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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　

最
近
中
国
か
ら
の
観
光
客
が
多
く
な

り
、
あ
ち
こ
ち
で
中
国
語
の
会
話
の
声
が

聞
こ
え
る
。
先
日
あ
る
飲
食
街
で
３
、
４

人
の
中
国
人
の
会
話
が
耳
に
入
っ
た
。「
ほ

か
の
店
に
行
こ
う
」、「
い
や
、
も
う
す
ぐ

開
店
で
し
ょ
う
、
待
ち
ま
し
ょ
う
よ
」。

よ
く
見
る
と
、
彼
ら
が
立
っ
て
い
た
店
は

入
り
口
に
「
準
備
中
」
の
看
板
が
出
て
い

た
。
日
本
人
な
ら
迷
わ
ず
ほ
か
の
店
に
行

く
が
、
中
国
人
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
こ
の

看
板
を
出
す
こ
と
は
「ready

-go!

」
の

よ
う
に
、「
間
も
な
く
営
業
が
は
じ
ま
る
」

と
い
う
客
を
呼
び
込
む
意
味
と
し
て
理
解

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
言
葉
或
い
は
言

語
表
現
の
中
身
に
対
し
て
日
本
人
と
中
国

人
の
間
で
異
な
る
「
解
読
」
が
生
じ
る
。

こ
の
現
象
は
「
異
文
化
交
渉
」
の
研
究
対

象
の
一
つ
に
も
な
る
。
日
本
と
中
国
は
互

い
の
言
語
か
ら
取
り
入
れ
た
同
じ
漢
字
を

使
用
す
る
語
彙
の
中
に
は
、
意
味
が
同
じ

も
の
も
あ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味

を
表
す
場
合
も
少
な
く
な
い
。
よ
く
例
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
「
娘
」（
中
国
語
で
「
は

は
」
と
い
う
意
味
）、「
手
紙
」（
中
国
語

の
ト
イ
レ
ペ
ー
パ
ー
）
な
ど
完
全
に
別
の

意
味
と
な
る
語
彙
は
、
む
し
ろ
暗
記
す
れ

ば
特
に
混
乱
し
な
い
。
問
題
に
な
る
の
は

「
準
備
中
」の
よ
う
な
も
の
だ
。例
え
ば
、

日
本
で
食
べ
る
餃
子
と
い
え
ば
、
焼
き
餃

子
を
指
す
場
合
が
多
い
が
、
中
国
で
は
餃

子
を
言
う
と
水
餃
子
の
こ
と
を
指
す
。
焼

き
餃
子
は
中
国
語
で
は〝
鍋
貼
〞と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
中
国
の
食
べ
物

餃
子
は
日
本
文
化
に
受
容
さ
れ
、
日
本
人

の
生
活
習
慣
に
よ
り
そ
の
概
念
の
中
身
も

水
餃
子
か
ら
焼
き
餃
子
に
変
化
し
た
。
こ

の
よ
う
に
異
な
る
文
化
の
影
響
で
、
概
念

自
身
が
変
わ
っ
た
言
葉
へ
の
理
解
に
は
誤

解
が
生
じ
や
す
い
。「
お
茶
」
と
い
う
言

葉
も
そ
う
だ
。
中
国
で
は
主
に
「
茶
葉
」

の
こ
と
を
指
す
。
モ
ノ
な
ら
ま
だ
理
解
し

や
す
い
が
、
空
間
な
ど
抽
象
的
な
概
念
の

違
い
は
な
か
な
か
気
づ
か
な
い
。
例
え

ば
、「
18
才
以
上
」
と
い
う
の
は
18
才
も

含
む
か
、
集
合
写
真
で
「
私
か
ら
右
へ
２

番
目
の
人
」
と
言
っ
た
場
合
、「
私
」
は

含
ま
れ
る
の
か
ど
う
か
、
な
ど
、
人
そ
れ

ぞ
れ
の
理
解
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
先

日
内
田
先
生
か
ら
一
つ
面
白
い
例
を
紹
介

さ
れ
た
。
中
国
の
税
関
で
手
続
き
す
る

時
、
行
列
の
先
頭
の
床
に
、〝
請
在
黄
線

外
等
候
〞
と
書
か
れ
て
い
る
。「
黄
色
い

線
の
外
側
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
」
と
い
う

意
味
だ
。
自
分
側
が
「
外
側
」
と
理
解
し

て
、
み
ん
な
税
関
の
カ
ウ
ン
タ
ー
よ
り
距

離
を
保
っ
て
待
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
の
電
車
駅
で
よ
く
「
黄
色
い
線
の
内

側
で
」
と
い
う
放
送
を
聞
く
が
、
も
し
、

中
国
の
税
関
の
例
に
当
て
は
め
れ
ば
、
自

分
た
ち
が
外
側
で
、
電
車
の
ほ
う
が
内
側

と
な
っ
て
し
ま
う
。
幸
い
人
間
の
安
全
意

識
に
よ
り
、
自
動
的
に
電
車
よ
り
遠
い
ほ

う
を
「
内
側
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

空
間
概
念
は
生
活
習
慣
と
関
わ
る
こ
と
が

多
い
た
め
、
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

初
め
て
日
本
人
の
友
人
宅
を
訪
ね
た
中
国

人
が
、「
あ
が
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ

れ
、
思
わ
ず
２
階
の
ほ
う
ま
で
行
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
。

　

近
年
中
国
語
の
中
に
日
本
語
か
ら
の
外

来
語
も
あ
る
。
例
え
ば
「
オ
タ
ク
」
か
ら

〝
宅
男
〞、〝
宅
女
〞
と
い
う
新
語
が
出
て

き
た
。
辞
書
に
も
集
録
さ
れ
、
解
釈
は

「
ず
っ
と
家
に
い
て
ほ
と
ん
ど
外
出
せ

ず
、
ネ
ッ
ト
や
ネ
ト
ゲ
等
の
室
内
活
動
に

ふ
け
っ
て
い
る
男
（
女
）」（
第
６
版
の
現

代
漢
語
詞
典
）。
こ
の
言
葉
も
ま
た
誤
解

が
生
じ
や
す
い
。
こ
れ
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル

化
と
共
に
、
違
う
国
か
ら
様
々
な
言
葉
、

生
活
習
慣
が
自
分
の
国
に
入
り
、
受
容
さ

れ
な
が
ら
変
容
も
す
る
、
そ
の
変
化
の
過

程
を
観
察
の
も
面
白
い
か
も
。
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