
の
富
が
、
私
た
ち
を
地
獄
の
底
へ
沈

め
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
な
に
か
方
法
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に

は
た
だ
１
つ
の
方
法
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
の

方
法
は
こ
の
地
上
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
で
き

る
か
ぎ
り
利
得
し
（Earn as m

uch as you 
can

）』、『
で
き
る
か
ぎ
り
節
約
す
る
（Save 

as m
uch as you can

）』
人
び
と
が
、
同
時

に
『
で
き
る
か
ぎ
り
与
え
る
（Give as 

m
uch as you can

）』
な
ら
ば
、
彼
は
利
得

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
恩
恵
を
増
し
加
え
ら
れ
、

ま
た
そ
れ
は
天
国
に
宝
を
蓄
え
る
こ
と
に
な

る
で
し
ょ
う
。

（
３
）
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
説
教
の
引
用

　

彼
の
主
な
業
績
は
、
西
欧
近
代
の
文
明
を
他

の
文
明
か
ら
区
別
す
る
根
本
的
な
原
則
を
、「
合

理
性
」
と
仮
定
し
、
そ
の
発
展
の
系
譜
を
「
現

世
の
呪
術
か
ら
の
解
放
（die Entzauberung 

der W
elt

）」
と
捉
え
、
比
較
宗
教
社
会
学
の
手

法
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
研

究
の
ス
タ
ー
ト
が
記
念
碑
的
な
論
文
で
あ
る
『
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の

精
神
』（
１
９
０
４
年
│
１
９
０
５
年
）で
あ
り
、

西
洋
近
代
の
資
本
主
義
を
発
展
さ
せ
た
原
動
力

を
、
主
と
し
て
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
宗

教
倫
理
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
世
俗
内
禁
欲
と
生

活
合
理
化
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
論
文
は
大
き

な
反
響
と
論
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た

が
、
特
に
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
、

宗
教
は
上
部
構
造
で
あ
っ
て
下
部
構
造
で
あ
る

経
済
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
唯
物
論
へ
の
反
証

と
し
て
の
意
義
が
あ
っ
た
。

　

彼
は
そ
の
主
著
の
な
か
で
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
説

教
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
引
用
文
と
ウ
ェ

ス
レ
ー
の
説
教
と
で
は
、
全
体
の
論
調
が
異
な

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
引
用

文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

 

わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
に
、
で
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す
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ぎ
り
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と
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ば
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な
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い
。
が
、
こ
れ
は
、
結
果
に
お
い
て
、
富
裕

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。（
こ
れ
に
続
い
て

「
で
き
る
か
ぎ
り
利
得
す
る
と
と
も
に
、
で

き
る
か
ぎ
り
節
約
す
る
」
者
は
ま
た
恩
恵
を

増
し
加
え
ら
れ
て
天
国
に
宝
を
積
む
た
め

に
、「
で
き
る
か
ぎ
り
他
に
与
え
」
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、と
い
う
勧
告
が
な
さ
れ
て
い
る２

）。

　

以
上
の
引
用
文
の
比
較
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
が
勧
め
た
の
は
、
利
得
し
、

節
約
し
て
得
た
富
を
、
富
裕
に
な
ら
な
い
た
め

に
す
べ
て
与
え
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
が
激
し
い
反
語
の
意
味
を
込

め
た
こ
の
重
要
な
一
文
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、

一
見
ウ
ェ
ス
レ
ー
が
富
裕
に
な
る
こ
と
を
勧
め

て
い
る
か
の
よ
う
に
引
用
し
、
そ
こ
で
文
章
を

打
ち
切
っ
て
い
る
、
と
安
藤
（
１
９
７
７
）
は

指
摘
す
る
。

　

 

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
脚
注
に
お
い
て
、
読
者
に
ウ
ェ

ズ
リ
ー
の
こ
の
文
章
の
一
読
を
勧
め
て
い
ま

す
が
、
対
比
し
て
み
る
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
引

用
文
と
ウ
ェ
ズ
リ
ー
の
原
典
で
は
、
全
体
の

論
調
が
違
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
ま
す
。
し

か
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
こ
と
全
体
の
標
語
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も

の
』
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
傍
点
ま
で
降
っ
た
部

分
が
原
典
と
違
っ
て
い
る
の
で
す
。
ウ
ェ
ズ

リ
ー
の
勧
め
た
の
は
、
利
得
し
、
節
約
し
て

得
た
富
を
、
富
裕
に
な
ら
な
い
た
め
に
す
べ

て
施
し
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
３
。

　

問
題
は
、
こ
の
変
更
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
旨

全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
の
考
え
で
は
、

富
そ
れ
自
体
は
神
か
ら
の
恵
み
で
あ
る
と
し
、

「
金
銀
が
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
金
銀

に
過
ち
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
用
い
る
者
に

あ
る
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
ウ
ェ

ス
レ
ー
の
考
え
で
は
、
一
見
し
て
「
富
め
る
者
」

と
判
断
さ
れ
る
人
々
は
、
明
ら
か
に
す
で
に
富

の
用
い
方
を
誤
り
、
現
世
の
欲
望
に
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
富
の
正
し

い
用
い
方
を
し
て
い
れ
ば
、
決
し
て
「
富
め
る

者
」
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　

ウ
ェ
ス
レ
ー
が
厳
し
く
勧
告
し
続
け
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

│
と
い
う
よ
り
は
そ
う
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど

│
メ
ソ
デ
ィ
ス

ト
た
ち
の
現
実
は
勧
告
通
り
に
は
行
っ
て
い
な

か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ス
レ
ー
も
、

富
に
関
す
る
説
教
を
「
正
し
く
理
解
し
、
そ
の

危
険
を
十
分
わ
き
ま
え
て
い
る
人
は
キ
リ
ス
ト

者
の
中
で
も
極
め
て
少
な
く
、
そ
れ
を
実
際
の

生
活
に
適
用
し
て
い
る
人
に
至
っ
て
は
皆
無
に

等
し
い
ほ
ど
で
す
」、
と
認
め
て
い
る
。

（
４
） 

近
代
的
企
業
経
営
者
と
労
働
者
の
形
成

　
「
利
得
」
と
「
節
約
」
を
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
た
ち

に
実
践
さ
せ
た
原
動
力
は
宗
教
に
独
自
の
強
力

な
内
発
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
り
、
信
仰
的
昂
揚

が
続
く
限
り
は
こ
れ
ら
の
勧
告
は
す
べ
て
実
践

さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
生
活
態
度

の
合
理
化
作
用
を
も
た
ら
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ

の
信
仰
的
昂
揚
が
純
粋
性
を
保
つ
の
は
、
ふ
つ

う
は
ご
く
短
期
間
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
も
な

く
合
理
化
さ
れ
た
生
活
態
度
を
残
し
て
、
純
粋

な
信
仰
の
み
に
基
礎
を
も
つ
「
施
し
」
や
「
与

え
る
」
こ
と
な
ど
と
と
も
に
消
え
去
っ
て
し
ま

う
。
こ
れ
が
近
代
的
企
業
家
の
形
成
過
程
の
一

面
で
あ
っ
た
。

　

他
方
、
企
業
経
営
を
構
成
す
る
労
働
者
の
間

に
も
、
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
使

命
と
し
て
の
職
業
労
働
と
い
う
観
念
を
植
え
付

け
、「
資
本
主
義
の
精
神
」
を
企
業
家
と
と
も
に

担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
信
仰
的
昂
揚
か
ら
醒
め

た
企
業
家
が
、
そ
の
職
業
生
活
に
お
け
る
祝
福

を
利
潤
に
求
め
て
い
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、

い
っ
た
ん
禁
欲
的
生
活
態
度
の
洗
礼
を
受
け
た

労
働
者
も

│
勤
労
意
欲
を
保
持
し
た
ま
ま

│
そ
の
祝
福
を
賃
金
に
見
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
信
仰
的
良
心
の
ゆ
え
に
劣
悪
な
労
働
条

件
を
耐
え
忍
ぶ
態
度
が
、
宗
教
上
の
熱
狂
と
と

も
に
消
え
ゆ
く
と
き
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
の
が

新
た
な
労
働
者
の
エ
ー
ト
ス
で
し
た
。
か
く
し

て
、
勤
労
大
衆
も
資
本
主
義
の
精
神
の
担
い
手

と
な
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
ま
す４

。

４
．
お
わ
り
に

　

ウ
ェ
ス
レ
ー
が
「
お
金
の
遣
い
方
」
と
い
う

説
教
を
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
の
信
徒
た
ち
に
残
し
て

い
る
と
い
う
事
実
は
、
第
１
と
第
２
の
原
則
を

守
り
抜
い
た
優
れ
た
信
徒
と
い
え
ど
も
、
第
３

の
原
則
を
守
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
こ
と
で

あ
る
か
を
知
り
抜
い
て
い
た
と
い
う
現
実
を
直

視
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
程
に
、
第
３
の
原
則
を
実
行
す
る

こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ウ
ェ
ス

レ
ー
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
異
な
り
、
富
裕
に
な

る
こ
と
で
満
足
し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
で
、
大

い
に
異
な
っ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
私

た
ち
は
、
一
人
ひ
と
り
に
与
え
ら
れ
た
富
＝
タ

ラ
ン
ト
ン
を
地
中
に
埋
め
る
こ
と
な
く
、
大
き

く
育
て
、
活
か
し
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
そ
れ
を

奉
仕
の
た
め
に
遣
う
こ
と
、
他
の
人
々
の
た
め

に
「
与
え
る
こ
と
」
に
努
め
る
こ
と
を
期
待
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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