
苦
難
に
対
す
る
態
度

!
ー
ー
苦
難
の
人
ヨ
ブ
を
中
心
と
し
て
|
|

序

苦難に対する態度

山
と
盛
り
あ
げ
ら
れ
た
白
骨
の
前
に
立
ち
て
、
私
は
言
葉
も
無
く
、
涙
ぐ

む
。
焼
け
潰
れ
た
安
田
邸
が
、
日
主
の
亡
霊
を
偲
ば
し
め
る
や
う
な
形
を
し
て

立
っ
て
ゐ
る
。

ま
だ
、
そ
こ
こ
L
に
注
意
し
て
見
る
と
人
間
の
骨
片
が
出
て
く
る
。
三
万
四

千
人
が
一
度
に
焼
き
殺
さ
れ
た
と
云
ふ
そ
の
惨
状
を
思
ひ
浮
ぺ
て
、
私
は
一
式
ひ

現
は
す
可
き
言
葉
も
無
ぃ
。

そ
の
日
に
人
間
の
身
体
に
火
が
つ
い
て
、
消
さ
う
と
し
て
も
消
え
無
か
っ
た

と
、
人
は
云
ふ
。
倒
れ
た
も
の
は
み
な
口
か
ら
血
を
吐
い
て
倒
れ
た
と
一
五
ふ
。

三
万
四
千
の
生
霊
が
、
黒
板
の
チ
ヨ

1
グ
函
を
拭
き
消
す
如
く
に
地
と
よ
り

消
え
失
せ
て
了
っ
た
。

考
へ
て
み
る
と
痛
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
恰
火
の
や
う
に
燃
え
上

り
、
火
焔
の
旋
風
に
巻
き
上
げ
ら
れ
、
火
玉
と
な
っ
て
、
遠
く
ま
で
飛
ん
で
行

っ
た
。
痛
い
と
か
、
苦
し
い
と
か
一
五
ふ
こ
と
は
も
う
過
ぎ
去
っ
た
事
実
で
あ
っ
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た
。
凡
て
が
趨
越
的
の
出
来
事
の
や
う
に
見
え
る
e

私
は
そ
れ
に
就
て
わ
か
ら
ぬ
ζ

と
が
多
く
あ
る
。
然
し
私
は
か
く
信
じ
た

)
V
 神

は
、
こ
の
苦
痛
を
以
っ
て
し
て
も
猶
、
愛
で
あ
る
と
|
|

苦
難
は
私
共
に
取
っ
て
は
善
き
賜
で
あ
る
。
死
さ
へ
、
神
の
御
心
で
あ
る
。

神
の
懐
に
て
ん
て
が
溶
解
せ
ら
れ
吃
ゐ
る
。
私
は
凡
て
の
苦
難
を
持
っ
て
し
て

も
猶
、
神
を
疑
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
。
私
は
変
転
の
凡
て
を
甘
受
す
る
。

万
能
の
中
に
は
苦
難
の
出
現
を
す
ら
可
能
と
す
る
。
私
が
神
と
な
る
日
、
私

は
喜
び
の
反
対
で
あ
る
苦
痛
を
も
造
る
で
あ
ら
う
。
私
が
神
で
あ
れ
ば
、
生
の

反
対
で
あ
る
死
を
創
造
す
る
で
あ
ら
う
。

万
能
の
意
味
は
、
苦
難
の
創
造
に
対
し
て
も
制
限
が
無
い
と
一
五
ふ
こ
と
で
あ

る
。
全
能
の
青
山
味
に
は
生
と
共
に
死
を
も
創
り
得
る
と
云
ふ
こ
と
が
含
ま
れ
て

ゐ
る
。無

か
ら
有
を
、
苦
難
よ
り
喜
悦
を
、
死
よ
り
生
を
創
造
じ
得
る
も
の
は
、
有

よ
り
無
宏
、
喜
悦
よ
り
苦
難
を
、
生
よ
り
死
を
も
創
造
し
得
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

神
の
為
め
に
制
限
の
橋
熔
一
一
宮
結
び
、
「
何
故
な
れ
ば
お
ま
へ
は
、
悪
を
作
り
、

苦
難
を
撰
び
1
1
l」
と
問
ひ
得
ゃ
う
ぞ
?

全
能
者
に
制
限
は
無
い
。
神
の
為
め
に
は
、
凡
て
を
許
容
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

全
能
者
の
手
に
陥
る
も
の
は
苦
難
と
死
の
賜
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が

創
造
の
秘
義
で
あ
る
。
悲
し
む
も
の
が
幸
福
で
あ
り
、
鍛
え
錫
く
も
の
が
幸
福

で
あ
り
得
る
生
活
は
た
父
全
能
者
の
手
に
陥
り
、
創
造
の
秘
義
よ
り
出
発
し

て
、
神
の
全
能
な
る
芸
術
に
参
与
す
る
も
の
の
み
そ
れ
を
味
ひ
得
る
の
で
あ

る。
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苦
難
は
芸
術
の
終
長
に
立
つ
。
全
能
者
の
み
こ
の
芸
術
を
味
ひ
得
る
の
で
あ

る
。
苦
難
は
そ
れ
の
み
が
終
点
で
は
な
い
。
生
命
の
芸
術
に
於
て
、
変
転
の
可

能
性
を
信
ず
る
も
の
が
、
之
を
受
取
り
得
る
の
で
あ
る
。

苦
難
を
創
造
す
る
も
の
は
神
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
得
る
も
の
の
み
が
そ
れ
宏

芸
術
と
し
受
取
る
。

十
字
架
の
芸
術
は
そ
こ
に
あ
る
。
神
の
芸
術
は
苦
難
を
蒔
い
て
生
命
を
苅
り

取
る
こ
と
に
あ
る
。
一
位
の
麦
を
地
に
落
し
て
万
粒
を
苅
り
入
る
t

ふ
こ
と
に
あ

旬。。苦
難
の
畿
を
ひ
く
も
の
は
、
神
の
畿
を
ひ
く
も
の
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

苦
難
の
み
を
思
ひ
つ
め
る
も
の
は
そ
れ
に
打
勝
つ
こ
と
を
知
ら
な
い
。
然
し
、

神
の
為
め
に
苦
難
を
忍
ぶ
も
の
は
、
苦
痛
を
芸
術
化
す
る
。

苦
痛
が
美
と
変
る
の
は
そ
の
心
持
ち
か
ら
出
発
す
る
。
誰
し
も
十
字
架
は
悲

し
い
こ
と
、
い
や
な
こ
と
、
む
ご
つ
け
無
い
こ
と
で
あ
る
。
然
し
大
工
イ
エ
ス

に
於
て
は
十
字
架
が
反
っ
て
法
悦
の
掬
き
で
あ
っ
た
と
一
五
ふ
こ
と
は
、
苦
難
を

す
ら
聖
化
し
甘
受
し
得
る
も
の
は
、
他
に
余
す
可
き
聖
化
が
無
い
か
ら
で
あ

る。
苦
難
の
聖
化
は
、
神
の
最
後
の
芸
術
で
あ
る
。
苦
難
に
す
ら
打
捷
つ
も
の

は
、
他
の
凡
て
の
喜
悦
に
打
徒
ち
得
る
に
き
ま
っ
て
ゐ
る
。

見
よ
、
苦
難
は
最
高
の
芸
術
で
は
無
い
か
?
世
界
苦
を
除
き
得
る
も
の

は
、
他
に
残
す
可
き
悪
が
無
い
で
は
な
い
か
?

苦
難
は
相
対
の
世
界
に
立
つ
も
の
に
は
、
水
遠
に
残
る
。
相
対
よ
り
ょ
う
脱
却

し
得
無
い
も
の
は
、
苦
難
に
は
叫
つ
可
き
道
を
知
ら
な
い
。
絶
対
の
秘
義
に
這
入

り
得
る
も
の
の
み
、
そ
れ
に
打
捷
つ
可
き
秘
義
を
知
る
。
絶
対
な
る
も
の
は
生

命
の
外
に
は
無
い
。

延
び
上
り
、
打
砕
き
、
苦
難
の
中
に
飛
び
込
ん
で
行
く
、
生
命
は
苦
難
に
怖

、
ち
な
い
。
苦
痛
は
生
命
に
寂
つ
て
は
、
実
在
の
本
質
で
は
無
く
し
て
、
そ
の
附

録
で
あ
り
、
装
飾
で
あ
る
。

苦
痛
が
生
命
の
装
飾
で
あ
る
こ
と
に
感
付
く
も
の
は
、
苦
痛
を
怖
ぢ
無
い
。

生
命
に
対
す
る
幕
簡
は
暗
黒
に
見
え
て
も
、
そ
れ
で
苦
痛
の
総
量
を
計
算
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
生
命
は
苦
痛
よ
り
も
強
い
。
被
服
廠
跡
に
ま
た
車
門
事
が
蔚

え
出
で
、
パ
ラ
ツ
グ
の
中
に
人
聞
が
群
が
る
。
生
命
は
火
焔
よ
り
強
い
。

地
球
が
、
太
陽
系
の
一
角
に
植
え
ら
れ
て
か
ら
幾
兆
万
年
経
っ
か
私
は
知
ら

無
い
。
火
の
海
を
冷
え
さ
ま
さ
せ
て
、
大
地
を
海
の
中
か
ら
生
え
出
だ
さ
し

め
、
地
震
と
、
噴
火
と
、
暴
風
と
洪
水
の
激
し
き
変
動
を
越
え
て
、
ア
ミ
バ

ー
を
人
聞
に
ま
で
造
り
上
げ
た
宇
宙
の
内
な
る
神
は
幾
百
万
年
の
変
動
を
貫
い

て
、
退
化
の
道
を
お
取
り
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

神
か
ら
一
五
へ
ば
、
折
に
は
悲
観
し
た
こ
と
も
有
っ
た
か
も
知
れ
無
い
。
そ
の

中
で
も
、
神
は
凡
て
の
苦
難
を
貫
い
て
、
人
間
創
造
に
ま
で
成
功
し
た
の
で
あ

る
。
或
時
に
は
あ
ま
り
に
打
続
く
大
爆
発
と
大
噴
火
の
為
め
に
炭
酸
瓦
斯
が
地

殻
の
表
面
を
蔽
ふ
て
、
高
尚
な
動
物
ら
し
い
も
の
が
創
れ
な
か
っ
た
時
代
も
あ

っ
た
ら
う
。
大
断
腸
が
地
上
を
の
そ
の
そ
と
歩
き
姐
り
、
有
肺
魚
が
、
そ
の
醜

い
姿
で
地
上
を
探
険
に
出
か
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
後
ま
た
炭
酸
瓦

斯
が
凡
て
水
に
溶
け
お
と
さ
れ
大
断
腸
が
一
度
に
繁
死
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
な

こ
と
も
あ
っ
た
。
然
し
そ
れ
で
も
、
神
は
失
望
し
な
か
っ
た
@

神
は
生
物
進
化
の
道
程
の
手
を
ゆ
る
め
無
か
っ
た
。
失
望
す
る
な
よ
、
若
き

魂
よ
、
神
は
台
て
失
望
し
た
こ
と
が
無
い
で
は
な
い
か
?
苦
難
は
彼
に
取
っ

て
は
芳
全
な
芸
術
で
あ
る
。

ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
は
死
を
彼
の
芸
術
の
一
種
と
考
へ
た
。
彼
は
そ
れ
に
対
し



て
何
等
臆
す
る
処
が
無
か
っ
た
。
殉
教
者
に
対
し
て
苦
難
は
光
栄
の
極
致
で
あ

ス》

苦難に対する滋[ι

そ
う
し
た
場
合
に
、
苦
痛
は
苦
痛
と
し
て
の
本
質
を
全
く
失
っ
て
了
っ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
悦
ん
で
受
け
得
る
苦
痛
は
苦
痛
の
苦
痛
で
は
無
い
。
そ
れ
は
光

栄
の
一
種
類
で
あ
る
。

光
栄
の
苦
難
に
参
与
せ
よ
、
神
に
忠
な
る
若
者
よ
、
神
に
生
く
る
も
の
に

は
、
苦
難
の
流
血
は
宝
石
に
も
勝
る
。
た
と
ひ
そ
れ
が
平
凡
時
の
平
凡
な
る
苦

難
で
あ
る
に
し
て
も
、
苦
難
は
勝
利
に
よ
っ
て
呑
み
亡
ぼ
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
苦
味
は
陶
酔
者
の
口
舌
に
は
こ
の
上
な
き
芸
術
で
あ
る
。

苦
き
杯
を
逃
げ
る
な
、
友
よ
、
「
み
心
の
鐙
に
」
を
神
に
告
げ
よ
!
平
日
杯

を
盛
ら
れ
る
日
に
真
実
の
芸
術
が
あ
り
得
る
。
強
く
あ
れ
、
神
の
如
く
強
き
も

の
に
は
、
苦
痛
は
北
斗
星
の
如
く
、
良
心
の
芸
術
と
し
て
好
愛
せ
ら
る
る
。
苦

痛
に
よ
っ
て
愛
が
密
着
す
る
。
之
れ
を
受
難
の
真
理
と
云
ふ
。
苦
難
を
通
過
せ

ざ
る
愛
は
、
愛
の
真
実
を
持
た
無
い
。
愛
が
錬
は
れ
る
為
め
に
は
苦
難
の
鍛
練

が
必
要
で
あ
る
。

神
の
打
ち
下
ろ
す
苦
難
の
鎚
に
ひ
る
む
な
、
苦
難
の
火
花
は
芸
術
の
最
後
の

至
聖
所
で
あ
る
。
此
処
に
入
る
も
の
は
選
ば
れ
た
る
至
高
の
魂
で
あ
る
。

受
難
に
よ
っ
て
、
仲
保
者
に
な
る
が
善
い
。
受
難
の
芸
術
は
人
を
神
に
造
り

換
へ
る
唯
一
の
道
で
あ
る
。
苦
痛
は
、
神
と
そ
の
子
等
の
み
が
負
ひ
得
る
光
栄

で
あ
る
。
苦
難
を
甘
受
る
も
の
は
、
最
後
の
階
段
に
登
る
。
そ
こ
に
て
、
神
は

直
接
そ
の
魂
に
瞬
く
。
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四

本
所
松
倉
町
パ
ラ
ツ
グ
に
て
)

第
一
章

苦
難
に
対
す
る
態
度

維
摩
経
と
ヨ
ブ
記

苦
難
に
対
す
る
態
度
を
記
述
し
た
宗
教
室
日
が
、
東
西
に
一
つ
宛
あ
る
。
一
つ

は
仏
典
の
維
摩
経
で
あ
り
、
一
つ
は
旧
約
聖
書
の
ヨ
ブ
記
で
あ
る
。
而
も
絃
に

一
奇
と
す
べ
き
事
は
、
此
の
東
西
の
再
書
が
、
期
せ
ず
し
て
、
共
に
そ
の
構
想

が
創
に
な
っ
て
居
る
事
で
あ
る
。

維
摩
経
は
仏
教
全
盛
時
代
に
書
か
れ
た
る
も
の
で
、
多
く
の
仏
典
中
最
も
秀

れ
た
文
学
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
全
部
の
構
想
が
劇
に
な
っ
て
居
る
。
此
の
維

摩
経
を
読
ん
で
行
く
裡
に
例
へ
や
う
も
な
く
私
を
喜
ば
せ
た
二
つ
の
事
項
が
あ

っ
た
。
そ
の
一
は
信
仰
と
い
ふ
も
の
が
特
設
な
工
夫
に
依
っ
て
得
ら
れ
る
も
の

で
な
く
、
平
々
凡
々
の
日
常
生
活
の
中
に
発
見
し
得
ら
る
L
も
の
で
あ
る
と
教

え
て
ゐ
る
事
。
そ
の
二
は
維
摩
経
が
維
摩
詰
と
い
ふ
一
人
の
人
物
を
投
し
来
っ

て
、
苦
痛
に
対
す
る
態
度
を
決
定
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。

釈
尊
が
、
維
摩
誌
の
病
床
に
柏
町
吟
し
て
ゐ
る
と
聞
い
て
、
弟
子
の
一
人
を
そ

の
枕
辺
に
見
舞
は
し
め
や
う
と
し
た
が
、
小
乗
の
哲
人
と
賢
人
等
の
中
、
進
ん

で
そ
の
役
を
引
受
け
ゃ
う
と
す
る
者
が
な
か
っ
た
。
之
れ
蓋
し
、
維
摩
詰
が
徹

底
し
た
る
人
で
あ
っ
て
、
く
だ
ら
ぬ
人
物
が
見
舞
に
行
っ
て
も
却
っ
て
維
摩
誌

の
気
を
悪
く
す
る
詐
り
だ
と
思
は
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
釈
尊
門
下

の
賢
人
と
し
て
自
他
共
に
許
し
た
文
珠
が
、
代
表
し
七
維
摩
誌
の
病
床
を
訪
れ

る
事
と
な
っ
た
。


