
《
明
る
い
無
関
心
》 

牧
師 

石
川
和
夫 

  

す
る
と
、
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。 

「
退
け
、
サ
タ
ン
。『
あ
な
た
の
神
で
あ
る
』
主
を
拝

み
、
た
だ
主
に
仕
え
よ
』
と
書
い
て
あ
る
。」 

（
マ
タ
イ
四
・
一
〇
） 

  

先
週
の
水
曜
日
（
八
日
）
は
、
教
会
の
暦
で
は
、

「
灰
の
水
曜
日
」と
呼
ば
れ
、こ
の
日
か
ら
レ
ン
ト
、

四
旬
節
に
入
り
ま
し
た
。
レ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
古

代
英
語
の
レ
ン
テ
ン
、
春
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
こ

の
言
葉
自
身
に
宗
教
的
な
意
味
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ

ん
。 

 

最
初
の
教
会
で
は
、
主
の
復
活
を
記
念
す
る
イ
ー

ス
タ
ー
、
復
活
日
が
守
ら
れ
、
こ
の
日
に
受
洗
す
る

人
た
ち
の
準
備
期
間
が
、
主
の
荒
野
の
試
練
に
な
ら

っ
て
、
四
〇
日
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
主
イ
エ
ス
の
十

字
架
の
苦
難
を
偲
ん
で
肉
や
酒
を
断
ち
、
ひ
た
す
ら

祈
り
に
励
む
期
間
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
、

主
の
復
活
に
ち
な
ん
だ
公
同
礼
拝
の
行
わ
れ
る
主
日
、

日
曜
日
が
こ
の
期
間
か
ら
省
か
れ
、
逆
算
し
て
水
曜

日
か
ら
四
旬
節
が
始
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
灰
の
水
曜
日
か
ら
禁
欲
に 

入
る
の
で
、
そ
の
前
に
、
思
い
っ
き
り
ド
ン
チ
ャ
ン

騒
ぎ
を
し
よ
う
、
と
い
う
の
で
始
ま
っ
た
の
が
、
い

わ
ゆ
る
カ
ー
ニ
バ
ル
（
謝
肉
祭
）
で
す
。
リ
オ
の
カ

ー
ニ
バ
ル
が
今
で
は
、
世
界
的
に
有
名
に
な
り
ま
し

た
が
、
禁
欲
と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
の
手
段
に
過
ぎ

ま
せ
ん
か
ら
、
反
動
と
し
て
の
カ
ー
ニ
バ
ル
は
見
当

違
い
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。 

 

さ
て
、レ
ン
ト
の
最
初
の
主
日
の
主
題
は
、「
神
の

国
の
王 

試
練
」
で
す
。
テ
キ
ス
ト
は
、
マ
タ
イ
に

よ
る
福
音
書
四
章
一
節
か
ら
一
一
節
、「
さ
て
、イ
エ

ス
は
悪
魔
か
ら
誘
惑
を
受
け
る
た
め
、‘
霊
’に
導
か

れ
て
荒
れ
野
に
行
か
れ
た
。」
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

 

こ
の
「
イ
エ
ス
の
荒
れ
野
の
誘
惑
」
の
記
事
は
、

そ
の
出
典
と
な
っ
た
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
で
は
、

わ
ず
か
、
二
節
で
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

す
（
一
・
十
二
，
一
三
）
が
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音

書
と
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
で
は
、
三
つ
の
誘
惑
を
受

け
ら
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 
ロ
ー
マ
軍
に
よ
っ
て
、
エ
ル
サ
レ
ム
が
完
全
に
破

壊
さ
れ
た
の
が
紀
元
七
〇
年
、
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音

書
は
、
そ
れ
以
前
の
六
〇
年
代
に
書
か
れ
た
の
に
対

し
て
、
マ
タ
イ
と
ル
カ
は
そ
れ
以
後
の
七
〇
年
代
か

ら
八
〇
年
代
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
七
〇

年
以
後
、
テ
ロ
を
繰
り
返
す
ユ
ダ
ヤ
教
の
原
理
主
義

者
に
手
を
焼
い
た
ロ
ー
マ
帝
国
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
対

す
る
締
め
付
け
を
徹
底
し
ま
す
。そ
れ
が
か
え
っ
て
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
奮
い
立
た
せ
、
信
仰
の
純
粋
性
を
一

層
追
及
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
、
ユ
ダ
ヤ
教

を
批
判
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
厳
し
く
取
り

締
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。つ
ま
り
、「
イ
エ
ス
と
は
、

何
者
だ
」
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の

側
で
は
、
そ
れ
に
対
す
る
弁
明
の
必
要
に
迫
れ
ら
れ

て
い
ま
し
た
。 

 

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
で

執
筆
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
マ
タ
イ
は
、
イ
エ
ス
が
、

新
し
い
イ
ス
ラ
エ
ル
、
神
の
民
の
類
ま
れ
な
指
導
者

で
あ
り
、
古
い
イ
ス
ラ
エ
ル
が
待
望
し
て
い
た
、
メ

シ
ア
、
キ
リ
ス
ト
だ
、
と
い
う
こ
と
を
弁
証
し
よ
う

と
し
ま
し
た
。 

  

出
エ
ジ
プ
ト
記
が
下
敷
き 

  

古
い
イ
ス
ラ
エ
ル
の
指
導
者
モ
ー
セ
が
、
エ
ジ
プ

ト
で
奴
隷
状
態
だ
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
率
い
て
、

荒
れ
野
で
四
十
年
の
試
練
の
後
に
、
約
束
の
地
を
目

前
に
し
て
ピ
ス
ガ
の
山
上
で
そ
の
生
涯
を
終
わ
り
、

彼
の
後
継
者
ヨ
シ
ュ
ア
に
よ
っ
て
、
約
束
の
地
に
侵

入
し
ま
す
。
こ
の
四
〇
年
の
間
に
、
民
は
、
そ
の
試

練
に
耐
え
か
ね
て
モ
ー
セ
を
困
ら
せ
ま
し
た
し
、
モ

ー
セ
も
神
の
意
志
に
そ
む
い
て
約
束
の
地
に
入
る
こ

と
を
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

し
か
し
、
新
し
い

イ
ス
ラ
エ
ル
の
メ
シ
ア
は
、
ま
ず
、
四
〇
日
の
荒
れ

野
の
誘
惑
に
勝
利
を
収
め
ら
れ
て
、
宣
教
に
出
発
さ

れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、
こ
の
物

語
が
宣
教
に
先
立
っ
て
置
か
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、

三
つ
の
誘
惑
に
答
え
ら
れ
た
イ
エ
ス
の
言
葉
が
す
べ

て
、
出
エ
ジ
プ
ト
に
か
か
わ
る
申
命
記
か
ら
取
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 



 
ま
ず
、パ
ン
の
誘
惑
に
対
し
て
答
え
ら
れ
た
、「『
人

は
パ
ン
だ
け
で
生
き
る
も
の
で
は
な
い
。
神
の
口
か

ら
出
る
一
つ
一
つ
の
言
葉
で
生
き
る
』
と
書
い
て
あ

る
。」
が
申
命
記
八
・
三
。 

 

次
の
奇
跡
の
誘
惑
に
対
す
る
答
、「『
あ
な
た
の
神

で
あ
る
主
を
試
し
て
は
な
ら
な
い
』
と
も
書
い
て
あ

る
。」
が
申
命
記
六
・
一
六
。 

 

最
後
の
権
力
の
誘
惑
に
対
す
る
答
、「『
あ
な
た
の

神
で
あ
る
主
を
拝
み
、
た
だ
主
に
仕
え
よ
』
と
書
い

て
あ
る
。」
が
申
命
記
六
・
一
三
と
申
命
記
を
逆
に
辿

っ
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
第
一
の
パ
ン
の
誘
惑
は
、
荒
れ
野
で
食

べ
物
に
窮
し
た
と
き
に
天
か
ら
の
マ
ナ
に
よ
っ
て
命

を
支
え
ら
れ
た
、
と
い
う
故
事
、
第
二
の
奇
跡
の
誘

惑
は
、
メ
ッ
サ
で
飲
み
水
に
窮
し
た
時
、
モ
ー
セ
が

岩
を
杖
で
打
ち
叩
い
て
水
を
出
し
た
と
い
う
故
事
、

最
後
の
権
力
の
誘
惑
は
、
モ
ー
セ
が
ピ
ス
ガ
の
山
頂

で
カ
ナ
ン
の
地
を
見
下
ろ
し
つ
つ
死
を
迎
え
た
、
と

い
う
故
事
に
因
ん
で
い
る
、
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 

現
在
、問
題
を
起
こ
し
て
い
る
諸
宗
教
あ
る
い
は
、

宗
教
ま
が
い
の
治
療
法
は
、
例
外
な
し
に
、
こ
の
誘

惑
に
引
っ
か
か
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
は
、
こ
の
誘
惑
に

断
固
神
の
言
葉
に
よ
っ
て
立
ち
向
か
い
、
つ
い
に
、

「
そ
こ
で
、
悪
魔
は
離
れ
去
っ
た
」（
マ
ル
コ
四
・
一

一
）と
い
う
結
果
と
な
っ
た
、と
聖
書
は
伝
え
ま
す
。 

  

 

こ
の
出
来
事
の
意
味 

  

こ
の
物
語
の
史
実
性
は
、
兎
も
角
と
し
て
、
こ
の

物
語
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
意
味
深
い
と
思

い
ま
す
。 

 

「
退
け
、
サ
タ
ン
。 

 

『
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を
拝
み
、 

た
だ
主
に
仕
え
よ
』 

  

と
書
い
て
あ
る
。」 

と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
か
？
色
々
な
こ
と
が
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、
一
つ
は
、
イ
エ
ス
が
、
た
だ
単
純
に
神
の
み

に
従
っ
て
い
た
、
と
い
う
在
り
方
に
あ
っ
た
、
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
幼
な
子
が
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ

っ
て
も
最
後
に
は
、
絶
対
に
親
の
も
と
に
帰
る
よ
う

に
、い
つ
で
も
帰
す
る
と
こ
ろ
は
、神
の
み
で
あ
る
、

と
い
う
在
り
方
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

を
「
明
る
い
無
関
心
」
と
表
現
し
た
人
が
い
ま
す
。 

 

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
及
び
教
養
学

部
教
授
の
大
貫
隆
さ
ん
で
す
。
大
貫
さ
ん
は
、
東
京

女
子
大
学
で
も
教
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
そ

の
チ
ャ
ペ
ル
で
の
奨
励
集
が
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。

教
文
館
か
ら
最
近
出
版
さ
れ
た
「
神
の
国
と
エ
ゴ
イ

ズ
ム
」
と
い
う
本
の
中
で
、
彼
は
、
こ
う
言
っ
て
い

ま
す
。 

 

「
何
故
イ
エ
ス
は
幼
な
子
ら
を
こ
の
よ
う
に
愛
し

ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
幼
な
子
た
ち
に
は
、
大
人
の

犯
す
罪
が
ま
だ
縁
遠
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
月
並
み

の
よ
う
だ
が
、
や
は
り
そ
れ
が
正
解
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
幼
な
子
が
い
た
ず
ら

を
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
。
全
く
反

対
に
、
幼
な
子
の
い
た
ず
ら
は
、
調
子
に
乗
る
と
、

と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
一
つ
い
た
ず
ら
を
し

て
母
親
、
あ
る
い
は
父
親
に
叱
ら
れ
て
大
泣
き
し
、

し
ば
ら
く
し
て
、
や
っ
と
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
が
言

え
て
勘
弁
し
て
も
ら
っ
た
か
と
思
う
間
も
な
く
、
も

う
次
の
い
た
ず
ら
を
始
め
て
い
る
。
反
省
の
な
い
こ

と
甚
だ
し
い
。 

 

だ
が
、
よ
く
考
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
反
省
の
無

さ
こ
そ
、
幼
な
子
の
幼
な
子
ら
し
さ
な
の
で
あ
り
、

彼
ら
を
意
識
過
剰
な
大
人
か
ら
決
定
的
に
分
け
る
点

な
の
で
あ
る
。
幼
な
子
は
、
ど
れ
ほ
ど
叱
ら
れ
て
大

泣
き
し
て
も
、
自
分
が
、
他
の
子
供
に
比
べ
て
、「
良

い
子
」
な
の
か
「
悪
い
子
」
な
の
か
、
内
面
的
に
自

己
点
検
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
幼
な
子
の
い
た
ず
ら

は
、
そ
ん
な
自
己
点
検
の
上
で
、
い
く
ら
「
絶
対
も

う
し
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
で
本
当
に

そ
う
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
い
た
ず
ら
は
幼

な
子
の
存
在
証
明
み
た
い
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
む
し
ろ
、
自
分
の
外
に
い
て
、
自
分
に
向

か
い
合
っ
て
い
る
親
に
叱
ら
れ
（
裁
か
れ
）
て
初
め

て
、
自
分
の
い
た
ず
ら
が
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
赦
し
も
自
分
で
自
分

を
点
検
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
憤
っ
た
親

の
後
ろ
を
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
を
連
発
し
つ
つ
追
い

掛
け
回
し
、
や
っ
と
与
え
て
も
ら
う
赦
し
の
言
葉
、



つ
ま
り
自
分
の
外
に
あ
る
の
で
あ
る
。
幼
な
子
が
、

そ
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
い
た
ず
ら
を
自
覚
さ
せ
ら

れ
た
あ
と
に
も
、
自
分
自
身
を
詮
索
す
る
こ
と
に
対

し
て
示
す
無
関
心
、
こ
の
言
わ
ば
「
明
る
い
無
関
心
」

こ
そ
は
、
大
人
に
は
無
い
、
幼
な
子
特
有
の
も
の
で

あ
る
。」（
前
掲
書
二
七
―
二
八
頁
） 

  

私
た
ち
は
「
神
の
幼
な
子
」 

  

イ
エ
ス
が
荒
れ
野
の
誘
惑
に
打
ち
勝
た
れ
た
の
は
、

「
神
の
子
」
だ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
は
安
易
な
受

け
止
め
方
だ
、
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
日
課
の
一
つ

で
あ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
二
・
一
八
は
、
こ
う

言
っ
て
い
ま
す
。 

 

「
事
実
、
御
自
身
」、
試
練
を
受
け
て
苦
し
ま
れ
た

か
ら
こ
そ
、
試
練
を
受
け
て
い
る
人
を
助
け
る
こ
と

が
お
で
き
に
な
る
の
で
す
。」 

 

イ
エ
ス
御
自
身
、
神
に
徹
底
し
て
「
幼
な
子
」
で

あ
り
続
け
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
神
の
言
葉
が
試
練
を

乗
り
越
え
さ
せ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
幼
な
子
が
「
明
る
い
無
関
心
」
に
よ
っ
て
、

い
た
ず
ら
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
親
の
言
葉
に
よ
っ

て
、
自
分
の
罪
を
知
り
、
親
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
赦

し
を
敬
遠
す
る
よ
う
に
、
神
の
幼
な
子
で
あ
り
続
け

ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、試
練
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
、

そ
の
よ
う
に
私
た
ち
も
自
己
に
対
し
て
「
明
る
い
無

関
心
」
を
持
ち
つ
つ
。
神
の
幼
な
子
で
あ
り
続
け
た

い
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
度
、
大
貫
さ
ん
の
声
を
聞

い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

「
一
見
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い

イ
エ
ス
の
神
の
国
の
宣
教
は
、
実
は
極
め
て
現
実
中

心
的
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
イ
エ
ス
は
、
こ
の

神
の
国
―
―
と
は
つ
ま
り
、
真
の
罪
の
赦
し
―
―
に

至
る
道
と
し
て
、
自
分
の
罪
の
内
面
的
な
自
己
点
検

―
―
そ
れ
は
裏
返
し
の
自
己
肯
定
に
逆
転
し
か
ね
な

い
危
険
な
道
で
あ
る
―
―
を
勧
め
ず
、
か
え
っ
て
、

こ
の
点
で
幼
な
子
が
教
え
て
く
れ
る
無
関
心
、
自
分

を
自
分
で
裁
く
こ
と
に
対
す
る
明
る
い
無
関
心
を
勧

め
た
の
で
あ
る
。」（
前
掲
書
三
〇
頁
） 

 

「
大
人
が
再
び
幼
な
子
に
戻
る
の
は
人
生
に
お
い

て
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は
つ
い
に
そ
の

よ
う
な
幼
な
子
の
ご
と
き
明
る
い
無
関
心
に
至
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
意
識
過

剰
な
自
己
点
検
と
他
者
と
の
比
較
が
ふ
と
破
れ
て
、

不
思
議
に
心
が
安
ら
か
と
な
り
、
誰
と
で
も
ゆ
っ
た

り
と
和
合
で
き
そ
う
な
気
が
す
る
瞬
間
が
時
々
訪
れ

る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
恐
ら
く
、
私

た
ち
が
罪
の
赦
し
と
い
う
こ
と
に
最
も
近
づ
け
ら
れ

て
い
る
瞬
間
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え

そ
れ
が
瞬
間
で
は
あ
っ
て
も
、
実
際
に
出
来
事
と
な

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
私
た
ち
の
慰

め
が
あ
る
。」（
前
掲
書
三
一
頁
） 

  


