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「
死

の
受

容

」

に

つ
い

て

―
参
禅
す
る
神
父
・
門
脇
佳
吉
の
軌
跡
―

一

、
死

の
受

容

我

々
人

間
に
と

っ
て
生
死
の
問
題

ほ
ど
不

条
理
な
も
の
は
な
い
。
生
ま
れ

て
き

た
こ
と
も
不

条
理
で

あ
り

、
死

ぬ
こ
と
も
不

条
理
で

あ
る
。
誰
の
子

供

と
し
て

ど
こ
で

生
ま
れ

る
か
に
つ
い
て

の
選
択
権
は
我
々
に
与
え

ら
れ
て

い

な

い
と
同

様
、
い
つ
、
ど

の
よ

う
に
し
て

死
ぬ
か
に
つ
い
て
の
選

択
権
も
与

え
ら

れ
て

い
な
い
。
理
性

的
存

在
と
し
て

こ
の
世
に
君
臨
し
て

い
る
人
間
に

と

っ
て

、
こ
れ
ほ
ど
屈
辱

的
な
こ
と
が
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
生
死
の
問
題

は
人
間
の
理
性
の
限
界

を
あ
ざ

わ
ら
う
か
の
よ
う
に
常
に
不
気
味
な
問
題
と

し
て
我

々
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て

い
る
。

し
か
し
、
ど
ち
ら
か
と

い
う

と
、
「
生
の
受
容
」

は
あ

る
程
度
容
易
で

あ

る
。
と
も
か
く
、
自
分

は
無
事

に
母

の
胎
内
か
ら
生
ま
れ
て

今
こ
こ
に
現
に

存

在
す

る
と
い
う
事
実

に
対
す

る
安
堵
感
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
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そ
れ

に
対
し
て
「
死
の
受
容
」
は
困
難
を
き
わ
め
る
。
な
ぜ
死
な
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
人
間
は
通
常
あ
る
目
的
の

も
と
に
物
事
を
遂
行
し
、
そ
の
結
果
も
あ
る
程
度
予
測
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
「
死
と
い
う
行
為
」
に
お

い
て

は
、
目
的
も
な
く
、
結
果
も
わ
か
ら
な
い
。

自
分
自
身
の
意
思
の
介
在
す
る
余
地
も
な
い
。
し

た
が

っ
て
人
間
は
こ
の
よ

う
な
理
不
尽
な
「
行
為
」

を
容
易
に
受
容
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
だ
が
、

人
間

は
必
ず
死
ぬ
存
在
で

あ
り
、
き
た
る
べ
き
死

に
怯
え
て
い
る
存
在
で
も

あ
る
。
こ
の
怯
え

か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
我
々
は
死
を
受
容
す
る
方
法
を
模

索
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
我
々
の
前
に
登
場
す
る
の
が
宗
教
で
あ

る
。
人
間
の
理
性
で

は

太
刀

打
ち
で

き
な
い
不

気
味
な
怪
物
で

あ
る
「
死
」

に
対
し
て

超
理
性
的
な

宗
教
の
力
で

も
っ
て
対

決
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
本
論
で
は
キ
リ
ス

ト
教
と
仏
教
（
と
く
に
禅

宗
）
に
焦
点
を
絞

っ
て
「
死
の
受
容
」
に
つ
い
て



考
察
し

た
い
。
そ
こ

で
、
ま
ず
、

釈
迦
と

キ
リ
ス

ト
の

「
死

に
対
す

る
態

度
」
に
つ
い
て

比
較
を
試
み
る
。

二
、
釈
迦
と
イ
エ
ス

「
死

の
受

容
」

に
対
す

る
釈
迦
の
態

度
と
し
て

は

『
ケ
シ
の
実
の
話
』
（
パ

ー
リ
経

典
）

が
有
名
で
あ
る
。
わ
が
子
の
死
を
嘆
き
悲
し
む
母
親
に
対
し
て

釈
迦
が

「
死
人

を
出
し
た
こ
と
の
な
い
家
か
ら

ケ
シ
の
実
を
み
つ
け
て
く
る

よ
う
に
」

と
進
言
し
た
話
で
あ
る
。
当
時
の
大
家
族
制
の
も
と
で
は
死
人
を

一
度
も
出
し

た
こ
と
の
な
い
家
を
探
し
出
す
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
こ
と
は

明
ら

か
で
あ

る
が

、
そ
の
こ
と
を
見
通
し
た
う
え
で

釈
迦
は
母
親
に
そ
の
無

益
な
行
為
を
命
じ

た
。

そ
こ
で

、
母
親

は
死

に
物

狂
い
で

死
人
を
出
し
た
こ

と
の
な
い
家
を
探
し

た
が
、
当

然
、
該
当
す

る
家
な
ど

見
つ
か
る
は
ず
が
な

い
。
と

こ
ろ
が

、
必
死

に
あ
ち
こ
ち

の
家
を
訪
ね

る
う

ち

に
母

親
の

心
が

徐

々
に
変
化
し
て
き

た
。
「
死

は
人
間

に
と

っ
て
避

け
ら
れ

な
い
も

の
で

あ

る
こ
と
」
を
悟
り

始
め
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て

、
つ
い
に
母
親
は
息
子
の
死

を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

こ
の
話
で
は
釈
迦

は
超

越
者
で

は
な
い
。
奇

跡
も
行

わ
な
い
。
母
親
自
身

が
理
性

的
に
死

を
受
容

す
る
よ
う

に
援
助
し
て

い

る
だ
け

で
あ

る
。
し

た

が

っ
て

、
こ
の
話
の
特
徴

と
し
て

は
①
理
性
の
範

囲
内
で

の
死

の
受
容
、
②

自
力
に
よ
る
悟
り
、
③
奇
跡
の
排
除
、
④
超
越
者

の
排
除
（
釈
迦
は
人
間
）

が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
が
原
始
仏
教

に
お
け
る
「
死

の
受

容
」
で

あ
る
。

で

は
イ

エ
ス
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
前
述
の
場
面

と
酷
似
し
て

い

る

ケ
ー

ス
と
し
て

次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

あ
る
母
親
が

一
人
息
子
に
死

な

れ
て
嘆
き
悲
し

ん
で

い
る
と
こ
ろ
に
イ
エ
ス
が
現
れ
、
息
子

の
棺
に
手
を
触

れ
、
「
若
者
よ

、
起
き

な
さ
い
」
と
言
う
と

息
子
は
よ

み
が
え

っ
た
と

い
う

話
で
あ
る
（
『
新
約
聖
書
』
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
第
７
章
）。

ま
た
、
有
名

な
ラ
ザ
ロ
の
復
活

の
話
も
あ

る
。

マ
ル
タ
と

マ
リ
ア
の
最
愛

の
兄
弟
で
あ
る

ラ
ザ
ロ
が
病
死
し
、
墓
に
葬
ら
れ
て
四
日
後

に
イ

エ
ス
が
姉

妹
を
訪
ね

た
と
き

の
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ザ
ロ
の
死
を
悲
し
む
姉
妹
の
様
子

に

涙
を
流
さ
れ
た
イ

エ
ス
は
、
「
主
よ
、
四

日
も
た

っ
て

い
ま
す

か
ら
、
も
う

に
お
い
ま
す
」
と
言
う
姉
妹
の
言
葉

を
意

に
か
い
せ
ず
、
墓
に
案
内
さ
せ
、

石

を
取
り
除
か
せ
、
「
ラ
ザ

ロ
出
て
来

な
さ
い
」
と
大

声
で
叫
ん
だ
。
す
る

と
、
ラ
ザ

ロ
が
手
と
足
を
布
で
巻

か
れ
た
ま
ま
出
て
き
た
（
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福

音
書
1
1章
）。

以

上
の
二
つ
の
話

に
お
い
て
は
、
釈
迦
の
場
合
の
よ
う
に
自
力
に
よ
る
悟

り
は
要
求
さ
れ
て

い
な
い
。
イ
エ
ス
の
要
求

は
た
だ
一
つ

「
イ

エ
ス
（
神
）

に
対
す
る
信
仰
」

の
み
で
あ
る
。
「
イ

エ
ス

は
死

臭
が
漂

っ
て
い
る
死
人
さ

え
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

い
う
信
仰
で
あ
る
。
有
限
な
存
在
で
あ

る
人
間
は

「
死
」

の
前
に
は
無
力
で
あ
る
。
人
間
の
で
き
る
こ
と
は
、
た
だ

ひ
た
す
ら

「
わ
た
し
は
復
活
で
あ
り
、
命
で
あ
る
。
わ
た
し
を
信
じ

る
者
は

死

ん
で
も
生
き
る
」
（『
新
約
聖
書
』
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
1
1章
2
5節
）
と
い
う

イ

エ
ス
の
言
葉
を
信
じ
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
人
間
の
理
性
な
ど

入
り
込
む

余
地
は
な
い
。

し

た
が

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

「
死

の
受
容
」

に
お
い
て
は
、
①
理
性



を
超
え
た
次
元
で
の
解
、
②
他
力
に
よ
る
救
済
、
③
奇
跡
（
復
活
）
、
④

超
越
者
へ
の
信
仰
（
イ

エ
ス
は
神
）
と

い
う
特

徼
が
み
ら

れ
る
。
釈
迦
の
場

合
と
は
明
ら
か
に
異
な

っ
て

い
る
と
い
え

よ
う
。

両
者
を
比
較
し
て
ど
ち
ら
が
優

れ
て

い
る
と
い
う
こ

と
は
い
え
な
い
が
。

少
な

く
と
も
「
死

の
受
容
」

に
関
し
て

は

キ
リ
ス
ト
教

の

ほ
う
が

優

位

に

立

っ
て

い
る
よ
う

に
思
え

る
。
死

の
問
題
に
関
す
る
限

り
、
超
越
者
の
力
を

借
り
な

い
で
人
間
の
理
性

の
範

囲
内
で

悟
り
に
至

る
こ
と
は
凡

人

に
と

っ
て

は
至
難
の
業
だ

か
ら
で
あ

る
。

一
方
、
キ
リ

ス
ト
教

的
に
考
え

れ
ば
「
死

の
受

容
」

は
容
易

で

あ
る
。

「
わ
た
し
を
信
じ
る
者

は
死

ん
で

も
生
き

る
」

か
ら
で
あ

る
。
し

か
し
、
こ

れ

は
あ
く
ま
で
も
理
論
的

に
考
察

し
た
限
り
で

の
「
容
易

さ
」

に
す
ぎ
な

い
。

実
際

に
は
イ

エ
ス
を
神
と
信
じ

る
こ
と
は
非
常
に
難
し

い
。
福
音
書
に
お

い

て
も
イ

エ
ス
に
対
す

る
信

仰
を
最

後
ま
で

貫
ぎ
通
せ
た
弟
子

は
一
人
も

い
な

い
。
イ

エ
ス
を
売

っ
た
ユ
ダ
に
限
ら
ず
、
他
の
弟
子

た
ち
の
言
動
も
イ

エ
ス

に
対
す

る
裏
切
り

の
連

続
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
人
間
の
現
実
で
あ

る
。

現
在
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
称
し
て

い
る
人

々
に
お
い
て
も
同
様

な
こ
と

が

い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
は

た
し
て
何
人
の
人
が
イ

エ
ス
の
死
と
復
活

を
「
あ
た
ま
」
で

は
な
く
「
か
ら

だ
」
で
理
解
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
全

身

全
霊
で
神
を
感
じ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
一
人

も

い
な

い
か
も
し
れ
な

い
。

本
稿
で
そ
の
心
の
軌
跡
を
た
ど
ろ
う
と
し
て

い
る
門
脇
佳
吉

は
こ
の
点
を

問
題

に
し
、
自
分
自
身
の
信
仰

に
関
し
て
も
「
あ

た
ま
」
だ
け

の
次
元
で

の

信
仰
で
は
な

い
か
と

い
う
悩
み
を
抱
き
続
け
て

い
た
。
彼
が
神
父

に
な
る
過

程
で
学
ん
で
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
は
聖
書
が
述
べ
る
「
出
来
事
」
に
つ
い

て
の
学
問
的
研
究
に
終
始
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
に
お

い
て
は
、
こ
の
「
出
来
事
」

を
ギ
リ

シ
ャ
思
想
と
近
代
思
想

に
よ

っ
て
学
問

的

に
解
明
し
て

い
た
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
り
、
非
常

に
主
知
主
義
的
・
抽
象

的
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果

、
門
脇

は
「
学
問
と
信
仰

の
不
均
衡
。
知
的
理
解

と

宗
教

体
験

の
ア

ン
バ

ラ

ン
ス

は
、

私

の
中
で

年

と

と
も

に
増

大
し

て

い
く
」
よ
う

に
感
じ
て

い
た
。

三

、

近

代

合

理

主
義

批

判

門
脇
は
前
述
の
よ
う
な
現
代
キ
リ
ス
ト
教
の
主
知
主
義
的
傾
向
の
直
接
の

ル
ー
ツ
は
デ

カ
ル
ト

に
あ

る
と
考
え
た
。
デ
カ
ル
ト
に
と

っ
て

は
考
え
る
精

神
が
第
一
義
の
所
与
で
あ

っ
た
。
確
実
な
も
の
は
精
神
で
あ
り
、
身
体
は
た

ん
な
る
延
長

に
す
ぎ

な
い
。

身
体

は
霊
魂
の
器
に
す

ぎ
な

か
っ
た
（
晩
年

は

松
果
腺
を
中
継
点
と

考
え

る
相
互
作
用
説
を
と

っ
た
）
。
中
世

的
神
学
か
ら

の
自
立
を

め
ざ
し

た
デ
カ
ル
ト
哲
学

は
理
性
の
絶
対

的
優

位
に
固

執
し
た
た

め
に
人
間
の
理
性

の
範
囲
内

で
数
学
的

に
存
在
証
明

が
で
き

る
よ
う
な
神
観

念
し

か
抱
く
こ
と

が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
も
人
間

の
理
性
に
対
す

る
絶
対
的
信
頼
を
基

盤
と
す

る
デ
カ
ル

ト
に
と

っ
て

は
神

は
人
間

の
理
性
で
証
明
可

能
な
神
で

あ

っ
た
。
「
彼
の
神

は
本
体

論
的

認

識
証
明

に
よ

っ
て

認

識

さ
れ

る

。最

高

に

完
全

な

存
在

者
"
・
抽
象
的
で
普
遍
的
な
存
在
性
し
か
示
さ
な
い
。
哲
学
者
の
神
”
で



あ
る
」
。
し
た
が

っ
て
、
デ

カ
ル
ト
の
神

は
「
観
念

の
対

象
で
あ

る
神
」

で

あ
り
、
聖
書
的
な
「
生
け
る
神
」

で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
門
脇

は
あ
く
ま
で
も

。
生
け

る
神
”
に
固
執

し
た
。
「
聖

書

的
な
神

は
一
人
一
人
を
神
的
な
息

吹
き

に
よ

っ
て
創
造
し
。
身
体
と
精
神

と

い
う
相
矛

盾
す
る
人
間

の
二
契
機

を
こ

の
霊
的
息
吹
き
に
よ
っ
て
統
一
す

る
力
動
的

な
神

で
あ
る
」
と

考
え

た
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
門
脇
は
、
そ

の
聖
書
的

な
神

を
「
あ

た
ま
」
で

は
な
く

「
か
ら

だ
」
で
感
じ
た
い
と
願

い
、

暗
中
模
索

の
末

に
禅
と
出
合

っ
た
。
そ
れ

か
ら
の
彼

は
「
座
禅
に
よ

っ
て
身

心
を
調
え
、
あ
ら
ゆ

る
想
念
を
座
断
し
て
全
身
心

を
集
中
統
一
し

、
今
ま
で

の
狭

く
低

い
境
涯

か
ら
抜
け
出

て

『
か
ら
だ
』
全

体
を
も

っ
て
死

に
切

る

（
大
死

一
番
）
」
こ
と
に
よ

っ
て
聖
書
を
「
か
ら
だ
」
で
理
解
し
よ
う
と
し
た
。

四

、

禅

の
公

案

と

聖

句

門

脇
は
大

森
曹
玄
老
師
（
臨
済

宗
・
僧
侶
）
の
指
導
の
も
と

に
ひ
た
す
ら

禅

の
修
行

に
励
み

、
公

案
（
禅
に
お
け
る
問
答
）
と
格
闘
し

た
の
で
あ
る
が
、

そ

の
過
程

に
お
い
て
、
聖

句
と
公
案

の
類
似
性
に
気
づ
い
て

い
っ
た
。
と
く

に
、
「
死
が
一
人

の
人

に
よ

っ
て
来
た

の
だ

か
ら
、
死
者

の
復
活
も
一

人
の

人
に
よ

っ
て
来

る
の
で
す
。

つ
ま
り

、
ア
ダ

ム
に
よ

っ
て
す
べ
て
の
人
が
死

ぬ
こ
と
に
な

っ
た
よ
う

に
、

キ
リ

ス
ト
に
よ

っ
て

す
べ
て
の
人
が
生
か
さ
れ

る
こ
と

に
な

る
の
で
す
」
（
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
1
5章
2
1－
2
2
節
）
と

い

う
聖
句
は
公

案
そ
の
も
の
だ

っ
た
。
な
ぜ

ア
ダ
ム
一
人
の
罪

に
よ

っ
て
す

べ

て
の
人
が
死

な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
　

我

々
は
何
も
罪
を

お
か
し
て

い
な

い
で

は
な

い
か
？
　

ま
た
、
な
ぜ
イ
エ
ス
の
十
字
架

に
よ

っ
て

す
べ
て

の
人
が
義
と
さ
れ
る
の
か
？
　

な
ぜ
イ
エ
ス
の
復
活
が
す
べ
て
の
人
を
生
か

す
こ
と
に
な
る
の
か
？
　

神
学
校
時
代

に
は
何
と
な
く
頭
で
理
解
し
て

い
た

よ
う
に
思

っ
て
い
た
こ
の
聖

句
が
実

は
一
番

の
難
問
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
の
聖
句
は
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
の
核

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
を

「
か
ら
だ
」
で
理
解
で
き

な
け
れ

ば
門
脇
自
身

の
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
の
み
な

ら
ず
、
彼
の
人
生
そ
の
も
の
が
瓦
解
し

か
ね

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味

で

は
、
彼
の
参
禅
は
彼
に
と

っ
て

は
命
が
け
の
挑
戦
だ

っ
た
の
だ
が
、
や
が

て

、
門
脇
は
一
つ
の
公
案

に
出
合
う
。

そ
の
公
案

は
「
一

花
開
い
て
天
下
春
な
り
」
で
あ
っ
た
。
門
脇
は
こ
の
公

案
と
格
闘
し

た
後

「
人
間
が
大
死
一
番
し
て
、
一
輪
の
梅
花

に
成
り
き

っ
て

そ
の
花
と
自
分
と
の
源

に
ま
で
達
し
、
一
切

即
一
、
一
即
一
切
の
立
場
に
立

つ
と
き

、
そ

の
一
輪

の
花
の
香
り
が
三
千
世

界
に
満

ち
て

い
る
こ
と
を
明
白

に
見

る
こ
と

が
で
き

る
」
と
透
過
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
こ
で
、
門
脇
は

こ

の
公

案
の
「
一
花
」
を
「
イ

エ
ス
」
に
「
天
下
」

を
「
全
世
界
の
人
々
」

に
置
き
換
え
て
み
た
。
す
る
と
、
そ
れ
ま
で

ど
う
し
て
も
「

か
ら
だ
」
で

感

じ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
「
イ
エ
ス
の
死

と
復
活
」
が
初
め
て
真
に
彼
自

身
に
迫

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
彼

は
自
分
自
身

の
罪

に
も

徐
々
に
気
づ

い
て
い
っ
た
。
彼

は
座

禅
を
組
み
な
が
ら
隣
人
に
対
す

る
自
分

の
態
度

を
徹
底
的
に
究
明

し
て
み

た
。

す
る
と
、
表
面
的
に
は
罪
を
犯
し
て

い
な
い
よ
う
に
み
え

る
自
分

の
行
動
の

中
に
も
明
白
に
「
罪
」

が
潜

ん
で

い
る
こ
と
を
発
見
し
、
自
分

の
罪
は
神

に



対
す

る
無
限
の
侮
辱
で
あ
り

。
全
人

類
に
対
す

る
不

実
で

あ
る
こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き

た
（
ア
ダ
ム
の
罪
が

全
人
類

に
お
よ
ぶ
）
。

ま
た
、
全

身
全
霊

を
も

っ
て
一
人

の
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
そ
の
人
の
う

ち
に
神

を
見
、
全

人
類
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
希
望
を
も
つ
こ
と
も
で
き

た
。

門
脇

は
こ

の
よ
う
な
個
（
自
分
）
と
全
体
（
全
人
類
）
と

の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク

な
弁
証
法

的
関
係
に
気
づ

い
た
こ
と

に
よ

っ
て
、
イ

エ
ス
の
死
と

復
活

を
頭

だ
け
で

は
な
く
肚
で
理
解
で
き
た
と
感
じ
た
そ
う
で

あ
る
。

そ
れ
は
門
脇

が

ひ

た
す
ら
参
禅
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
「
か
ら
だ
」
で

体
得
し

た
も
の
で

あ
り
、

ア
ダ

ム
の
罪
と
イ

エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
と
復
活
と

い
う
神
秘
的
事
実
が
真

に
内

在
化
し
た
と
き
で
も

あ
っ
た
。
門
脇
の

キ
リ

ス
ト
教
信
仰
は
、
こ
こ
に

至

っ
て
、
西
洋
的
合
理
主
義

の
鋳
型

に
は
ま

っ
た
信

仰
（
心
身
二
元

論
的
信

仰
）

か
ら
「
か
ら

だ
」

で
神

の
息
吹
を
感
じ

と

る
信

仰

（
心

身
一
如

的

信

仰
）
　へ
と
変
化
し
て

い
っ
た
と
い
え

よ
う
。

参

禅

に
よ
っ
て
獲

得
し
た
こ

の
新
境
地

に
よ

っ
て

、
門
脇

は
、

ま
た
、

「

キ
リ

ス
ト
と
の
共
生
」
を
「

か
ら

だ
」
で

感
じ

る
こ
と

が
で
き

る
よ
う

に

な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、

パ
ウ

ロ
の
「
私
た
ち
は
キ
リ

ス
ト
と
共

に
死
ん

だ
の
な
ら
キ
リ

ス
ト
と
共

に
生
き
る
こ
と

に
な
る
と
信
じ
ま
す
」
（
ロ
ー
マ
の

信
徒
へ
の
手
紙
６
章
８
節
）
と
の

一

致
で

あ

り
、
『
正

法
眼

蔵
』

に
お
け

る

「
こ
の
生
死

は
、
す

な
は
ち
仏

の
御
い
の
ち

な
り
。

こ
れ
を

い
と

ひ
捨
て

ん

と
す
れ
ぱ
、
す

な
は
ち
仏
の
御

い
の
ち
を
失

は
ん
と
す

る
也
。
こ

れ
に
と
ど

ま

り
て

生
死

に

著
す

れ
ば
、

こ
れ
も

仏

の
御

い
の

ち
を

う
し

な
ふ

也
。
」

（
『
正
法
眼
蔵
』
生
死
）
と
の
一
致
で

も
あ
っ
た
。

道
元
が
「
生
死

は
仏

の
御

い
の
ち
な
り
」

と
言
っ
た
よ
う
に
、
十
字
架
即

復
活
が
神
の
御

い
の
ち
な
り
と
悟
る
こ
と

が
で

き
れ

ば
、
「
神

の
い
の
ち
の

赴
く
ま
ま

に
自

由
闊
達

に
、
全
人
類
の
た
め
に
自
分
の
生
命
を
燃
焼
さ
せ
て

生
き
て

い
け

る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
苦
難
も
死
も
す
べ
て
が
神
の
い
の
ち
な

の
で

す
。

で

す

か

ら
、

苦

難
も

死

も

あ

ら

ゆ

る

不

幸

が

同

時

に

復

活

で
あ

る
」

こ
と
に
な
り
、
こ
の
段
階
で
門
脇

は
初
め
て
真
の
意
味
で
死
を
受

容
で
き

た
こ
と
に
な
る
。

五

、

キ

リ

ス
ト

教
と

諸

宗

教

以
上

、
「
死
の
受
容
」

に
焦
点
を
絞

っ
て
門

脇
の
精
神

的
系
譜
を
み
て
き

た
。

キ
リ
ス
ト
教
は
外
来
宗
教
で
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
で
（

の
理
性
主
義
的
影
響

を
色
濃
く
受

け
て
い
る
。
そ
の
た
め
日
本
で

は
一
部
の
イ

ン
テ
リ
の
ア
ク
セ

サ
リ
ー
的
信
仰
に
な

っ
て
い
る
面
も

あ
る
。
門
脇
自
身
も
そ
れ
を
強
く
感
じ

て
い
た
。
そ
こ
で
、
な
ん
と

か
し
て

日
本
人

の
心
の
中

に
キ
リ

ス
ト
教
を
根

付
か
せ
る
方
法

は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
腐
心
す
る
う
ち
に
彼

は
禅
と
遭
遇

し
た
の
で
あ

る
。

そ
し
て
。
只
管
打
坐
に
よ

っ
て
「
大
死
一
番
」
す
る
こ
と

に
よ
り
イ

エ
ス
の
死

と
復
活

を
「
か
ら
だ
」
で
実
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る

と

い
う
確
信

を
も

つ
こ
と

が
で
き
た
。
門
脇
の
こ
の
心
の
軌
跡
は
ま
こ
と
に

貴
重

な
も

の
で

あ
り
、
彼

は
こ
の
道
こ
そ
日
本
人
が
真
に
キ
リ
ス
ト
教
を
内

在
化
す

る
た
め
に
唯
一

の
道
で
あ
る
と
信
じ
た
。

さ
ら

に
、
門
脇
は
そ
の
確
信
を
自
己
の
内
部

に
の
み
と
ど
め
て
お
く
こ
と

な
く
積
極
的
に
外
部
に
広

め
て

い
く

道
を
模
索
す

る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
全
体



に
私
達
日

本
人
は
何
か
積

極
的
に
貢
献
で

き
る
の
で

は
な
い
か
、
と
私
は
考

え
て

い
ま
す
」
と
述

べ
て

い
る
通

り
で
あ

る
。
「
キ
リ

ス
ト
教

を
観
念
的

に

受
け

る
だ
け
で
な
く
、
全
人
格
的

に
心
身

全
体
で
受
け
て

い
く
方
法

を
完

成

す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
深
く
神
と

の
一

致
が
可
能
と

な
り
、
そ
れ

に
伴
っ
て

す

ご
い
神
学
が
生
ま
れ
て
く

る
よ

う
な
気
が
し
て

い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
神

学

は
そ
う
い
う
形
で
展
開
す
る
限
り
、
非
常

に
生
活
と
密
着
し
ま
す
。
私

は

将
来
の
課
題
と
し
て

そ
れ

を
や
り

た
い
と
思

っ
て

い
ま
す
。」

と

い
う
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
門
脇

の
決
意

は
キ
リ
ス
ト
教
に
新
し
い
息
吹
を
吹
き

込
む
試
み
と
し

て

注
目

に
値
す

る
。
西
洋
的

・
心
身
二
元
論
的
キ
リ
ス
ト
教

に
対

し
て
東
洋

的
・
心
身
一
如
的
な
風
を
吹
き
込
む
こ

と
は
非

常
に
意
義
の
あ

る
こ

と
だ
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
筆
者

は
あ
る
危
惧

の
念
を

い
だ

い
て

い
る
。

そ
れ
は
、
門
脇
の
「
座
禅
を

キ
リ
ス
ト
教
的
瞑

想
の

な
か
に
導
入
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
よ
り
高
く
よ
り
深

い
キ

リ
ス
ト
教

的
体
験
が
で
き

る
と
思

い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
確
信
を
抱
い
て
大
森
曹
玄
師

に
参
禅
し
、
禅

か
ら
多

く
の

こ
と
を
学
ん
で

い
ま
す
」
と
い
う
言
葉

に
対
す

る
危
惧
で
あ
る
。

門

脇
は
単
に
「
よ
り

高
く
よ
り
深
い

キ
リ

ス
ト
教
的
体
験
」
を
す

る
た

め

の
方
便
と
し
て
座
禅

に
興
味

を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　

も
し
、
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
。
彼

は
座
禅
を

単
に
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
た
め
の
手
段
と
し
て

の
み
考
え
て
い
る
の
で

は
な

か
ろ

う
か
？
　

も
し

そ
う
だ
と

す
る
と
門
脇
は

「
禅
の
宗
教
性
」
に
つ
い
て

は
ど

の
よ

う
に
考
え
て

い
る
の
で
あ
ろ

う
か
？

門
脇
は
、
近

著
『
日
本

の
宗
教
と

キ
リ

ス
ト
の
道
』
（
岩
波

書
店
）

に
お

い
て

、
古
神

道
・
日
蓮
宗
・
浄

土
真
宗

・
道
教
に
ま
で

範
囲
を
広
げ
て

、
そ

れ
ら

の
宗
教

の
中
に
も
禅
宗

の
場
合
と
同
様
な
形
で

の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

の

受

肉
化

の
た
め
の
方
法

が
存
在
す

る
と
言
及
し
て

い
る
。

し
か
し

、
は
た
し

て
複
数

の
異

な
る
宗

教
か
ら
禅
宗
と
同
じ
よ
う
な
感
触

を
つ
か
む
こ
と
が
可

能
な
の
で
あ
ろ

う
か
？
　

そ
の
よ
う
な
事
実
そ
の
も

の
が
実

は
裏

を
返
せ
ば
、

彼
が
こ
れ
ら
の
宗
教

の
「
宗
教
と
し
て
の
個
別
性
」
を
軽
視
し
て

い
る
こ
と

に
な
り

は
し
な

い
だ
ろ
う
か
？

あ
ま
り
に
も
性
急

に
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
的
感
性
に
よ

っ
て
と
ら
え
よ
う

と
し
た
た
め
に
。
日
本
の
諸
宗
教
を
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
類
型

に
帰

し
て
し
ま
う
よ

う
な
傾
向
が
も
し
門
脇

に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
に
宗
教

理
解
か
ら

は
ず

れ
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で

い
る
の
で

は
な
い
か
と

筆
者

は
危

惧
し
て

い
る
。

『
カ
ト
リ
ッ
ク
と

禅
』

に
お
け

る
門
脇
と
丸
山
照
雄
（
日
蓮
宗
僧
侶
）
と
の

対

談
の
中
で

、
丸

山
は
「
宗
教
的

に
高

め
ら
れ
た
地

点
に
立
っ
た
と
き

は
、

相
手
も
同
じ
く
高

ま
っ
て
き

た
と
き
初

め
て
信
頼
し
合
う

、
手
を
つ
な
ぐ
と

こ
ろ
が
で
き
る

の
で

、
そ
の
高
ま
り
が
共
に
い
か
な
い
と

い
け
な

い
ん
じ
ゃ

な
い
か
、
一
方
的
で
あ

っ
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
ん
じ

や
な
い
か
と
い
う
ふ

う
な
感
じ
が
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
諸
宗
教
の
比
較
の
場

合

に
肝

に
銘
じ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
一
方
的
に
自
分
の
宗
教
の
視

点

か
ら
他
の
宗
教
を
論
じ
る
こ
と
は
相
互
理
解
の
点
か
ら
い
っ
て
好

ま
し
く

な
い
か
ら
で

あ
る
。
丸
山
の
こ

の
発
言

に
対
し
て
、
門
脇

は
「
こ

れ
か
ら
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
が
そ
う
い
う
相
互
の
、
ほ
か
の
宗
教
に
対
す
る
深
い
理



解

を

持

ち

始

め

て

い

ま

す

か

ら

、

い

い

方

向

に

進

む

ん

じ

ゃ

な

い

で

し

よ
う
か
」
と
応
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
課
題
で
あ
る

と

と

も

に
彼

自

身

の

課

題

で

あ

る

と

も

い
え

よ

う

。

（

―
）
　
一

九
二
六
年
生
ま
れ
、
東
京
大
学
工

学
部
卒
、
上
智
大
学
神
学
修
士
、
上
智

大

学
名
誉
教
授
、

カ
ト
リ
ッ
ク
司

祭
、
大
森
曹
玄
老
師
に
参
禅
。

（
２
）
　
門
脇
佳
吉

『
公
案

と
聖
書

の
身
読
』
春
秋
社
、
一
九
八
八
年
、
四
五
頁
。

（
３
）
　
門
脇
佳
吉

『
身

の
形

而
上

学
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
七
頁
。
一
部

筆
者
が
ア
レ
ン
ジ
。

（
４
）
　
同
書
、
一
七
頁

。

（
５
）
　
門
脇
佳
吉
『
公

案
と
聖
書
の
身
読
』
四
一
頁
。

（
６
）
　
同
書
、
八
五
頁
。

（
７
）
　
門
脇
は
、
こ
の
弁
証
法
に
つ
い
て
「
へ
Ｉ

ゲ
ル
の
弁
証
法

は
正
・
反
・
合
の

発
展
過
程
の
弁
証
法
で
あ

っ
て
、
一
人
の
人

の
罪

が
直
ち

に
全
人
類
の
罪
と

な

る
と

い
う
事
態
を
解
明
す
る
こ
と

は
で
き

ま
せ
ん
」
（
『
公
案
と
聖
書

の
身

読
』

八
〇
頁
）
と
述

べ
、

へ
Ｉ

ゲ
ル
の
弁
証
法

と
は
区
別

し
て

い
る
。

（
８
）
　『
公
案
と
聖
書
の
身
読
』
二
二
八
頁
。

（
９
）
　
門
脇
佳
吉
『
カ
ト
リ
ッ
ク
と
禅
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
五
一

頁
。

（
1
0）
　
同
書
、
一
五
二
頁
。

（
1
1
）
　
同
書
。
四
一
頁
。

（
1
2）
　
同
書
、
一
三
九
頁
。

（
1
3）
　
同
書
、
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。

（
こ
ま
つ
・
な
み
こ
、
比
較
文
化
・
生
命
倫
理
。

文

京

女
子

短

期

大

学

非
常

勤

講

師

）
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