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『
人
生
の
意
味
――
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
問
い
か
け
』
と
い
う
本
に
編
集
者
の
一
人
と
し
て
携
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
企

画
の
主
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
問
い
か
け
と
な
っ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
問
い
か
け
あ
る
い
は
答
え
を
先
立

た
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
当
然
に
そ
れ
は
、
異
な
る
宗
教
的
・
哲
学
的
立
場
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
問
い
か
け
を
念

頭
に
置
き
そ
れ
に
応
答
す
る
と
い
う
形
に
な
る
だ
ろ
う
。

近
代
日
本
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
問
い
か
け
に
関
わ
る
事
柄
を
、
哲
学
や
倫
理
学
の
領
域
か
ら
振
り
返
る
な

ら
、
数
多
く
の
思
想
家
あ
る
い
は
思
想
的
骨
格
を
持
っ
た
文
学
者
の
、
キ
リ
ス
ト
教
に
寄
せ
た
関
心
は
そ
の
な
か
の
重

要
な
一
こ
ま
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
が
、
あ
ら
た
な
「
気
づ
き
」
と
「
啓
か
れ
」
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
キ
リ

ス
ト
教
を
こ
の
社
会
で
、
内
向
き
で
な
い
対
話
的
な
在
り
方
の
な
か
で
鍛
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
過
程
の
思
想
的
考
察

は
む
ず
か
し
い
が
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
。

気
づ
き
と
啓
か
れ
の
な
か
の
一
つ
は
、
人
間
の
関
係
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
夏
目
漱
石
の
『
三
四
郎
』（
明
治

四
十
一
年
）
に
、
三
四
郎
が
「
会チ
ャ
ー
チ堂

」
か
ら
出
て
く
る
美
禰
子
に
出
会
う
場
面
が
あ
る
。
美
禰
子
は
研
究
に
没
頭
す
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る
野
々
宮
と
の
関
わ
り
の
齟
齬
な
ど
の
屈
託
を
抱
え
て
い
る
。
彼
女
の
魅
力
は
三
四
郎
の
心
に
も
波
紋
を
な
げ
る
。
美

禰
子
は
「
わ
れ
は
我
が
咎
を
知
る
。
我
が
罪
は
常
に
我
が
前
に
あ
り
」（
詩
編
第
五
一
篇
）
と
い
う
旧
約
聖
書
の
言

葉
を
残
し
て
去
っ
て
い
き
、
後
日
別
の
男
性
と
結
婚
す
る
。
三
四
郎
が
、
こ
れ
も
美
禰
子
か
ら
以
前
に
教
え
ら
れ
た

「
迷
ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ

羊
」
を
繰
り
返
す
場
面
で
、
小
説
は
幕
を
閉
じ
る
。『
三
四
郎
』
か
ら
『
そ
れ
か
ら
』
あ
た
り
の
作
品
は
、
他

方
で
近
代
の
批
判
、
近
代
日
本
の
文
明
開
化
の
皮
相
さ
を
痛
烈
に
批
判
す
る
人
物
を
登
場
さ
せ
る
が
、
同
時
に
人
間
の

相
互
的
な
関
係
こ
そ
が
、
そ
う
し
た
批
判
者
自
体
を
再
度
俎
上
に
載
せ
る
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
批
判
者
も
ま
た
近
代

の
病
で
あ
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
無
縁
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
江
藤
淳
ら
が
そ
の
漱
石
論
で
「
原
罪
意
識
」
と
呼
ぶ
も
の
が

た
し
か
に
揺
曳
す
る
。
夏
目
の
場
合
、
そ
の
思
想
的
骨
格
の
部
分
は
、
そ
れ
以
上
深
ま
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ゆ
る
則
天

去
私
と
い
う
境
地
、
ア
ジ
ア
的
な
超
越
観
に
収
束
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
漱
石
は
、
そ
の
講
演
な
ど

の
思
想
的
骨
格
を
持
っ
た
発
言
で
は
、
人
間
の
関
係
の
「
革
新
」
を
し
ば
し
ば
語
る
（『
私
の
個
人
主
義
』
な
ど
）。
決

し
て
「
自
然
」
に
安
住
す
る
こ
と
を
良
し
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

近
代
日
本
の
哲
学
者
西
田
幾
多
郎
の
思
想
的
営
み
は
時
期
的
に
も
内
容
的
に
も
夏
目
漱
石
の
文
学
と
近
接
し
た
位
置

に
あ
る
。『
善
の
研
究
』（
明
治
四
十
四
年
）
は
主
観
と
客
観
の
二
元
論
を
越
え
る
こ
と
を
志
向
し
て
、
主
観
客
観
の

意
識
の
統
一
的
状
態
で
あ
る
純
粋
経
験
を
そ
の
体
系
の
出
発
点
と
す
る
。
出
発
点
自
体
が
内
包
す
る
独
我
論
的
な
傾
向

を
、
具
体
的
に
は
主
観
に
た
だ
よ
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
、
西
田
は
克
服
す
る
べ
く
思
索
を
つ
づ
け
る
。『
善
の
研
究
』
に

お
い
て
も
宗
教
の
篇
に
お
い
て
パ
ウ
ロ
の
「
す
で
に
我
生
き
る
に
あ
ら
ず
。
キ
リ
ス
ト
に
あ
り
て
生
き
る
な
り
」
な
ど

聖
書
の
語
句
を
引
い
て
、
宗
教
は
主
観
を
よ
り
大
き
な
客
観
に
合
一
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
く
。
西
田
は
キ
リ
ス
ト
教

と
の
関
わ
り
で
は
、
神
秘
主
義
へ
の
親
近
が
よ
く
話
題
に
さ
れ
る
が
、
人
間
の
関
係
に
関
わ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
愛
の
正

面
か
ら
の
受
容
に
目
を
留
め
る
必
要
が
あ
る
。
西
田
の
問
題
関
心
は
、
の
ち
に
中
期
の
『
私
と
汝
』（
昭
和
七
年
）
に
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引
き
継
が
れ
る
。
一
神
教
的
神
に
は
つ
ね
に
一
定
の
拒
否
感
を
た
だ
よ
わ
せ
る
西
田
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
ニ
グ
レ
ン
の

『
エ
ロ
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
』
を
参
照
言
及
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
の
核
心
を
理
解
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。

西
田
の
営
み
は
、
自
己
の
哲
学
の
体
系
と
結
構
を
ま
も
り
つ
つ
、
最
大
限
キ
リ
ス
ト
教
的
愛
を
東
洋
的
宗
教
観
と
接
合

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

近
代
日
本
に
お
い
て
信
仰
と
愛
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
人
間
の
関
係
つ
い
て
も
た
ら
し
た
新
た
な

視
点
は
今
に
至
る
ま
で
大
き
な
影
響
を
残
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
外
部
に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
観

は
、
習
慣
的
な
人
間
の
関
係
に
覚
醒
あ
る
い
は
あ
る
種
の
違
和
の
感
覚
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
故
深
い
刻
印
を
与
え
て
き

た
の
で
あ
る
。

最
近
、
三
木
清
を
対
象
と
す
る
修
士
論
文
を
書
い
た
大
学
院
生
の
指
導
を
す
る
機
会
を
得
た
。
ま
た
ゼ
ミ
で
の
議
論

を
き
っ
か
け
に
あ
ら
た
め
て
そ
の
思
想
を
考
え
る
機
会
と
な
っ
た
。
三
木
清
の
晩
年
の
親
鸞
へ
の
傾
倒
は
、
三
木
の
初

期
の
パ
ス
カ
ル
へ
の
傾
倒
と
対
比
さ
せ
た
と
き
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
と
そ
の
根
拠
を
理
解

し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
最
後
は
、
相
交
わ
ら
な
い
で
そ
の
思
想
を
完
結
さ
せ
た
哲
学
や
倫
理
学
的
探
求
は
数
多
く
あ
る

が
、
三
木
の
場
合
も
そ
の
一
例
と
な
る
だ
ろ
う
。

人
間
は
習
慣
的
な
関
係
性
を
生
き
つ
つ
、
そ
の
在
り
方
自
体
を
対
象
化
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
自
己
を
離
れ
自

己
の
環
境
を
離
れ
、
自
己
と
環
境
世
界
に
対
し
て
、
一
定
の
距
離
を
置
き
、
客
観
的
に
反
省
し
う
る
人
間
存
在
の
在

り
方
を
三
木
は
耳
慣
れ
ぬ
用
語
を
使
い
「
離
心
性
」
と
表
現
す
る
。
三
木
は
、
こ
の
語
を
社
会
学
者
プ
レ
ス
ナ
ー
の

“E
xzentrizität ”

（
脱
中
心
性
）
の
訳
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
訳
語
を
あ
え
て
使
用
す
る
の
は
、
三
木
が
初

期
の
パ
ス
カ
ル
研
究
を
と
お
し
て
、
信
仰
者
パ
ス
カ
ル
の
核
心
に
近
づ
き
、「
慈
悲
の
秩
序
」（
愛
の
秩
序
）
に
理
解
と

共
感
を
抱
き
な
が
ら
、
後
年
唯
物
論
研
究
、
歴
史
哲
学
研
究
を
通
過
し
、
晩
年
母
の
宗
教
で
あ
る
浄
土
真
宗
と
親
鸞
に
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も
ど
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
離
心
性
」
は
三
木
の
場
合
、
生
の
根
本
的
は
窮
迫
性
を
意
味
し
、

そ
の
窮
迫
の
終
わ
り
な
き
無
限
性
の
故
に
、
そ
れ
は
宗
教
的
な
る
も
の
の
内
に
至
っ
て
、
よ
り
高
次
の
生
に
達
す
る
も

の
と
解
さ
れ
る
。
別
の
表
現
と
し
て
「
脱
魂
的
」
も
三
木
は
使
う
が
、
そ
れ
は
三
木
な
り
に
即
自
的
な
魂
か
ら
い
わ
ば

霊
性
へ
の
道
行
の
過
程
を
見
据
え
て
い
た
故
で
あ
る
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
三
木
の
場
合
、「
離
心
性
」
は

最
後
に
は
人
間
が
パ
ト
ス
的
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
ぬ
け
、
あ
ら
た
め
て
よ
り
高
次
の
生
に
至
る
宗
教
性
の
動
態
の
端
緒

と
な
る
。
そ
の
意
味
で
「
離
心
性
」
は
宗
教
的
な
も
の
へ
の
新
た
な
根
付
き
を
遠
望
し
た
用
語
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
の
宗
教
性
を
理
解
し
つ
つ
究
極
的
に
三
木
が
至
り
つ
い
た
地
点
に
は
、
近
代
日

本
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
親
近
し
な
が
ら
外
部
に
と
ど
ま
っ
た
思
索
の
ひ
と
つ
の
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
近
代
の
知
性
と
の
関
わ
り
と
い
う
狭
い
枠
内
か
ら
見
た
と
き
の
一
風
景
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
問
い
か
け
は
、
と
く
に
関
係
の
倫
理
の
問
題
は
、
知
性
に
と
ど
ま
ら
な
い
全
体
的
な
人
間
の
営
み
の
広

が
り
の
な
か
に
お
い
て
の
日
本
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
意
義
と
意
味
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
愛
と
キ
リ
ス
ト
教
的
倫

理
の
た
ゆ
ま
ぬ
実
践
こ
そ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
問
い
に
応
答
す
る
た
だ
一
つ
の
道
で
あ
り
責
務
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。


