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道

元

に

お

け

る

聖

と

俗
 

(三
)

-
臓

悔
の
問
題
を
中
心
に
-

西

山

広

宣

一
、
宗
教
学
的
概
念
規
定
を
行
う
重
要
な
要
素
と
し
て
の
聖
と
俗
を

考
え
る
上

で
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
臓
悔
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ

で
は
特
に
繊
悔
と
い
う
こ
と
が
道
元
に
於
い
て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
ち
又
世
界
宗
教
の

一
つ
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
て
い
る
か
道
元
に
於
け
る
聖
と
俗
を
考
え
る
中
で
考
察
し
て
み

た
い
。
各
主
要
な
宗
教
に
は
繊
悔
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
仏
教
に

於
い
て
も
当
然
無
視
さ
れ
て
良
い
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
す
な

は
ち
繊
悔

と
は
繊
と
い
う
梵
語
の
音
と
悔
と
い
う
漢
音
と
を
重
ね
た
梵

漢
兼
挙
の
語
と
い
わ
れ
て
い
る
。
繊
は
繊
摩
の
略
で
あ
り
、

こ
の
語
は

梵
語
の
 
k
s
a
m
a
 

ク
シ
ャ
マ
を
音
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
k
s
a
m
a
 
ク
シ

ャ
マ
と
は

「堪
え
忍
べ
」
「
ご
免
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
相

手
に
謝
罪
を
求
め
る
言
語
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
本
来
何
が
悪
い
こ
と

を
し
た
時

に
、
そ
の
場
で
相
手
に
向

つ
て
謝
罪
す
る
と
い
う
対
人
関
係

の
も
の
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
自
分
が
過
去
に
犯

し
た
多
く

の
罪
業
は
謝
罪
す
べ
き
直
接
の
相
手
が
求
め
ら
れ
な
い
の
で

自
分
の
心
に
深
く
反
省
し
漸
憶
し
て
、
仏
祖
や
尊
信
す
る
師
長
に
対
し

て
罪
業
を
謝
し
て
俄
悔

の
誠
を
致
す
と
い
う
よ
う
に
そ
の
意
味
が
次
第

に
変
化
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
臓
悔
は
信
仰
に
入

る
た
め
の
予
備
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
俄
悔
の
態
度
が
信
仰
そ

の
も
の
と
も
言
え
る
の
で
繊
悔
の
心
が
生
じ
た
時
す
で
に
仏
教

の
信
仰

に
入
つ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
善
悪
を
認
め
ず
、
そ
の
報

果
を
否
定
す
る
よ
う
な
邪
見
が
あ

つ
て
は
、
良
心
的
な
漸
悦
の
心
の
起

る
余
地
が
な
く
、
誠
心
繊
悔
と
い
う
こ
と
も
あ

り
得
な

い
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
ま
ず
自
分
の
過
去
の
罪
業
を
罪
業
と
し
て
認
め
、
(例
へ
ば

過
去
の
罪
業
の
た
め
肉
体
的
、
精
神
的
解
怠
-
精
進
の
反
対
-
の
気
風
や
不
信

-
浄
信
の
反
対
-
の
状
態
)
 罪
業
に
は
そ
の
報
果
が
か
な
ら
ず
あ
る
と
い

う
因
果
の
道
理
が
正
し
く
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
よ
り
高
い
倫
理
道
徳
の
理
想
を
も

つ
よ

う
に
な
れ
ば
そ
の
過
程
に
お
い
て
過
去
の
誤
つ
た
行
為
の
結
果
生
ず
る

自
分
の
多
く
の
欠
陥
に
気
づ
き
深
く
反
省
し
漸
憶
す
る
よ
う
に
な
る
訳
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で
あ
る
。

仏
教
に
於
い
て
は
こ
れ
ら
の
誤
つ
た
行
為

は
無
明
執
着
よ
り

生
ず
る
も

の
と
考
え
ら
れ
世
俗

の
欲
情
や
執
着

は
過
患
を
招
き
こ
の
執

着
欲
情
を

は
な
れ
る
こ
と
が
理
想
的
平
和

へ
の
道
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
は
自
我
の
執
心
を

は
な
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
か
た
く
な
に
結
ば
れ
た
心
は
次
第
に
解
け
開
け
て
く
る
。
こ
の
こ

と
が
道
元
に
於
い
て
は
誠
心
を
専
ら
に
し
た
戯
悔
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
和
ら
い
だ
す
な
お
な
心
で
、
己
れ
を
空
し
ゆ
う
し
て
い
る
処
で
仏
教

の
教
説
を
学
ぶ
な
ら
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
、
仏
教

へ
の
理
解
と
信

仰
と
が
生
じ
確
立
し
、
絶
対
帰
依

の
心
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

絶
対
帰
依

の
信
仰
を
浄
信
と
道
元
に
よ

つ
て
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す

な
は
ち
こ
の
浄
信
と
は
清
浄
な
る
信
心
で
あ
り
、
仏
教
の
正
し
い
信
仰

を
さ
し
、
そ
の
戯
悔
の
功
徳
と
し
て
、
不
信
や
解
怠
が
除
か
れ
、
何
物
に

も
妨
げ
ら
れ
な
い
無
碍
の
浄
信
や
精
進
の
態
度
や
気
風
が
生
長
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
浄
信
の
原
語
は
梵
語
で
は
 
p
r
a
s
a
d
a

プ
ラ
サ
ー
ダ
と
い
い
、
「浄
信
」
「
信
楽
」
「
欣
喜
」
等

と
訳

さ
れ
、
心

が
清
ら
か
に
澄
み
、
明
朗
で
う
る
わ
し
く
、
静
か
な
喜
び
を
も
つ
た
信

仰

の
状
態
、
す
な
は
ち
信
心
歓
喜
の
状
態
を
さ
す
。
し
た
が
つ
て
道
元

に
於
い
て
は
浄
信
が
最
も
大
切
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
誠
心
の
繊
悔
に

よ
つ
て
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
浄
信
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
よ

り
自
他
共
に
そ
の
心
に
同
入
転
回
が
起
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
そ
の
利

益
は
有
情
か
ら
非
情

へ
ま
で
及
び
、
こ
こ
に
於
い
て
草
木
口
土
悉
皆
成

仏
と
か
有
情
非
情
同
時
成
道
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、
そ
れ
は
浄
信
に

よ
る
悟
り
の
境
地
に
於
い
て
の
み
言
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
つ

て
臓
悔
は
入
信
と
同
義
語
と
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
我
々
の
心
は

従
来

の
自
然
心
、
本
能
心
、
世
俗
心
か
ら
の
廻
心
の
転
回
を
な
す
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
無
条
件
で
こ
の
慈
門
に
入
れ
る
の
で
は
な
く
道
元

に
於
い
て
は
坐
禅
に
よ
つ
て
こ
の
門
に
証
入
す
る
と
さ
れ
る
が
そ
の
坐

禅
は
己
れ
を
空
し
ゆ
う
し
た
非
思
量
の
坐
禅

で
あ

り
、
身
心
を
投
げ
出

し
た
身
心
脱
落
こ
そ
が
今
こ
こ
で
考
え
て
い
る
戯
悔
に
よ
つ
て
こ
の
門

に
証
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
己
れ
を
空
し
ゆ
う
し
た
誠
心
の
戯

悔
で
あ
り
、
無
碍
の
浄
信
に
よ
る
戯
悔
で
あ
る
。

こ
の
無
碍
の
浄
信
広

よ
り
い
は
ゆ
る
信
仰
の
慈
門
に
入
れ
る
と
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ

こ
に
於
い
て
い
か
に
重
い
罪
で
も
、

こ
の
繊
悔
の
力
に
よ
り
軽
減
し
又

は
滅
除
し
て
清
浄
無
垢
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
を

道
元
は

「然
あ
れ
ば
誠
心
を
専
ら
に
し
て
前
仏
に
繊
悔
す
べ
し
、
急
麿
す
る

と
き
前
仏
戯
悔

の
功
徳
力
我
を
胚
ひ
て
清
浄
な
ら
し
む
、

此
の
功
徳
能

く
無
碍

の
浄
信
精
進
を
生
長
せ
し
む
る
な
り
浄
信

一
現
す
る
と
き
、
自

佗
同
じ
く
転
ぜ
ら
る
る
な
り
。
其
利
益
普
く
情
非
情
に
蒙
ぶ
ら
し
む
。

云
々
」
と
正
法
眼
蔵
難
声
山
色
の
巻
に
言
つ
て
い
る
。
す
な
は
ち
い
か

な
る
重
い
罪
で
も
そ
の
心
が
重
罪
を
重
罪
と
し

て
受
け
る
こ
と
に
繊
悔

を
通
し
て
決
着
し
観
念
す
る
な
ら
ば
罪
を
か
く
し

の
が
れ
た
い
と
す
る

執
着
か
ら
く
る
心
の
不
安
や
苦
し
み
は
除
か
れ
る
。

こ
の
戯
悔
に
よ
つ

て
主
観
的
な
安
心
が
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
つ
て
罪
業
の
軽
減
と
な
り
、

道

元

に
お
け
る
聖

と
俗
 
(
三
)
 (
西

山
)
 

二

一
五
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道
元
に
お
け
る
聖
と
俗
 
(
三
)
 (
西

山
)
 

二

一
六

さ
ら
に
主
観
的
な
心
の
改
変
が
や
が
て
は
客
観
的
な
身
心
環
境

の
改
変

と
な
り
、
そ
の
働
き
に
よ
つ
て
客
観
的
な
罪
障
消
滅
と
も
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
誠
心
を
専
ら
に
し
て
心
を
空
し
ゆ
う
し
て
身
儀

を
正
し
、
過
去
の
罪
過
、
悪
業
を
さ
ら
け
出
し
て
告
白
繊
悔
し
、
そ
の

戯
悔
す
る
力
が
過
去
の
罪
悪
の
根
元
を
断
ち
清
滅
す
る
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
。
心
地
観
経
三
に
は
繊
悔
の
功
徳
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ

て
い
る
。

「
若
し
能
く
如
法
に
繊
悔
す
れ
ば
、
所
有
煩
悩
悉
く
皆
除
く
、
猶
お

劫
火
の
世
間
を
壊
す
る
に
、
須
弥
井
び
に
亘
海
を
焼
尽
す
る
が
如
し
、

俄
悔
は
能
く
煩
悩

の
薪
を
焼
く
、
俄
悔
は
能
く
天
路
に
往
生
す
、
繊
悔

は
能
く
四
祥

の
楽
を
得
、
繊
悔
は
宝
摩
尼
珠
を
雨
ふ
ら
す
、
俄
悔
は
能

く
金
剛
の
寿
を
延
ば
す
、
、戯
悔
は
能
く
三
界
の
嶽
を
出
づ
、
戯
悔
は
能

く
菩
提

の
華
を
開
く
、
戯
悔
は
仏
の
大
円
鏡
を
見
る
、
繊
悔
は
能
く
宝

所
に
至
る
云
々
」
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
俄
悔
は
あ
ら
ゆ
る
業
障
や
煩

悩
を
滅
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
大
円
鏡
智
を
得
る
ま
で
の
種

々
様

々

な
功
徳
を
持
つ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
基
本
と
し

て
は
前
述

の
よ
う
に
誠
心
を
専
ら
に
し
て
前
仏
に
繊
悔
す
る
こ
と
に
よ

り
罪
障
を
軽
減
又
は
減
除
し
、
無
碍
の
浄
信
を
得
る
こ
と
が
第

一
と
考

え
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
そ
の
心
が
浄
化
し
、
無
心
で
あ
り
、
執
着
を
は

な
れ
る
こ
と
に
よ
り

一
切

の
罪
障
も
そ
の
力
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
く

な
る
の
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
吾
我
の
執
着
心
を
去
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ

の
心
を
浄
化
す
る
こ
と
が
で
き
そ
れ
に
よ
り
正
し
い
信
仰
に
入
つ
て
ゆ

く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
さ
て
こ
の
繊
悔
の
意
味
を
さ
ら
に
良
く
理
解
す
る
た
め
に
キ
リ

ス
ト
教
に
於
け
る
そ
れ
を
参
考
に
考
え
て
み
た
い
。
米
倉
充
氏
に
よ
れ

ば

「
最
も
具
体
的
で
歴
史
的
な
姿
像
と
し
て
啓

示
さ
れ
た

の
が
イ

エ

ス
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
で
あ
り
、
そ
の
十
字
架

に
お
い
て
神

の
子
が

卑
賊
の
姿
像
を
と
り
、
十
字
架
で
死
す
こ
と
に
よ
り
人
類
を
神
と
和
解

さ
せ
、
そ
の
罪
の
絶
望
状
態
か
ら
救
出
し
永
遠
の
生
命
に
入
る
新
し
い
、

自
由
を
回
復
さ
れ
た
。
」
こ
の
一
見
背
理
に
見
え

る
真
理
内
容
が
聖
書

で
言
わ
れ
る
福
音
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
現
世
的
権
力
か
ら
見
れ
ば

敗
北
で
あ
り
、
文
化
価
値
か
ら
見
れ
ば
醜
悪
で
忌

わ
し
い
十
字
架
が
実

は
人
類
の
希
望
と
新
生
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う
真
理
と
告
知
す
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
こ
の
十
字
架

の
前
で
は
一
切
の
地

上
的
権
力
、
理
性
的
文
化
価
値

の
類
は
塵
芥

の
よ
う
に
雲
散
霧
消
し
、

こ
の
世
に
於
い
て
価
値
の
な
い
も
の
、
力
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
既

下
さ
れ
、
無
視
さ
れ
、
抹
殺
さ
れ
た
も
の
が
そ

の
虚
無
の
ど
ん
底
か
ら

新
し
い
脚
光
を
浴
び
て
起
ち
上
が
る
。
こ
こ
か
ら
生
じ
る
新
し
い
価
値

復
活
の
生
命
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
で
は

「
永
遠

の
生
命
」
又
は

「新

し
い
世
界
」
と
呼
ん
で
を
り
、

こ
れ
は
般
若
心
経

の
ま
さ
し
く
不
生
不

滅

の
世
界
と
も
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な

「
価
値
の
転

換
」
、
人
間
の
死
と
絶
望
を
通
じ
て
の
新
し
い
生
と
復
活
、
こ
の
力
強

い
転
換
を
も
た
ら
す
原
理
を
キ
リ
ス
ト
教
で
は
愛
 
(
a
g
a
p
e
)
 

と
呼
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
私
は
以
前
に
こ
の
こ
と
を
関
与

の
原
理
と
し
て
見
当
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を
加
え
た
。
従
つ
て
キ
リ
ス
ト
教

の
愛
は
決
し
て
人
間
的
な
も
の
か
ら

自
然
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
は
超
越
的
な
上
か
ら
降

下
す
る
絶
対
の
光
明
で
あ
り
、
神
か
ら
の
賜
物
に
外
な
ら
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
教
に
於

い
て
は
神
は
愛
そ
の
も

の
で
あ
り
、

こ
の
神
の
愛
、
恩
恵
に
応
え
る

の
は
人
間

の
理
性
的
認

識
、
道
徳
的
精
進
で
は
は
く
、

そ
れ
ら

一
切
の
人
間
的
な
営
為

は
、
結

局
神
の
前
に
は
無
力
で
あ
り
、
空
虚
で
あ
り
、
そ
の
愛
を
受
け
る
に
値

し
な
い
よ
う
な
存
在
で
す
ら
あ
る
。
し
た
が
つ
て
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い

て
は
我

々
人
間
は
神
の
前
で
は
ひ
た
す
ら
自
ら
を
謙
虚
に
悔
い
改
め
、

こ
の
絶
大

な
愛
を
受
容
す
る
以
外
の
道
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

絶
対
的
受
容
の
態
度
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
愛
と
い
い
信
仰
と
い
い
言
葉
は
相
違
し
て
も
、

こ
れ
は
結

局
神
の
愛

の
二
側
面
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
神
の
側
か

ら
見
れ
ば
愛
で
あ
る
が
人
間

の
側
か
ら
見
れ
ば
信
仰
と
呼
ば
れ
る
。
結

局
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い
て
は
愛
も
信
仰
も
、
神
の
恩
恵
の
賜
物

に
外
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
米
倉
氏
に
よ
れ
ば
信
仰
の
対
称
と
な
る
イ

エ
ス

・

キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
背
理
 
(
p
a
r
a
d
o
x
)
-
す

な
は
ち
歴
史
上

の
あ
る

特
定
の
場
所
で
特
定
の
時
間
に
実
在
し
た

一
人
の
人
間
、
し
か
も
地
上

で
最
も
恥
辱
に
満
ち
に
十
字
架
の
死
を
遂
げ
た

一
介
の
大
工
の
子
を
人

類

の
救
世
主
、
神
の
子
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
信
仰
し
礼
拝
す
る
-
に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
「真
理
に
は
客
観
的
、
一
対
称
的
認

識
の
外
に
、
そ
れ
以
前
に
よ
り
実
存
的
な
認
識
に
由
来
す
る
主
体
的
真

理
、
あ
る
い
は
出
会

い
の
真
理
と
呼
ぶ
べ
き
真
理

が
存
在
す
る
。
例

へ

ば
私
た
ち
人
間
に
と
つ
て
不
可
避
的
な
宿
命
と
も
い
う
べ
き
死
の
問
題

を
考
え
て
み
よ
う
。
死
程
私
た
ち
に
身
近
で
普
遍
的
な
も
の
は
な
い
。

実
は
我

々
の
生
き
て
い
る
事
態
そ
の
も
の
が
死
に

つ
つ
あ
る
こ
と
に
外

な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
死
は
対
象
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
わ
た
し

た
ち
の
自
覚
の
場
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
場
の
自
覚
に
お

い
て
把
握
さ
れ
た
真
理
が
主
体
的
真
理
と
呼
ん
で
も
よ
い
も
の
で
あ
ろ

う
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
わ
た
し
た
ち
に
と
つ
て
救
世
主
と
し
て
あ

る
こ
と
は
決
し
て
客
観
的
、
対
象
的
な
意
味
で
の
真
理
で
は
な
く
、
む

し
ろ
主
体
的
、
実
存
的
自
覚

の
立
場
に
お
け
る
真
理
で
あ
り
、

そ
れ
は

客
観
的
、
対
象
的
な
倫
理
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
背
理
、
不
合
理
で
あ

る
が
、
私
達
の
主
体
的
、
実
存
的
な
自
覚
に
お
い
て
は
こ
れ
以
上
の
必

然
性
、
決
定
性
は
考
え
ら
れ
な
い
絶
対
的
な
真
理

で
あ
る
。
こ
の
故
に

使
徒
パ
ゥ
ロ
も

『十
字
架
の
言
は
滅
び
行
く
者
に

は
愚
か
で
あ
る
が
、

救
に
あ
ず
か
る
私
達
に
は
神
の
力
で
あ
る
』
と
断
言
し
て
い
る
。
か
く

て
私
達
に
と
つ
て
主
体
的
な
出
会
い
の
真
理
と
は
第
三
人
称
の
そ
れ
、

あ
る
い
は
物
と
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
常
に
わ
た
し
た
ち
に
と

つ
て
第
二
人
称
の
な
ん
じ
と
し
て
相
互
主
体
的

に
語
り
か
け
、
要
求

し
、
召
請
し
て
来
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
従
つ
て
か
か
る
真
理
に
対
す

る
わ
た
し
達
の
態
度
は
傍
観
者
流
の

「
認
識
」
で
は
な
く

「
容
認
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

か
か
る
要
求
に
対
す
る
私
達

の
応
答
は
常
に
中
性

的
な

「
観
想
」
で
は
な
く

「
あ
わ
か
-
こ

れ
か
」

の
二
者
択

一
の

「判

道
元

に
お
け

る
聖

と
俗
 
(
三
)
 (
西

山
)
 

二

一
七
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道
元
に
お
け
る
聖

と
俗
 
(
三
)
 (
西

山
)
 

二

一
八

断
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
か
く
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ト
が
救

主
で
あ
る
こ
と
は
、
普
遍
妥
当
的
な
科
学
的
客
観
的
認
識
に
お
け
る
真

理
で
は
な
く
、
主
体
的
実
存
的
自
覚
に
お
け
る
出
会
い
の
現
実
に
於
け

る
真
理
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
キ
リ
ス
ト
自
身
が

「
わ
た
し
は
よ

み
が
え
り
で
あ
り
、
命
で
あ
る
。
私
を
信
じ
る
者
は
、
た
と
ひ
死
ん
で

も
生
き
る
」
と
語
り
、
信
仰
者
の
実
存
に
と
つ
て
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
が
私
達
の
存
在
根
拠
で
あ
り
、
生
命
の
源
泉
、
真
理
そ
の
も
の
と

な
る
。

三
、
従

つ
て
こ
の
よ
う
な
出
会
い
の
真
理
に
お
い
て
は
時
空
の
隔
絶

は
問
題
と
な
ら
ず
、
我
々
と
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
わ
れ
と
な
ん
じ
の
相

互
主
体
的
な
出
合
い
を
な
す
と
き
二
〇
〇
〇
年
の
時
間
の
距
離
は
あ
つ

て
も

一
元
的
に
私
達
が
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
同
時
的
に
彼
の
人
格
と

連
な
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
の
最
も
根
源
的
な
虚
無
と
永
遠
の

「
死
に

至
る
病
」

で
あ
る
罪
と
絶
望
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち

キ
リ
ス
ト
教
は
十
字
架
上
に
死
し
て
甦

つ
た
イ

エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
を

主

・
救
主

・
神
の
子
と
し
て
信
仰
し
、
礼
拝
す
る
宗
教
で
あ
り
、
こ
こ

に
キ
リ
ス
ト
教
の
特
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら

に
ひ
る
が

へ
つ
て
仏
教
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
得
悟
成
覚
を

成
じ
た
仏
陀
に
よ

つ
て
見
出
さ
れ
た
普
遍
的
真
理
と
し
て
の
法
と
帰
依

す
る
我

々
と
の
帰
依
三
宝
と
は
、
こ
こ
で
道
元
に
焦
点
を
し
ぼ
つ
て
述

べ
る
な
ら
ば
前
仏
に
繊
悔
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
分
と
法
と
仏
と
が

一

元
的
に

一
体
に
な
り
、
自
分
が
仏
に
い
だ
か
れ
仏
と
感
応
道
交
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
始
め
て
仏
教
に
お
け
る
熾
悔
の
意
味
も
理
解
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
例

へ
て
言
う
な
ら
ば
諸
行
無
常
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る

が
、
そ
の
諸
行
無
常
に
気
づ
き
そ
の
諸
行
無
常

と

一
つ
に
な
れ
ば
も
う

諸
行
無
常
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
。
い
は
ゆ

る
不
生
不
滅
の
世
界
で

あ
る
が
、

こ
の
主
体
的
、
実
存
的
自
覚
に
お
け

る
出
会
い
の
現
実
に
お

け
る
真
理
こ
そ
が
、
仏
教
、

キ
リ
ス
ト
教
に
共
通

の
真
理
と
考
え
る
の

で
あ
る
。
す
な
は
ち
仏
、
法
、
僧

の
帰
依
三
宝

と
、
父
な
る
神
、

イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
、
聖
霊
の
三
位

一
体
は
歴
史
的
、

概
念
的
、
形
式
的
に

相
違
が
あ
ろ
う
と
も
本
質
的
に
は

一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
さ
し

つ
か
え
な
い
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

(紙
数
の
都
合
上
、
注
消
略
)
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