
 ① ２０００年１１月号  第８５号 

公
僕
（
こ
う
ぼ
く
） 

牧
師 

水
草
修
治 

  

公
僕 

 

お
お
か
た
の
予
想
に
反
し
て
、
田
中
康
夫
氏
が
県

知
事
に
選
出
さ
れ
た
。
期
待
も
そ
し
て
反
感
も
（
？
）

大
き
い
知
事
の
誕
生
で
あ
る
。
き
ま
じ
め
な
長
野
の

県
民
性
か
ら
い
え
ば
、
田
中
氏
の
個
人
生
活
に
関
す

る
悪
評
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ゆ
え
田
中
氏

が
選
出
さ
れ
た
の
は
意
外
で
あ
っ
た
。
池
田
氏
へ
の

反
発
が
田
中
氏
を
持
ち
上
げ
た
と
言
う
の
が
、
お
そ

ら
く
真
相
な
の
だ
ろ
う
。 

 

池
田
氏
の
敗
因
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
。
敗
戦
の
弁

を
聞
い
て
、
当
の
池
田
氏
は
そ
こ
が
ど
う
も
わ
か
っ

て
い
な
い
よ
う
だ
な
と
思
っ
た
。
氏
は
繰
り
返
し

｢

私
の
力
不
足
で
し
た
。｣

と
言
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。｢

力｣

で
県
民
の
票
を
集
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に  

こ
そ
、
県
民
が
反
発
し
た
の
だ
と
思
う
が
。
醜
悪
な

ま
で
の
権
力
行
使
に
よ
っ
て
人
々
を
ね
じ
伏
せ
、
票

田
を
青
田
買
い
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
県
民
は
ノ

ー
と
言
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。 

 
｢

公
僕｣

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
大
臣
、
県
知
事
、

市
町
村
長
、
役
場
職
員
、
警
察
官
な
ど
公
務
員
全
般

を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
公
僕
と
は
、
す
な
わ
ち

お
お
や
け
の
し
も
べ
で
あ
る
。
そ
の
心
得
と
は
な
に

か
。
主
イ
エ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。 

 
 

「
神
を
恐
れ
ぬ
者
た
ち
の
間
で
支
配
者
と
認
め
ら

れ
た
者
た
ち
は
彼
ら
を
支
配
し
、
ま
た
、
偉
い
人
た

ち
は
彼
ら
の
上
に
権
力
を
ふ
る
い
ま
す
。 

し
か
し
、
あ
な
た
が
た
の
間
で
は
、
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
た
の
間
で
偉
く
な
り
た
い
と
思

う
者
は
、
み
な
に
仕
え
る
者
に
な
り
な
さ
い
。
あ
な
た

が
た
の
間
で
人
の
先
に
立
ち
た
い
者
は
、
み
な
の
し
も

べ
に
な
り
な
さ
い
。
わ
た
し
が
来
た
の
も
、
仕
え
ら
れ

る
た
め
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
仕
え
る
た
め
で
あ
り
、 

黄
色
い
十
字
架 

パ
ロ
の
五
十
メ
ト
ル
北
、

ヤ
ナ
シ
ョ
ウ
の
向
か
い 

   

集
会
あ
ん
な
い 

日
曜
日 

 
 

朝
礼
拝 

 

午
前
十
時
か
ら
十
一
時 

 
 

夕
礼
拝 

 

午
後
七
時
半
か
ら
九
時
半 

水
曜
日 

 

聖
書
を
読
む
会 

午
前
十
時
半 

 
 

祈
り
会 

 
 
 

午
後
七
時
半 

  
 

*

初
め
て
の
方
も
歓
迎
し
ま
す
。 

 
 

*

個
人
的
相
談
に
も
乗
り
ま
す
。 

 
 

 
 

通
信
小
海 

﹇
今
月
の
み
こ
と
ば
﹈ 

「
あ
な
た
が
た
の
間
で
偉
く
な
り
た
い

と
思
う
者
は
、
み
な
に
仕
え
る
者
に
な
り

な
さ
い
。
」
マ
ル
コ
一
〇:

四
三 

日
本
同
盟
基
督
教
団 

松
原
湖
高
原
教
会 

牧
師
水
草
修
治 

 

牧
師
館 

長
野
県
南
佐
久
郡
小
海
町
大
字
豊
里
二
十
六
―
一 

 
 
 
 

〒
三
八
四-

一
一
○
三 

℡
○
二
六
七-

九
二-

四
七
七
六 

 
 
 
 

郵
便
振
替 

○
○
五
三
○
―
○
―
六
一
六
八
三 



② 
ま
た
、
多
く
の
人
の
た
め
の
、
贖
い
の
代
価
と
し

て
、
自
分
の
い
の
ち
を
与
え
る
た
め
な
の
で
す
。
」 

（
マ
ル
コ
一
〇:

四
二
―
四
五
） 

  

天
地
の
主
で
あ
る
神
の
御
子
が
二
千
年
前
に

こ
の
世
に
人
と
な
っ
て
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
権
力
を
ふ
り
ま
わ
し
て
、
人
々
に
仕
え
ら
れ

る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
自
ら
人
類
の

し
も
べ
と
な
っ
て
、
私
た
ち
が
犯
し
た
罪
の
つ
ぐ

な
い
を
十
字
架
の
死
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
る
た

め
だ
っ
た
。
真
の
権
威
者
は
こ
の
世
の
だ
れ
よ
り

も
謙
遜
で
あ
っ
た
。 

万
物
の
主
が
こ
こ
ま
で
へ
り
く
だ
ら
れ
、
そ
し

て
言
わ
れ
た
。｢

治
め
る
人
は
仕
え
る
人
の
よ
う

で
あ
り
な
さ
い
。｣(

ル
カ
二
十
二:

二
十
六)  

公
僕

は
民
の
生
活･

生
命
を
左
右
す
る
権
力
を
行
使
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恐
る
べ
き
任
務
で
あ
る
。
地

位
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
恐
れ
お
の
の
い
て
、

民
に
仕
え
る
心
を
も
っ
て
、
そ
の
任
務
を
忠
実
に

果
た
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
こ
に
、
公
僕
の
公

僕
た
る
矜
持
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
創
造
主
の
祝
福

も
あ
ろ
う
。 

 

他
人
事
で
な
く 

 

 

し
も
べ
の
心
を
持
ち
、
仕
え
ら
れ
る
よ
り
も
仕
え

る
こ
と
を
喜
び
と
す
る
心
構
え
は
、
公
僕
に
だ
け
求

め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
一
人
一
人
が
、

仕
え
ら
れ
る
よ
り
も
仕
え
る
こ
と
を
喜
び
と
す
る

な
ら
ば
、
家
庭
も
職
場
も
社
会
も
幸
福
に
な
る
で
あ

ろ
う
。 

 

あ
る
人
が
夢
で
地
獄
見
学
に
行
っ
た
。
地
獄
の

人
々
の
前
に
は
大
き
な
食
卓
が
あ
り
、
山
海
の
珍
味

が
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
。
し
か
し
、
彼
ら
は
飢
え
て
い

た
。
彼
ら
の
手
に
箸
が
く
く
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
箸
は
一
メ
ー
ト
ル
は
あ
ろ
う
か
と
い
う
長
い

箸
な
の
で
、
ご
ち
そ
う
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
そ
の
人
が
夢
を
見
て
今
度
は
天
国
の
見
学

に
行
っ
た
。
天
国
の
人
々
の
目
の
前
に
も
ご
ち
そ
う

が
あ
り
、
手
に
は
長
い
箸
が
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
し
か
も
、
彼
ら
は
ご
ち
そ
う
を
パ
ク
パ
ク
食
べ

て
喜
ん
で
い
た
。｢

次
は
何
が
食
べ
た
い
で
す
か
？｣

と
彼
ら
は
お
互
い
に
聞
き
合
っ
て
、
長
い
箸
で
お
互

い
の
口
に
ご
ち
そ
う
を
運
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。 

 
 

｢

愛
を
も
っ
て
互
い
に
仕
え
合
い
な
さ
い
。｣ 

ガ
ラ
テ
ヤ
書
五
章
十
三
節 

  

 

ク
リ
ス
マ
ス･

リ
ー
ス
を
作
る

会
へ
ど
う
ぞ 

    

早
い
も
の
で
、
今
年
も
ク
リ
ス
マ
ス
の
季
節
が
近

づ
い
て
き
ま
し
た
。
今
年
の
ア
ド
ベ
ン
ト(

待
降
節)

は
十
二
月
三
日
に
始
ま
り
ま
す
。
今
年
こ
そ
あ
な
た

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
素
敵
な
ク
リ
ス
マ
ス･

リ
ー
ス
を

作
っ
て
、
す
ば
ら
し
い
ク
リ
ス
マ
ス
に
向
け
て
心
を

備
え
ま
し
ょ
う
。 

  

日
時:

十
一
月
二
十
五
日
午
後
２
時 

会
場:

松
原
湖
高
原
教
会
牧
師
館 

 

持
ち
物:

ハ
サ
ミ
、
ペ
ン
チ
、
好
み
の
材
料
（
材
料

は
用
意
し
て
い
ま
す
が
、
ご
自
分
の
好
み

の
材
料
を
お
持
ち
に
な
っ
て
も
Ｏ
Ｋ
） 

 
 

 

費
用:

千
円
（
材
料･

道
具･

茶
菓
代
） 

 
 



 

信
仰
の
三
段
論
法 

     

イ
エ
ス
が
カ
ペ
ナ
ウ
ム
に
は
い
ら
れ
る
と
、
ひ
と

り
の
百
人
隊
長
が
み
も
と
に
来
て
、
懇
願
し
て
言
っ

た
、｢

主
よ
。
私
の
し
も
べ
が
中
風
病
み
で
、
家
に
寝

て
い
て
、
ひ
ど
く
苦
し
ん
で
お
り
ま
す
。｣

イ
エ
ス
は

彼
に
言
わ
れ
た
。｢

行
っ
て
、
直
し
て
あ
げ
よ
う
。｣

し
か
し
、
百
人
隊
長
は
答
え
て
言
っ
た
。｢

主
よ
。
あ

な
た
に
私
の
屋
根
の
下
ま
で
来
て
い
た
だ
く
資
格

は
、
私
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
お
こ
と
ば
を
い

た
だ
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
私
の
し
も

べ
は
直
り
ま
す
か
ら
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
私
も
権

威
の
下
に
あ
る
者
で
す
が
、
私
自
身
の
下
に
も
兵

士
た
ち
が
い
ま
し
て
、
そ
の
一
人
に
、
『
行
け
』
と
言

え
ば
行
き
ま
す
し
、
別
の
者
に
『
来
い
』
と
言
え
ば

来
ま
す
。
ま
た
、
し
も
べ
に
『
こ
れ
を
せ
よ
』
と
言
え

ば
、
そ
の
と
お
り
に
い
た
し
ま
す
。｣ 

イ
エ
ス
は
こ
れ
を
聞
い
て
驚
か
れ
、
つ
い
て
来
た

人
た
ち
に
こ
う
言
わ
れ
た
。
「
ま
こ
と
に
、
あ
な
た

が
た
に
告
げ
ま
す
。
わ
た
し
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
う
ち 

の
だ
れ
に
も
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
を
見
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
」
マ
タ
イ
福
音
書
八
章 

  

多
く
の
人
々
が
イ
エ
ス
様
に
お
会
い
し
た
が
、
イ

エ
ス
様
を
驚
か
せ
る
ほ
ど
の
信
仰
を
見
せ
た
人
は
、

福
音
書
の
な
か
に
二
人
し
か
い
な
い
。
そ
の
一
人

が
、
こ
の
ロ
ー
マ
の
百
人
隊
長
だ
っ
た
。 

 

百
人
隊
長
の
信
仰
は
単
純
明
快
・
論
理
的
信
仰
で

あ
る
。
私
は
彼
の
信
仰
を
三
段
論
法
的
信
仰
と
呼
び

た
い
。
三
段
論
法
と
は
、 

大
前
提:

「
す
べ
て
人
は
死
ぬ
。
」 

小
前
提:

「
と
こ
ろ
で
、
太
郎
は
人
で
あ
る
。
」 

結
論:  

「
し
た
が
っ
て
、
太
郎
は
死
ぬ
。
」 

と
い
う
論
法
で
あ
る
。
も
う
一
例
あ
げ
よ
う
。
「
す

べ
て
犬
は
ワ
ン
と
ほ
え
る
。
」「
ポ
チ
は
犬
で
あ
る
。
」

「
し
た
が
っ
て
ポ
チ
は
ワ
ン
と
ほ
え
る
。
」 

 

百
人
隊
長
の
信
仰
の
内
容
は
、 

大
前
提:

「
す
べ
て
権
威
の
下
に
あ
る
者
は
、
権
威
の

こ
と
ば
に
従
う
。
」 

小
前
提:

「
し
も
べ
の
病
気
は
、
万
有
の
主
で
あ
る
イ

エ
ス
様
の
主
権
の
下
に
あ
る
。
」 

結
論:  

「
し
た
が
っ
て
、
し
も
べ
の
病
気
は
主
イ
エ

ス
が
『
去
れ
』
と
言
え
ば
、
立
ち
去
る
。
」 

 

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
か
に
も
軍
人
ら
し
い 

信
仰
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
理
系
的
信
仰
と
言

っ
て
も
よ
い
。 
 

科
学
者
に
は
神
を
信
じ
る
人
々
が
、
存
外
、
多
い
。

米
国
の
自
然
科
学
者
た
ち
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ

ば
、
そ
の
八
割
が
創
造
主
な
る
神
の
存
在
を
信
じ
る

と
答
え
て
い
る
。
彼
ら
の
論
理
は
明
快
で
あ
る
。「
す

べ
て
秩
序
あ
る
も
の
に
は
、
設
計
者
が
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
宇
宙
・
自
然
・
人
体
に
は
秩
序
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
宇
宙･

自
然･

人
体
に
は
設
計
者

で
あ
る
神
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近

代
物
理
学
の
父
ニ
ュ
ー
ト
ン
も
、
二
十
世
紀
最
大
の

科
学
者
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
創
造
主
が
実
在
す

る
こ
と
を
信
じ
る
と
明
言
し
て
い
る
。 

 

聖
書
的
な
信
仰
と
は
、
不
合
理
な
迷
信
の
世
界
に

身
を
投
じ
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
屁
理
屈
を

捨
て
て
、
造
ら
れ
た
者
と
し
て
創
造
主
に
感
謝
し
、

そ
の
摂
理
に
し
た
が
う
、
人
と
し
て
生
き
る
べ
き
ま

っ
と
う
な
道
に
進
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

 

「
神
は
人
を
正
し
い
者
に
造
ら
れ
た
が
、
人
は
多
く

の
理
屈
を
捜
し
求
め
た
の
だ
。
」
伝
道
者
七:

二
九 



④ 
<

幸
福
な
家
庭> 

愛
の
む
ち 

   

「
む
ち
を
控
え
る
者
は
そ
の
子
を
憎
む
者
で
あ
る
。

子
を
愛
す
る
者
は
つ
と
め
て
こ
れ
を
懲
ら
し
め

る
。
」 

 
 
 
 

箴
言
十
三:

二
十
四 

 
 

 

「
え
！
牧
師
さ
ん
の
う
ち
で
も
体
罰
を
す
る
こ

と
が
あ
る
ん
だ
か
い
。
」
と
驚
か
れ
た
こ
と
が
あ

る
。
ど
う
や
ら
「
な
ん
じ
の
敵
を
愛
せ
よ
」
と
い

う
牧
師
が
子
ど
も
に
体
罰
を
加
え
る
こ
と
な
ど

あ
り
え
な
い
。
」
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

誤
解
で
あ
る
。
幼
児
期
の
し
つ
け
の
た
め
に
は
、

愛
の
こ
も
っ
た
規
則
的
な
体
罰
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
聖
書
は
は
っ
き
り
と
教
え
て
い
る
。 

 

三
歳
児
の
体
罰
の
必
要
性 

 

な
ぜ
懲
ら
し
め
が
必
要
な
の
か
。
そ
れ
は
、
一

つ
に
は｢

愚
か
さ
は
子
ど
も
の
心
に
つ
な
が
れ
て

い
る
。
懲
ら
し
め
の
杖
が
こ
れ
を
断
ち
切
る｣

か 

ら
で
あ
る
（
箴
言
二
二:

十
五
）
。
嘘
を
つ
け
と
教
え

な
く
て
も
、
子
ど
も
は
嘘
を
つ
く
よ
う
に
な
る
。
意

地
悪
を
せ
よ
と
教
え
な
く
て
も
、
意
地
悪
す
る
よ
う

に
な
る
。
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
罪
性
が
あ
る
。
だ

か
ら
、
幼
い
日
に
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ

う
に
小
さ
い
頃
、
し
つ
け
を
し
て
や
る
こ
と
が
、
そ

の
子
の
将
来
の
た
め
な
の
だ
。 

 

体
罰
が
必
要
な
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
特
に
し
つ

け
の
必
要
な
三
歳
児
の
頃
は
こ
と
ば
が
十
分
理
解

で
き
な
い
た
め
、
言
わ
れ
て
も
同
じ
過
ち
を
繰
り
返

す
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
お
母
さ
ん
は
ガ
ミ
ガ
ミ
言

う
。
す
る
と
子
ど
も
に
も
お
母
さ
ん
の
不
機
嫌
が
伝

わ
り
、
不
機
嫌
に
な
っ
て
ま
た
悪
事
を
す
る
。
ま
た

母
親
は
ガ
ミ
ガ
ミ
言
う
。
悪
循
環
。
結
局
、
お
母
さ

ん
と
子
ど
も
の
関
係
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

も
し
最
初
、
的
確
に
ぴ
し
り
と
た
た
い
て
や
れ

ば
、
三
歳
児
は
自
分
の
し
た
こ
と
の
悪
を
実
感
し
、

泣
い
て
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
い
え
る
。
そ
う
し
た

ら
、
だ
っ
こ
し
て
や
る
こ
と
だ
。 

 

安
全
な
む
ち 

 

体
罰
は
、
子
ど
も
を
傷
つ
け
る
た
め
で
は
な
く
子

ど
も
を
生
か
す
た
め
に
行
な
う
。
だ
か
ら
け
が
を
さ

せ
て
は
無
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
す
べ
て
体
罰 

は
悪
で
あ
る
と
い
う
現
代
風
の
観
念
に
縛
ら
れ
て

い
る
と
、
親
は
三
歳
児
の
悪
事
を
ジ
ー
っ
と
我
慢
し

て
、
つ
い
に
我
慢
し
き
れ
な
く
な
っ
て
爆
発
し
、
最

後
の
手
段
と
し
て
体
罰
を
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ

は
最
も
危
険
で
あ
る
。
頭
に
来
た
状
態
な
ら
決
し
て

体
罰
を
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
し
つ
け
に
は
な

ら
ず
、
虐
待
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

「
む
ち
」
と
は
安
全
な
体
罰
を
意
味
す
る
。
怒
り

心
頭
に
発
し
た
大
人
の
こ
ぶ
し
で
は
、
子
ど
も
は
大

怪
我
を
す
る
。
大
き
な
平
手
で
頬
を
た
た
く
と
鼓
膜

を
破
る
こ
と
も
あ
る
。
お
尻
を
力
い
っ
ぱ
い
平
手
で

打
つ
と
、
脊
椎
を
痛
め
る
こ
と
も
あ
る
。 

し
か
し
、
最
後
の
手
段
で
な
く
、
警
告
後
、
最
初

の
手
段
と
し
て
平
静
な
心
で
柳
の
む
ち
で
手
や
足

を
打
つ
の
で
あ
れ
ば
、
矯
正
の
た
め
に
十
分
な
痛
み

が
あ
り
つ
つ
け
が
の
心
配
も
な
い
。
し
か
も
、
た
い

て
い
二
度
目
、
三
度
目
か
ら
は
む
ち
を
指
差
す
だ
け

で
す
む
。
子
ど
も
の
目
を
じ
っ
と
見
な
が
ら
、
両
肩

の
筋
肉
を
ぎ
ゅ
っ
と
握
っ
て
「
い
け
な
い
！
」
と
言

う
の
も
よ
い
。
痛
い
が
安
全
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
愛
の
む
ち
の
あ
と
、
心
か
ら｢

ご
め
ん

な
さ
い｣

が
い
え
た
な
ら
、
か
な
ら
ず
ム
ギ
ュ
ッ
と

抱
っ
こ
。
親
子
の
心
通
じ
合
う
幸
せ
な
と
き
と
な
る

だ
ろ
う
。 


