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日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
の
死
生
観

1

1

内
村
鑑
三
を
中
心
に
ー
ー
ー

日本人キリスト者の死生観

死
生
観
と
い
え
ば
、
字
義
ど
お
り
に
は
「
死
と
生
と
」
を
め
ぐ
る
思
索
内
容
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
死
生
と
い
う
場
合
、

一
般
に
は
死
の
方
に
重
点
が
置
か

れ
る
。
本
論
も
、

日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
の
死
を
め
ぐ
る
思
索
を
取
り
上
げ
る
も
の

で
あ
る
。

死
と
い
う
テ
l
マ
は
万
人
に
と
っ
て
の
避
け
難
い
課
題
で
あ
る
。
日
頃
は
こ
れ

と
い
っ
た
人
生
観
も
持
た
ず
何
と
は
な
し
に
惰
性
で
日
を
送
っ
て
い
て
も
、
あ
る

い
は
更
に
、

お
よ
そ
大
抵
の
こ
と
に
は
無
関
心
、

無
感
動
に
生
き
て
い
て
も
、
身

近
に
死
を
体
験
し
た
り
、
自
分
自
身
の
間
近
い
死
を
告
知
さ
れ
た
り
す
れ
ば
、
人

は
こ
の
事
態
を
自
己
の
心
の
中
に
ど
う
受
容
す
る
か
と
い
う
難
題
と
取
り
組
ま
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
生
の
意
味
を
問
う
こ

と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
死
は
万
人
を
否
応
な
し
に
人
生
の
基
本
問
題
に
直
面

さ
せ
る
テ
l
マ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
死
を
め
ぐ
っ
て
の
思
索
は
ま
さ
し
く
死

生
観
、
す
な
わ
ち
「
死
と
生
と
」
を
め
ぐ
る
思
索
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

鵜

宗谷

沼

子

る
さ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
の
死
の
問
題
も
、
基
本
的
に
は
万
人
に
普
遍
的

な
テ
l
マ
と
し
て
の
性
格
を
担
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か

し
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
死
と
は
、
単
に
個
的
な
テ
l
マ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
中
核
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。
従
つ
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て
死
の
問
題
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
は
、
大
多
数
の
日
本
人

が
そ
う
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、

い
わ
ば

H

素
手
で
H

こ
れ
と
取
り
組
む
の
で
は

な
く
、
教
義
の
枠
の
中
で
、
言
い
か
え
れ
ば
福
音
に
お
い
て
示
さ
れ
る
死
の
理
解

と
の
緊
張
の
下
で
、
こ
れ
と
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
け
る
死
の
と
ら
え
方
、
と
り
わ
け
新
約
聖

書
に
お
け
る
パ
ウ
ロ
の
理
解
は
、

日
本
人
の
伝
統
的
死
生
観
と
い
わ
れ
る
も
の
と

は
き
わ
め
て
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
人
の
死

生
観
に
つ
い
て
は
の
ち
に
触
れ
る
が
、

日
常
的
に
も
あ
き
ら
め
、
は
か
な
さ
、
悲

哀
、
あ
る
い
は
大
自
然
や
宇
宙
に
帰
る
、
浄
土
に
往
く
な
ど
の
想
念
を
と
も
な
っ

て
語
ら
れ
る
日
本
人
の
死
生
観
は
、
聖
書
的
な
死
の
理
解
と
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
の

も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
東
京
神
学
大
学
で



「
死
の
陰
の
谷
を
歩
む
と
も
|
|
死
に
ゆ
く
者
へ
の
福
音
」
と
い
う
テ
!
マ
で
行

わ
れ
た
全
学
修
養
会
の
記
艇
を
見
る
と
、
企
画
委
員
会
に
よ
る
巻
頭
言
の
冒
頭
に
、

「
「
生
」
と
「
死
」
の
問
題
は
人
間
に
と
っ
て
神
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
ど
う
し
て

も
対
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
、
医
学
教

育
の
中
で
も
、
神
学
教
育
の
中
で
も
、
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
無
か
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
」
と
書
き
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
企
画
者
の
発
想
に
つ

い
て
、
教
授
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
担
当
者
の
一
人
加
藤
常
昭
氏
は
そ
の
講
演
の
中
で
、

「
皆
さ
ん
は
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
た
の
で
し
ょ
う
。
バ
プ
テ
ス
マ
と
は
何
か
と
言

日本人キリスト者の死生観

ロ
マ
書
六
章
が
最
も
鋭
く
言
っ
て
い
る
様
に
、
死
を
意
味
す
る
の
で
す
ね
。

え
ば
、

死
ん
だ
の
で
す
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
と
共
に
生
き
る
の
で
す
。
肉
体
的
に
は
ピ
ン

ピ
ン
し
て
い
て
も
、

や
は
り
肉
体
的
な
死
が
表
わ
す
事
実
と
い
う
も
の
に
、
も
う

そ
こ
で
皆
さ
ん
は
一
度
対
決
し
て
い
る
訳
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
間
と
し
て
神

学
校
で
、

い
っ
た
い
キ
リ
ス
ト
の
救
い
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
学
ん
で
い
る

は
ず
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
間
が
、
死
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
が
な
い
と
か
、

死
に
対
す
る
言
葉
を
持
た
な
い
と
い
う
の
が
、
基
本
的
に
お
か
し
く
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
私
の
問
い
な
の
で
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
思
う
に
加
藤
氏
は
、

修
養
会
の
テ
l
マ
が
た
と
え
ば
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
現
場
で
の
伝
道
と
い
う
よ

う
な
特
殊
な
ケ
l
ス
を
想
定
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
な

が
ら
も
、
学
生
た
ち
の
中
で
聖
書
に
お
け
る
死
が
神
学
世
界
の
こ
と
と
し
て
い
わ

ば
H

抽
象
化
H

さ
れ
、
現
実
の
死
と
遊
離
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
慎
さ
れ

て
、
そ
の
こ
と
に
た
い
し
て
鋭
い
警
告
を
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
た
理
由
の
一
面
を
私
な
り
に
推
し
測
る
こ
と
が
許
さ
れ

れ
ば
、
そ
の
背
景
に
は
ひ
と
つ
に
は
、
死
に
た
い
す
る
日
本
人
の
伝
統
的
な
理
解

や
素
朴
な
感
覚
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
死
の
理
解
と
の
聞
に
容
易
に
は
越
え
難
い

隔
た
り
が
あ
る
こ
と
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
確
か
に
現
代
人
で
あ
る
わ

れ
わ
れ
は
、
も
は
や
か
つ
て
の
浄
土
往
生
、
祖
霊
に
帰
る
な
ど
の
感
覚
に
素
朴
に

身
を
委
ね
て
死
を
迎
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
お

多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
た
と
え
ば
パ
ウ
ロ
の
「
罪
の
支
払
う
報
酬
は
死
で
あ

る
」
(
ロ

l
マ
人
へ
の
手
紙
六
章
二
三
節
)
と
い
う
言
葉
を
真
に
実
感
を
も
っ
て

受
け
と
め
る
の
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
相
良
亨
氏
は
次
の

よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
死
は
「
罪
に
よ
っ
て
死
は
世
に
入
り
、
凡
て
の
人
、

罪
を
犯
し
し
故
に
死
は
凡
て
の
人
に
及
べ
り
」
(
ロ
マ
書
)
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
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ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
犯
し
た
罪
に
よ
っ
て
、
原
罪
を
負
う
人
間
は
死
な
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
う
ち
に
生
き
た

人
々
に
と
っ
て
、
死
は
罪
ゆ
え
に
、
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な

死
の
理
解
は
、

一
般
の
日
本
人
の
容
易
に
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
ま

た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
装
い
を
と
り
去
っ
て
も
、
死
を
、
極
刑
を
、
つ
け
る
恐
怖
に

相
当
す
る
恐
怖
の
心
を
も
っ
て
う
け
と
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
お
い
て
、

(

2

)

}

 

日
本
人
の
死
の
感
覚
と
は
相
当
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
」
。

一
般
の

こ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
死
の
理
解
」
の
一
面
に
過
ぎ
ぬ
と
し
て
も
、
キ
リ

ス
ト
者
に
と
っ
て
死
が
「
罪
の
支
払
う
報
酬
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
刑

を
受
け
る
者
の
恐
怖
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
が
現
実

に
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
の
う
ち
で
、
そ
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
死
と
の
対
座
を



試
み
る
者
が
ど
れ
だ
け
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
自
身
、
右
の
文
中
の
、
「
死
を
、

極
刑
を
、
つ
け
る
恐
怖
に
相
当
す
る
恐
怖
の
心
を
も
っ
て
う
け
と
る
」
と
い
う
く
だ

り
に
は
、
率
直
に
言
っ
て
虚
を
つ
か
れ
た
感
じ
が
し
た
の
で
あ
っ
た
。
察
す
る
と

こ
ろ
、
大
多
数
の
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
が
死
に
臨
ん
で
心
に
抱
く
の
は
、
あ
る
い

は
希
う
の
は
、
恐
怖
と
は
正
反
対
の
、
「
主
の
み
も
と
に
行
く
」
と
い
う
安
ら
ぎ

で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
主
よ
み
も
と
に
近
づ
か
ん
」
と
い
う
現
行
讃
美
歌
三
二

O

番
が
、

日
々
の
生
活
の
「
向
上
」
を
テ
l
マ
と
し
た
歌
に
分
類
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
葬
儀
の
歌
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
、
こ
の
こ
と

日本人キリスト者の死生観

を
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
ち
な
み
に
、
前
記
の
東
京
神

学
大
学
全
学
修
養
会
が
行
っ
た
、
「
死
」
に
関
す
る
学
生
意
識
調
査
に
よ
る
と
、

自
分
の
葬
儀
の
時
に
必
ず
歌
っ
て
も
ら
い
た
い
讃
美
歌
と
し
て
こ
の
三
二

O
番
が

ト
ッ
プ
を
占
め
て
い
た
と
い
う
。
加
藤
氏
は
そ
う
し
た
学
生
の
意
識
に
も
触
れ
て
、

神
学
生
が
自
分
の
葬
儀
の
歌
と
し
て
推
す
讃
美
歌
が
三
二

O
番
で
あ
る
と
い
う
の

は
「
何
か
寂
し
い
よ
う
な
気
」
が
す
る
と
評
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
こ
で
日
本
人
の
伝
統
的
死
生
観
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
。
相
良
亨
氏
は
日
本
人
の
死
生
観
に
関
す
る
文
献
で
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て

加
藤
周
一
、

M
・
ラ
イ
シ
ュ
、

R
・
J
・
リ
フ
ト
ン
三
氏
の
共
同
研
究
に
も
と
づ

く
『
日
本
人
の
死
生
観
』
と
磯
部
忠
正
氏
の

『
「
無
常
」
の
構
造
』
と
を
あ
げ
、

「
日
本
人
の
死
生
観
の
基
本
線
は
ほ
ぼ
こ
の
両
書
に
素
描
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て

(3) 

よ
か
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
に
教
え
ら
れ
な
が
ら
、
加
藤
氏
が
同
書

の
終
章
で
、
近
代
日
本
人
の
死
に
た
い
す
る
態
度
の
特
徴
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る

五
項
目
を
手
が
か
り
に
本
論
に
必
要
な
範
囲
内
で
日
本
人
の
死
生
観
の
基
本
を
押

え
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
「
家
族
、
血
縁
共
同
体
、
あ
る
い
は
ム
ラ
共
同
体
は
、
そ
の
成
員
と

し
て
生
者
と
死
者
を
含
む
。
死
と
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
期
間
、
同
じ
共
同
体
の

(4) 

成
員
の
第
一
の
地
位
か
ら
第
二
の
地
位
へ
移
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
な
お
残
る
盆
の
行
事
な
ど
は
、
そ
う
し
た
死
生
観
に

も
と
づ
く
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
柳
田
国
男
が
記
し
た
よ
う
な
祖
霊
信

仰
や
祖
先
回
帰
の
民
俗
の
根
底
に
あ
る
も
の
も
こ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
は
、
生
前
に
属
し
た
共
同
体
に
お
け
る
人
間
関
係
の
粋
は
死
後
も
そ

の
ま
ま
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
「
死
の
哲
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
宇
宙
」

の
な
か
へ
入
っ
て
行
き
、
そ
こ
に
し
ば
ら
く
と
ど
ま
り
、
次
第
に
融
け
な
が
ら
消

え
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
更
に
、
こ
の
「
宇
宙
」

-3-

へ
「
入
つ

て
」
い
く
と
い
う
死
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
個
人
差
を
排
除
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
「
人
間
の
死
に
介
入
す
る
超
越
的
権
威
」
が

存
在
し
な
い
の
で
「
最
後
の
審
判
」
の
思
想
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

D

そ
こ
で
は
個
人
の
生
涯
の
差
に
よ
っ
て
死
後
の
世
界
で
の
あ
り
方
が
変
る
と
い
う

こ
と
は
な
い
。
確
か
に
仏
教
の
中
に
も
「
因
果
応
報
」
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
阿
弥
陀
仏
や
地
蔵
は
本
来
、
死
に
ゆ
く
者
が
十
分
に
信
仰
し
さ

え
す
れ
ば
審
判
を
相
対
化
し
て
誰
で
も
救
う
こ
と
が
で
き
、
「
徳
川
時
代
の
文
化

の
世
俗
化
は
、
大
衆
的
な
仏
教
世
界
観
の
な
か
か
ら
、
審
判
と
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ

を
と
り
去
り
、
誰
で
も
同
じ
よ
う
に
救
う
阿
弥
陀
信
仰
を
の
こ
し
た
」
と
さ
れ
て

い
る
。
親
驚
に
従
っ
て
阿
弥
陀
仏
と
は
「
自
然
の
や
う
」
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら

「
末
燈
紗
」
)
、
そ
れ
は
浄
土
を
司
る
超
越
的
な
権
威
、
人
格
的



絶
対
者
で
あ
る
よ
り
は
、
「
「
宇
宙
」
の
人
格
化
の
一
型
」
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
最
後
に
、
「
一
般
に
日
本
人
の
死
に
対
す
る
態
度
は
、
感
情
的
に
は

「
宇
宙
」
の
秩
序
の
、
知
的
に
は
自
然
の
秩
序
の
、
あ
き
ら
め
を
も
っ
て
の
受
け

入
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る

D

そ
の
背
景
は
、
死
と
日
常
生
活
上
と
の
断
絶
、
す
な

わ
ち
、
死
の
残
酷
で
劇
的
な
非
日
常
性
を
、
強
調
し
な
か
っ
た
文
化
で
あ
る
」
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
系
の
病
院
で
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
に
た
ず
さ
わ

日
本
の
庶
民
の
死
に
み
ら
れ
る
特
色
の
ひ
と
つ
は
「
あ
き
ら
め
の

E

P

り
)
、

死
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
し
る
カ
死
に
ゆ
く
本
人
も
看
取
る
家
族
も
含
め
、
近

る
一
医
師
は
、

日本人キリスト者の死生観

づ
く
死
を
予
感
し
つ
つ
こ
れ
を
「
あ
き
ら
め
」
て
迎
え
る
と
い
う
光
景
は
、
多
く

の
日
本
人
に
と
っ
て
ご
く
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
死
と
日
常
性
と
の

断
絶
感
が
稀
薄
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
関
し
て
は
、
臨
床
心
理
学
者
と
し
て
多
く

の
日
本
人
の
死
生
を
め
ぐ
る
葛
藤
に
立
ち
会
わ
れ
て
い
る
河
合
隼
雄
氏
が
、
神
経

症
で
自
殺
を
企
て
て
未
遂
に
終
っ
た
人
が
そ
の
時
の
心
境
を
説
明
し
て
、
た
と
え

て
言
え
ば
部
屋
の
空
気
が
濁
っ
て
息
苦
し
く
な
っ
て
き
た
と
き
、
そ
こ
を
逃
れ
る

た
め
に
「
障
子
を
あ
け
て
隣
の
部
屋
に
行
こ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
言
っ

た
と
い
う
例
を
あ
げ
て
、
「
日
本
人
に
と
っ
て
、
生
と
死
と
を
分
け
る
隔
壁
は
あ

ん
が
い
に
薄
く
、
生
と
死
が
連
続
的
に
さ
え
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」

(6) 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

日
本
人
の
死
生
観
の
基
本
と
い
う
底
の
深
い
テ
l
マ
を
簡
単
に
押
え
る
な
ど
と

い
う
こ
と
は
私
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
、
以
上
、
ま
こ
と
に
便
宜
的

で
は
あ
る
が
、
相
良
氏
に
教
え
ら
れ
つ
つ
加
藤
氏
の
所
論
を
借
り
る
か
た
ち
で
、

本
稿
の
展
開
に
必
要
な
範
囲
内
で
そ
の
輪
郭
を
示
さ
せ
て
い
た
、
だ
い
た
。
ま
た
相

良
氏
は
以
上
に
加
え
て
、
磯
部
忠
正
『
「
無
常
」
の
構
造
』
が
日
本
人
の
生
き
方

を
「
大
き
な
自
然
の
い
の
ち
の
リ
ズ
ム
」

へ
の
帰
入
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
相
良
氏
は
、

日
本
人
は
一
般
に
生
と
死
と
の
断
絶
を
恐
怖

感
よ
り
も
悲
哀
感
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
、
死
は
悲
し

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
方
に
お
い
て
「
あ
き
ら
め
」
と
な
り
、
積
極
的

に
は
自
己
制
御
と
し
て
の
「
覚
悟
」
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、

日
本
人
の
死
生
観
の
基
本
が
こ
の
よ
う
に
押
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
伝
統
に
馴
れ
親
し
ん
だ
者
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
出
会
い

は
死
に
つ
い
て
の
全
く
異
質
な
理
解
と
の
出
会
い
で
も
あ
っ
た

D

そ
う
で
あ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
信
仰
主
体
と
し
て
聖
書
的
な
死
を
そ
の
真
意
に
お
い
て
受
け
入
れ
る

こ
と
は
、
そ
れ
自
体
き
わ
め
て
困
難
な
課
題
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
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本
人
キ
リ
ス
ト
者
は
死
を
め
ぐ
る
聖
書
の
教
示
を
受
け
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
果

し
て
死
に
つ
い
て
の
自
己
の
い
つ
わ
り
の
な
い
実
感
に
根
ざ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
も
し
も
死
が
現
実
感
覚
の
手
応
え
を
失
っ
た
次
元
で
語
ら
れ
る
な
ら
、
死
と

復
活
と
い
う
福
音
の
中
核
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
、
悪
し
き
意
味
で
の

H

理
念
性
ヘ

H

象
徴
性
H

の
枠
を
越
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
聖
書
的

な
死
を
、

日
本
人
の
在
来
の
死
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
受
け
と
め
る
な
ら
、
罪
と
死

を
め
ぐ
る
聖
書
の
教
示
の
も
つ
厳
し
さ
も
見
失
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

う
し
た
意
味
で
、

日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
に
お
い
て
死
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら

れ
た
か
を
問
う
こ
と
は
、
そ
の
信
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
に
も
つ
な
が

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
が
死
と
い
う

課
題
と
い
か
に
取
り
組
ん
だ
か
を
、
内
村
鑑
三
の
場
合
に
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。



一
般
に
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、
現
実
の
政
治
的
社
会
的
な
問
題
と
取
り

組
む
こ
と
に
急
で
あ
り
、
死
生
の
問
題
と
い
う
よ
う
な
、
す
ぐ
れ
て
内
面
的
な
課

題
に
そ
れ
自
体
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
言
、
つ
ま
で

も
な
く
魂
の
看
取
り
に
与
る
者
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
個
々
の
牧
会
教

導
の
場
面
で
は
多
く
の
言
葉
が
語
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
死
生

日本人キリスト者の死生観

を
そ
れ
と
し
て
問
題
に
し
た
文
献
は
多
く
は
な
く
、
当
面
の
テ
l
マ
の
考
察
に
は

決
し
て
充
分
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
聖
書
に
お
け
る
死
の
理
解
を
正
面

か
ら
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
と
の
緊
張
の
下
に
自
己
の
死
生
の
問
題
と
対
座
し
た
の

は
内
村
鑑
三
で
あ
る
。
彼
は
い
う
、

「
死
に
つ
い
て
聖
書
の
教
う
る
と
こ
ろ
は
明
瞭
で
あ
り
ま
す
。
:
:
:
人
に
と
っ

て
は
死
は
災
禍
で
あ
る
、
刑
罰
で
あ
る
。
「
罪
の
価
は
死
な
り
」
と
あ
り
て
、
人

は
罪
の
ゆ
え
に
死
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
。
聖
書
は
か
く
明
ら
か
に

示
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
聖
書
は
死
を
、
罪
の
ゆ
え
に
人
に
加
え
ら
れ
し
の
ろ
い
と

し
て
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
死
は
忌
む
べ
き
も
の
、
恐
る
べ
き
も

の
、
い
か
に
か
し
て
取
り
除
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
教
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
死
は

始
祖
ア
ダ
ム
と
エ
パ
の
罪
を
も
っ
て
人
類
に
臨
み
、
人
類
は
始
祖
の
罪
を
繰
り
返

し
て
同
じ
く
死
刑
に
処
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
教
え
ま
す
」
(
『
内
村
鑑
三
信
仰
著
作

全
集
-
M
H
」

二
七
八
頁
。
以
下
、
信
日
・
二
七
八
と
略
記
)
。

小
原
信
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
聖
書
研
究
は
鑑
三
の
天
職
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
生
涯
を
か
け
、
そ
れ
に
す
べ
て
乃
テ
l
マ
を
み
つ
け
た
鑑
三
は
、
聖
書
と
の

(7) 

関
係
で
人
生
を
か
た
り
、
世
界
を
な
が
め
、
歴
史
を
解
釈
し
た
の
で
あ
る
」
。
そ

う
し
た
内
村
に
と
っ
て
死
生
の
問
題
と
の
取
り
組
み
の
起
点
も
、
ま
ず
聖
書
の
死

の
教
示
を
確
認
し
、
こ
れ
を
死
に
た
い
す
る
自
ら
の
姿
勢
を
固
定
さ
せ
る
た
め
の

動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
礎
石
と
す
る
こ
と
に
置
か
れ
た
。
そ
の
聖
書
が
死
に
つ
い
て

教
え
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
「
明
瞭
」
で
あ
る
D

聖
書
に
よ
れ
ば
死
は
罪
の
ゆ
え

に
人
に
加
え
ら
れ
る
刑
で
あ
る
。
死
は
始
祖
の
犯
し
た
罪
に
よ
っ
て
人
類
に
臨
み
、

そ
の
結
果
、
全
人
類
が
罪
の
報
酬
と
し
て
の
死
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
死
に
つ
い
て
の
聖
書
の
示
し
は
「
実
に
驚
く
べ
き
教
示
」
で

あ
り
、
か
っ
「
明
瞭
大
胆
」
な
教
示
で
あ
る
。

だ
が
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
驚
く
べ
き
教
示
」
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
驚
き
を
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も
っ
て
心
に
収
め
得
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
ま
た
「
明
瞭
」
で
あ
る
こ
と
は

疑
う
余
地
も
な
く
受
容
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
か
え
っ
て
そ

れ
は
、
「
一
見
し
て
ま
こ
と
に
不
合
理
の
教
え
」
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
死
を

め
ぐ
る
人
間
の
思
い
ほ
ど
「
ふ
し
ぎ
な
る
も
の
」
は
な
い

D

死
は
万
人
の
も
の
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
個
に
と
っ
て
究
極
的
に
非
日
常
的
で
も
あ
る
。

「
こ
れ
は
実
に
ふ
し
ぎ
」
で
は
な
い
か
。
と
彼
は
一
言
、
っ
。
思
う
に
死
は
人
間
に
と

っ
て
、
有
限
な
人
間
の
思
慮
を
こ
え
た
世
界
と
宇
宙
の
諸
相
の
中
で
も
最
も
根
源

的
な
謎
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
謎
に
た
い
す
る
答
は
、
死
は
「
罪
の
支
払
う
報

酬
」
で
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
自
体
ま
こ
と
に
「
不
合
理
」
な
教
示
と
し
て
、
信
仰

主
体
に
た
い
し
て
超
越
の
側
か
ら
絶
対
的
一
方
的
に
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
正

宗
白
鳥
は
内
村
が
、
「
人
間
の
姿
自
己
の
心
の
影
を
よ
く
見
詰
め
な
か
っ
た
」
と



批
判
し
つ
つ
、
「
初
め
か
ら
、
神
の
愛
だ
の
救
ひ
だ
の
永
生
だ
の
を
前
に
置
い
て
、

い
や
で
も
応
で
も
自
分
の
身
を
其
慮
へ
託
し
て
安
易
を
得
ょ
う
と
し
て
ゐ
る
や
う

(8)

、

(9)

ー
、

に
思
は
れ
る
」
と
評
す
る

D

死
と
い
う
謎
を
め
ぐ
る
こ
の
「
神
話
」
は
、
し
か
し
、

人
間
の
姿
自
己
の
真
の
心
の
影
を
見
詰
め
」
る
こ
と
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
、
既
成
の
「
神
話
」
の
中
か
ら
自
己
の
死
生
観
に
意
味
と
方
向
づ

け
を
与
え
得
る
も
の
と
し
て
選
ぴ
と
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
(
さ
ら
に
言
え
ば

そ
れ
は
単
な
る
「
安
心
」
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
)
。
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
は
こ
の
「
神
話
」
を
、
神
へ
の
信
仰
的
応
答
の

日本人キリスト者の死生観

動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
部
分
と
し
て
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
死
生
を
め

ぐ
る
内
村
の
課
題
の
基
本
は
、
こ
の
超
越
的
な
「
神
話
」
を
い
か
に
し
て
信
仰
主

体
と
し
て
の
自
己
に
と
っ
て
真
に
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
か
、
自
ら

の
死
生
観
に
と
っ
て
真
に
生
き
た
方
向
性
を
与
え
る
も
の
と
し
て
お
さ
め
と
る
か

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
内
村
に
と
っ
て
「
神
だ
の
救
ひ
だ
の
永
生
だ

の
」
が
人
間
の
真
の
姿
の
凝
視
を
経
ず
に
「
初
め
か
ら
」
「
前
に
置
」
か
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
白
鳥
の
指
摘
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は

ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質
を
つ
い
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
問
題
は
、
そ

こ
に
安
ん
じ
た
い
と
い
う
希
求
が
単
な
る
幻
想
や
教
義
の
表
層
的
な
受
容
で
は
な

く
、
真
に
主
体
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
つ
も
の
と
な
り
得
て
い
た
か
に
あ

る
。
そ
の
消
息
を
問
う
に
先
立
っ
て
、
内
村
に
お
け
る
死
生
観
の
性
格
に
つ
い
て

い
ま
少
し
考
え
て
お
き
た
い
。

死
に
つ
い
て
内
村
は
次
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。

「
世
に
死
ほ
ど
恐
ろ
し
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
「
恐
怖
の
王
」
と
称

し
ま
す
。
こ
れ
を
慰
む
る
に
足
る
も
の
は
天
上
天
下
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
生

者
必
滅
と
は
言
い
ま
す
が
、
し
か
し
死
に
際
会
す
る
ご
と
に
わ
れ
ら
は
新
し
く
そ

の
恐
怖
を
感
じ
ま
す
。
た
と
え
命
数
の
す
で
に
定
ま
り
た
る
老
人
の
死
で
あ
る
に

し
で
も
、
死
は
死
よ
り
ほ
か
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
(
信
仰
・
二
九
二
)
。

こ
れ
は
父
内
村
宜
之
の
死
後
一
週
間
目
に
書
か
れ
た
文
の
一
節
で
あ
る
が
、
彼

自
身
の
死
の
前
月
、
繰
り
返
し
襲
っ
て
く
る
心
臓
発
作
の
中
で
一
時
小
康
を
得
た

日
の
日
記
に
は
、

「
い
よ
い
よ
回
復
期
に
入
っ
た
。
ま
ず
も
っ
て
命
拾
い
を
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
死
の
門
口
ま
で
行
い
た
。
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
。

一
概
に
死
と
言
、
つ
が
、

死
は
依
然
と
し
て
恐
怖
の
玉
で
あ
る
。
今
度
と
い
う
今
度
、
「
エ
リ
、

エ
リ
、
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レ

マ
、
サ
パ
ク
タ
ニ
」
を
徹
底
的
に
実
験
し
た
。
そ
し
て
、
わ
が
愛
す
る
者
の
多
く

が
こ
の
苦
痛
を
越
え
て
他
の
世
界
へ
行
い
た
か
と
思
う
と
き
、
同
情
か
つ
尊
敬
に

堪
え
な
い
」
(
『
内
村
鑑
三
日
記
書
簡
全
集
・

4
、
三
九
二
頁
、
以
下
日
4
・
三
九

一
一
と
略
記
』
)
と
、
「
死
の
門
口
」
ま
で
行
っ
た
恐
怖
と
そ
こ
か
ら
帰
還
し
た
安
堵

感
と
が
率
直
に
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
内
村
は
、
「
自
分
の
不
安
な

(
日
)

ど
を
書
く
こ
と
に
た
い
し
て
も
抵
抗
は
な
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
が
、
晩
年
の
死

の
床
に
お
い
て
な
お
「
死
は
依
然
と
し
て
恐
怖
の
王
」
で
あ
っ
た
。
聖
書
は
死
を

「
罪
の
支
払
う
報
酬
」
と
い
い
「
罪
の
価
」
と
い
う
が
、
死
に
臨
ん
だ
恐
怖
感
に

捕
わ
れ
る
と
き
、
死
は
「
死
よ
り
ほ
か
の
」
何
も
の
で
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
感
情
が
永
生
天
国
へ
の
信
仰
に
不
安
や
懐
疑
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
質
の
も
の

で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
に
せ
よ
、
す
で
に
不
動
の
再
臨
信
仰
に
支
え



ら
れ
て
い
た
は
ず
の
時
期
に
お
い
て
さ
え
、
な
お
死
は
内
村
に
と
っ
て
、
安
ら
ぎ

や
歓
喜
よ
り
も
ま
ず
恐
怖
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
な
何
も
の
か
で
あ
っ
た
の
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
相
良
亨
氏
は
、

日
本
人
一
般
に
と
っ
て
生
と

死
と
の
断
絶
は
、
「
恐
怖
感
と
い
う
よ
り
悲
哀
感
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の

(
日
)

で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
さ
れ
、
日
本
人
の
中
に
根
強
く
流
れ
る
無
常
感
に
お
い
て

死
が
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
き
、
「
死
が
日
本
人
一
般
に

日本人キリスト者の死生観

と
っ
て
ま
ず
悲
し
い
も
の
と
し
て
う
け
と
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

(ロ)

よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、
悲
哀
感
を
と
り
去
っ
て
も

な
お
残
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
悲
哀
感
に
置
き
か
え
ら
れ
ぬ
何
も
の
か
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
こ
に
日
本
人
の
在
来
の
死
生
観
に
は
見
ら
れ
ぬ
何
も
の
か
を
発
見
で

き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
日
本
人
の
中
に
も
死
を
恐
怖
感

を
も
っ
て
受
け
と
め
る
者
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
内
村
に

お
け
る
死
へ
の
恐
怖
に
何
ら
か
の
意
味
を
読
み
と
る
た
め
に
は
、
内
村
の
い
う
恐

怖
の
内
実
が
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
は
悲
哀
感
に
解
消
さ
れ
な
い
何
も
の
か

が
あ
っ
た
の
か
、
が
間
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

死
は
「
恐
怖
の
玉
」
で
あ
る
と
い
う
内
村
の
表
白
は
ま
さ
に
生
物
的
原
初
的
な

感
覚
か
ら
発
せ
ら
れ
る
叫
び
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
何
も
の
で

も
な
く
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
を
ね
だ
ろ
う
と
す
る
の
は
読
み
こ
み
過
ぎ
に
な

る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
お
、
非
哀
感
を
も
っ
て
死
を
受
け
い
れ

て
き
た
と
い
わ
れ
る
伝
統
の
中
で
、
内
村
を
し
て
あ
え
て
死
は
恐
怖
で
あ
る
と
言

わ
し
め
た
ゆ
え
ん
を
問
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
問
い
に
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
る
の
は
、
左
の
よ
う
な
印
象
深
い
一
文
で

あ
る
。「

こ
こ
に
な
お
一
大
問
題
の
、
何
び
と
の
胸
底
に
も
存
在
す
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
死
の
問
題
で
あ
る
口
死
は
人
生
の
最
大
事
件
で
あ
る
。
人
は
何
ぴ
と
も
死

を
ま
ぬ
か
る
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
死
の
恐
ろ
し
き
は
そ
の
さ
び
し
さ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
お
い
て
あ
る
。
死
に
臨
ん
で
、
人
は
何
ぴ
と
も
絶
対
的
に
孤
独
に
な
る
の
で
あ

る。

死
に
臨
ん
で
、

人
に
国
家
も
な
け
れ
ば
、

社
会
も
な
け
れ
ば
、

家
族
も
な
い
。

わ
れ
ら
は
各
自
た
だ
一
人
、
知
ら
ざ
る
暗
き
大
洋
へ
と
単
独
(
ひ
と
り
)

で
乗
り

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
(
傍
点
筆
者
、
信
比
・
三
七
)
。

人
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
紳
を
断
た
れ
た
絶
対
的
の
孤
独
者
と
し
て
死
に
臨
ま

ね
ば
な
ら
な
い
。
死
の
恐
ろ
し
き
は
、
ま
さ
に
こ
の
絶
対
孤
独
の
さ
ぴ
し
さ
に
お
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い
で
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
生
に
お
い
て
「
国
家
」
や
「
社
会
」
や
「
家
族
」
の

中
で
の
自
他
一
体
感
に
支
え
ら
れ
て
い
た
者
で
あ
れ
ば
、
死
に
臨
ん
で
突
然
「
絶

対
的
に
孤
独
に
な
る
」
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
絶
対
的
な
孤
独
者
と
し

て
死
に
臨
む
者
は
、
生
に
お
い
て
も
「
孤
独
」
の
生
を
生
き
た
者
で
あ
る
と
言
え

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
内
村
を
し
て
「
死
に
臨
ん
で
、
人
は
何
び
と

も
絶
対
的
に
孤
独
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
言
わ
し
め
た
も
の
は
、
彼
の
生
に
お
け

る
「
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
孤
独
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

D

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
生
き
る
と
は
、
神
の
前
に
ひ
と
り
立
つ
個
と
な
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
自
他
一
体
の
「
間
柄
」
社
会
日
本
に
お
い
て
神
の
前
に
ひ
と
り
立

つ
個
と
な
り
切
る
と
い
う
こ
と
は
、
和
気
溢
れ
る
「
間
柄
」
共
同
体
か
ら
背
き
出

(
日
)

て
あ
え
て
孤
独
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
内
村
の
強
靭
な
精
神
に
お
い
て
は
、



生
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
意
味
の
孤
独
が
そ
れ
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い

D

ま
た
時
代
的
風
潮
か
ら
も
、
そ
う
し
た
質
の
課
題
が
そ
れ

自
体
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
史
で
い
え
ば
第
二
世
代
に
入
つ

て
か
ら
の
こ
と
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
死
と
い
う
極
限
の
状
況
に
臨
む
時
、

自
他
一
体
感
の
中
に
支
え
を
持
た
ぬ
者
の
孤
独
は
、
ま
さ
に
「
絶
対
的
」
な
「
孤

独
」
の
恐
怖
と
し
て
彼
に
迫
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
も
は
や
「
国
家

も
な
け
れ
ば
、
社
会
も
な
け
れ
ば
、
家
族
も
な
い
」
。
人
は
、
死
に
音
山
味
を
与
え

こ
れ
を
支
え
る
い
か
な
る
「
共
同
体
」
も
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
死
に
臨

日本人キリスト者の死生観

む
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
絶
対
的
孤
独
か
ら
の
救
済
は
も
は
や
「
共
同

体
」
の
中
に
は
求
め
得
な
い
。
そ
れ
を
可
能
と
す
る
の
は
、
「
孤
独
」
者
と
し
て

の
個
が
そ
の
前
に
立
つ
神
の
み
で
あ
ろ
う
。

内
村
に
お
け
る
死
へ
の
恐
怖
の
内
実
を
こ
の
よ
う
に
読
み
説
く
こ
と
が
で
き
る

と
す
れ
ば
、
彼
に
お
け
る
死
生
観
の
問
題
は
、
在
来
の

N

共
同
体
の
中
で
の
死
H

か
ら
決
別
し
た
者
が
、

い
か
に
し
て
新
た
に

H

超
越
者
と
の
対
座
に
お
け
る
死
H

を
自
己
の
も
の
と
す
る
か
と
い
う
課
題
に
帰
着
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う

D

超
越
者
と
の
対
座
に
介
入
し
て
く
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
罪
の
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
罪
と
そ
の
処
理
の
問
題
に
死
と
の
か
か
わ
り
か
ら
解
決
を
見
出
す
道
が
探

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
死
の
孤
独
へ
の
恐
怖
か
ら
の
究
極
的
な
解
放
は
、
そ
こ
に

お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
そ
の
よ
う
な
境

涯
が
達
せ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
先
述
の
、
罪
と
死
を
め

ぐ
る
「
神
話
」
の
真
の
主
体
化
が
な
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

内
村
に
お
い
て
そ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
探
ら
れ
た
の
か
。

内
村
は
罪
を
人
類
の
神
に
た
い
す
る
「
反
逆
」
と
受
け
と
め
た
。

「
し
か
し
て
こ
の
罪
と
は
何
で
あ
る
か
と
言
う
に
、
そ
れ
は
「
反
逆
」
で
あ
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
が
神
に
対
し
て
犯
し
た
る
反
逆
の
罪
で
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
罪
の
罪
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
罪
の
本
(
も
と
)

で
あ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
て
聖
書
が
排
議
し
て
や
ま
ざ
る
罪
は
常
に
こ
の
罪
で
あ
る
D

神
が
キ
リ
ス
ト

に
あ
り
て
除
か
ん
と
欲
し
た
ま
い
し
は
、
人
類
の
こ
の
罪
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
す

べ
て
の
背
徳
、
す
べ
て
の
苦
痛
の
本
源
が
存
す
る
の
で
あ
る
」
(
信
ロ
・
一
こ
。

「
反
逆
」
と
は
神
へ
の
背
反
で
あ
り
、
人
は
こ
の
罪
の
ゆ
え
に
「
神
の
楽
園
を
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追
わ
れ
」
、
こ
こ
に
神
人
の
「
親
子
的
関
係
」
は
絶
え
た
。
し
か
も
人
は
自
ら
の

意
図
的
な
背
信
に
よ
っ
て
神
を
離
れ
た
の
で
は
な
い

D

全
て
の
人
は
始
祖
の
犯
し

た
罪
に
よ
っ
て
神
か
ら
の
断
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
万

人
に
と
っ
て
、
存
在
の
不
可
避
的
な
条
件
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
聖
書
は
死
に
つ

い
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
罪
に
た
い
す
る
刑
で
あ
る
と
開
示
す
る
。
内

村
の
死
へ
の
抜
き
難
い
恐
怖
の
由
来
は
こ
こ
に
も
あ
っ
た
。

「
死
と
は
実
に
恐
ろ
し
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
を
「
恐
怖
の
王
」
と

は
よ
く
申
し
ま
し
た
。
:
:
:
私
ど
も
が
た
だ
に
死
を
忌
む
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
こ

れ
を
非
常
に
恐
れ
ま
す
る
の
は
、
す
な
わ
ち
私
ど
も
人
類
た
る
者
は
罪
の
罰
と
し

て
死
刑
に
処
せ
ら
る
る
を
知
る
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。
死
の
観
念
に
非
常
の
悲
惨

の
情
の
付
随
し
て
い
る
の
は
全
く
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
と
思
い
ま
す
る
」
(
信



3
・
五
二
)
。

さ
て
死
へ
の
恐
怖
と
表
裏
に
あ
る
の
は
生
へ
の
渇
望
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
内
村

に
お
い
て
死
へ
の
恐
怖
が
罪
へ
の
刑
と
し
て
の
死
へ
の
恐
怖
で
あ
っ
た
こ
と
と
対

応
し
て
、
生
へ
の
渇
望
は
単
に
生
物
的
な
生
へ
の
執
着
で
は
な
く
、
彼
の
い
う

「
内
的
生
命
」

の
旺
溢
を
も
意
味
し
て
い
た
。
彼
に
お
い
て
死
は
、
生
命
体
と
し

て
の
死
で
あ
る
と
と
も
に
霊
魂
の
死
で
も
あ
り
、
生
は
生
物
体
と
し
て
の
生
命
で

あ
る
と
と
も
に
神
的
霊
的
生
命
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
両
語
が
常
に
両
義
的

意
味
を
帯
び
、

二
つ
の
意
味
が
な
い
ま
ぜ
と
な
っ
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
死
と
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生
の
問
題
に
対
す
る
内
村
の
心
的
構
造
の
特
色
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
内
村
は
、
宗
教
の
本
領
を
「
内
的
生
命
」
を
人

に
供
す
る
力
の
中
に
見
た
。
「
宗
教
は
内
的
生
命
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
、
「
真

の
宗
教
」
が
伝
統
教
義
や
既
成
の
教
会
、
寺
院
等
の
中
に
は
な
い
こ
と
を
強
調
し

た
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
内
村
に
は
基
本
的
に
、
宗
教
と
は
「
わ
が

内
に
永
久
的
実
在
者
を
迎
え
て
、
そ
こ
に
内
的
生
命
を
営
む
こ
と
」
(
信
凶
・
三

七
)
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
。
至
高
の
存
在
者
に
よ
っ
て
「
内
的
生
命
」

が
与
え
ら
え
る
と
き
、
「
人
は
そ
の
心
霊
の
奥
殿
に
お
い
て
、
至
上
の
幸
福
を
感

じ
う
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
(
信
日
・
三
七
)
。

さ
て
生
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
罪
の
荏
桔
の
下
に
あ

る
状
態
は
「
内
的
生
命
」

の
喪
失
状
態
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
内

的
生
命
」
の
旺
溢
に
お
い
て
の
み
生
の
真
の
充
足
が
実
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、

「
内
的
生
命
」

の
枯
渇
は
「
死
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
霊
的
な
死
で
あ
り

つ
つ
同
時
に
肉
体
の
死
で
も
あ
る
。
人
は
生
命
の
源
な
る
神
を
離
れ
た
ゆ
え
に
、

「
死
は
当
然
の
結
果
と
し
て
彼
に
臨
」

信
初
・
二
八
九
)
む
こ
と
と
な
っ
た
|
|

こ
れ
が
、
聖
書
の
研
究
を
「
天
職
」
と
し
同
時
に
「
天
然
学
」
の
従
で
も
あ
っ
た

内
村
が
、
聖
書
と
天
然
と
の
接
点
に
お
い
て
見
出
し
た
、
罪
と
死
を
め
ぐ
る
「
神

話
」
の
端
的
な
理
解
で
あ
っ
た
。

罪
と
死
の
か
か
わ
り
が
こ
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た

状
況
か
ら
の
脱
出
が
い
ず
れ
の
方
向
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
お
の

ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。
生
命
の
源
で
あ
る
神
を
離
れ
た
ゆ
え
に
死
に
定
め
ら
れ
た

者
は
、
「
生
命
の
源
な
る
神
に
つ
な
が
れ
」
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
「
新
た
に
生

命
を
注
が
れ
て
、
死
に
勝
ち
生
に
入
る
」
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
内
的
生
命
の

旺
溢
は
自
己
の
内
に
生
得
的
に
先
存
す
る
能
力
の
喚
起
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
神
の
み
が
生
命
の
「
供
給
者
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
は
超
越
者

-9-

の
介
入
が
必
須
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
聖
書
に
そ
く
す
る
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
に
よ

る
罪
か
ら
の
解
放
、
神
と
の
和
の
回
復
が
死
の
克
服
に
つ
な
が
る
と
い
う
告
示
の

受
容
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
さ
れ
ば
で
す
。
神
の
最
初
の
御
目
的
に
か
な
い
、
人
に
死
が
無
き
も
の
と
な

り
て
彼
が
生
き
ん
が
た
め
に
は
、
神
が
自
己
に
そ
む
き
て
死
を
招
き
し
人
の
た
め

に
備
え
た
ま
い
し
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
て
、
生
命
の
源
な
る
父
な

る
神
に
再
び
帰
り
来
た
る
よ
り
ほ
か
に
道
は
あ
り
ま
せ
ん
」
(
信
仰
・
二
八
二
)
。

こ
こ
に
内
村
固
有
の
生
命
宗
教
観
は
聖
書
の
救
済
観
と
合
一
す
る
の
で
あ
る
。



四

罪
と
死
を
め
ぐ
る
聖
書
的
「
神
話
」
の
謎
に
た
い
し
て
内
村
が
編
み
出
し
た
解

答
は
、
ほ
ぽ
以
上
の
よ
う
に
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
は
こ

の
よ
う
な
姿
勢
に
お
い
て
自
ら
の
死
と
の
対
峠
を
試
み
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

で
は
こ
の
解
答
は
、
彼
自
身
の
死
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
真
に
主
体
の
中
に
根

を
下
し
切
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
こ
に
は
、
在
来
の
「
共
同
体
の
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中
で
の
死
」
に
代
わ
る
全
く
新
た
な
死
と
し
て
の
「
超
越
者
の
下
で
の
死
」
が
確

立
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
を
め
ぐ
っ
て
更
に
少
し
く
吟
味

し
て
み
た
い
。

キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
罪
を
除
か
れ
、
神
と
の
関
係
が
回
復
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
新

た
な
段
階
と
し
て
開
か
れ
る
の
は
復
活
と
永
生
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に

あ
っ
て
神
人
が
再
び
相
会
い
、
「
父
子
の
間
の
破
れ
し
平
和
」
が
回
復
さ
れ
る
と

き
、
「
生
命
の
水
は
再
び
死
せ
る
子
に
臨
ん
で
、
彼
は
復
活
し
て
再
び
神
の
子
と

し
て
生
く
る
に
至
る
」
(
信
初
・
二
八
二
)

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
者
に
と
っ

て
は
、
も
は
や
死
の
恐
怖
は
あ
り
え
な
い
。
「
か
く
し
て
肉
体
の
死
は
一
た
び
は

彼
に
臨
む
と
い
え
ど
も
、
復
活
の
希
望
は
あ
ざ
や
か
に
彼
に
与
え
ら
れ
て
、
死
は

生
命
に
入
る
の
門
と
し
て
恐
怖
な
く
し
て
こ
れ
を
過
ぎ
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
信

加
・
二
八
二
)

は
ず
、
だ
か
ら
で
あ
る
。
罪
に
よ
っ
て
肉
の
体
が
む
し
ば
れ
て
い
き
、

つ
い
に
朽
ち
果
て
て
死
に
至
る
と
い
う
「
悲
惨
」
が
、
「
聖
書
」
と
「
天
然
」

教
一
不
の
接
点
に
お
い
て
結
ぼ
れ
た
、
内
村
の
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
罪
が
除
か
れ
る
と
き
、
「
同
時
に
死
が
除
か
れ
」
て
永
生
に

入
る
と
い
う
超
越
か
ら
の
開
示
は
、
確
か
に
死
の
恐
怖
へ
の
福
音
と
な
り
得
る
で

あ
ろ
う
。
人
は
こ
の
開
示
の
下
に
、
「
心
静
か
に
死
に
対
し
、
勝
利
を
叫
ん
で
墓

を
迎
う
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
信
却
・
二
八
二
)

は
ず
で
あ
っ
た
。
だ
が
現
実
に

「
死
の
門
」
の
近
く
ま
で
行
っ
た
内
村
に
と
っ
て
、
死
は
な
お
「
恐
怖
の
王
」
で

あ
っ
た
。
正
宗
白
鳥
は
内
村
の
信
仰
を
、
「
よ
く
(
人
間
の
姿
や
自
己
の
真
の
心

の
)
底
を
見
詰
め
な
い
先
に
、
急
い
で
神
と
い
ふ
も
の
に
し
が
み
つ
い
て
「
も
う

(U) 

大
丈
夫
だ
/
¥
。
」
と
濁
り
で
安
ん
じ
て
い
る
や
う
」
で
あ
る
と
評
し
た
。
こ
れ

は
内
村
全
集
第
一
巻
へ
の
感
想
と
し
て
し
た
た
め
ら
れ
た
文
中
の
一
節
で
あ
る
が
、

死
に
臨
ん
で
の
内
村
の
復
活
と
永
生
の
信
仰
に
た
い
し
て
も
、
な
お
同
質
の
批
評

を
許
す
余
地
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
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解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
内
村
と
い
う
信
仰
主
体
に
お
い
て
、
聖
書
に
お
け
る
罪
と
死
の
教

義
が
い
か
に
そ
の
心
の
中
に
収
め
と
ら
れ
た
か
を
あ
と
づ
け
た
。
彼
は
彼
独
自
の

生
命
宗
教
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
介
し
て
こ
の
「
謎
」
に
ひ
と
つ
の
解
答
を
得

た
。
そ
の
筋
道
は
、
彼
の
信
仰
的
実
験
に
照
し
で
も
、
ま
た

H

論
理
的
整
合
性
H

に
お
い
て
も
、
課
題
に
相
応
の
深
み
と
説
得
力
と
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
だ
が
な

お
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
筋
道
に
、
字
義
ど
お
り
に
は
心
に
収
め
難
い
何
か
を
感
じ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
収
ま
り
難
さ
の
よ
っ
て
来
た
る
ゆ
え
ん
を
探

る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
内
村
に
お
け
る
「
生
命
」
と
「
死
」
の
も
つ
意
味
の
両
義

σ〉

性
に
つ
き
当
た
る
で
あ
ろ
う
。

先
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
一
連
の
論
議
の
中
で
、
内
村
の
い
う
「
生
命
」
は
、



神
を
供
給
源
と
す
る
霊
的
生
命
で
あ
り
つ
つ
肉
体
的
生
命
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に

応
じ
て
「
死
」
も
、
内
的
生
命
の
枯
渇
に
よ
る
霊
性
の
死
で
あ
る
と
同
時
に
肉
体

の
死
を
も
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
信
仰
主
体
と
し
て
の
内
村
に
お
い
て
は
、
こ

の
二
語
が
両
義
性
を
お
び
た
ま
ま
な
い
ま
ぜ
と
な
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
を
見
た
。

直
情
径
行
型
の
内
村
の
性
格
を
知
る
者
は
、
そ
う
し
た
語
り
を
彼
の
心
的
構
造
そ

の
も
の
の
表
わ
れ
と
し
て
受
け
と
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
く
、
こ
れ
を
伝
道
者
と

し
て
の
単
な
る

N

た
て
ま
え
H

や
、
教
化
の
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
解
さ
な
い

で
あ
ろ
う
。
だ
が
現
実
の
人
間
に
お
い
て
は
、
霊
的
生
命
と
肉
の
生
命
と
は
あ
く
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ま
で
も

H

別
の
も
の
H

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
霊
的
生
命
と
霊
性
の
死
は
常
に
象
徴

化
さ
れ
、
そ
の
表
裏
と
し
て
現
実
の
生
と
死
か
ら
限
り
な
く
遊
離
し
て
い
く
可
能

性
を
は
ら
む
。
そ
し
て
両
者
の
話
離
に
比
例
し
て
、
内
村
の
見
出
し
た
「
解
答
」

も
空
洞
化
し
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
思
う
に
内
村
が
め
ざ
し
た
よ
う
な
方

向
に
お
い
て
真
に
「
心
静
か
に
」
死
を
迎
え
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
的
生
命
の

注
ぎ
に
お
い
て
の
み
真
の
生
の
充
足
が
あ
る
と
い
う
秘
儀
的
真
理
を
、
霊
肉
の
総

体
と
し
て
の
全
人
と
し
て
、
真
に
「
心
霊
の
奥
殿
」
に
お
い
て
体
得
し
得
た
者
に

の
み
聞
か
れ
る
境
位
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
境
位
は
単
に
死

生
を
め
ぐ
る
「
神
話
」
に
心
の
拠
り
所
を
求
め
る
と
い
う
よ
う
な
心
理
的
操
作
、

心
の
や
り
く
り
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
信
仰
主
体
と
し

て
の
生
の
体
験
や
信
仰
的
修
練
の
集
積
が
必
須
の
条
件
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
内
村
の
強
靭
な
精
神
に
お
い
て
も
な
お
未
完
の
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
現

実
の
内
村
は
、
復
活
と
永
生
へ
の
歓
喜
の
中
に
死
を
迎
え
た
信
徒
た
ち
の
死
に
ざ

ま
に
畏
敬
と
賞
賛
を
捧
げ
な
が
ら
も
、
正
宗
白
鳥
が
「
親
し
み
」
を
こ
め
て
回
顧

す
る
よ
う
に
、
晩
年
の
死
の
床
で
は
「
寂
察
堪
え
ら
れ
ぬ
思
ひ
」
に
さ
い
な
ま
れ

た
ひ
と
り
の
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
歓
喜
と
し
て
の
死
を
願
望
し
な
が
ら
も

「
夜
暗
く
し
て
泣
く
赤
児
」
と
し
て
死
の
恐
怖
に
と
ら
わ
れ
続
け
、
両
者
の
間
で

低
迷
を
続
け
つ
つ
死
を
迎
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

さ
て
死
に
臨
む
内
村
の
現
実
が
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
と
づ
け
ら
れ
る
と

し
で
も
、
そ
れ
は
決
し
て
宗
教
家
と
し
て
の
内
村
の
「
未
完
」
性
を
あ
ら
わ
す
も

の
と
は
言
え
な
い
。
内
村
の
死
生
観
模
索
の
試
み
が
日
本
の
在
来
の
死
生
観
の
中

に
「
超
越
者
と
の
対
座
に
お
け
る
死
」
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
実
験
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
人
の
死
生
観
の
伝
統
の
中
に
ひ
と
つ
の
新
た
な
展
開
を
も

た
ら
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
超
越
者
の
下
で

の
死
」
が
果
し
て
ど
こ
ま
で
貫
徹
さ
れ
て
い
た
の
か
を
問
う
と
き
、
そ
こ
に
は
な
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お
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
内
村
に
お
い
て
死
後
審

判
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
口
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
字

宙
」
の
中
に
「
入
っ
て
」

い
き
、
次
第
に
融
け
な
が
ら
消
え
て
ゆ
く
と
い
う
、
死

に
つ
い
て
の
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
個
人
差
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
厳
し
い
審
判
の
思
想
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
、
生
に
お
い
て
「
全

能
の
神
の
前
に
責
任
を
負
う
」
者
で
あ
っ
た
個
は
、
死
と
死
後
に
お
い
て
も
ま
た

神
の
前
に
ひ
と
り
立
ち
審
き
を
受
け
る
個
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
罪
と
罪
の
処
理

の
問
題
は
、
究
極
的
に
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。

「
未
来
の
審
判
」
は
神
の
義
の
終
極
的
な
実
現
の
場
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

だ
が
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
の
あ
わ
れ
み
に
満
ち
た

中
保
が
「
さ
ば
き
に
勝
つ
」
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
終
極
の
滅
ぴ
を
も
予
想
す
る



審
判
は
存
在
し
な
い
。
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
罪
を
あ
が
な
わ
れ
た
者
に
は
、
永
生

は
す
で
に
こ
の
世
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
救
わ
れ
た
者
に
は
こ
の
世
で
受

け
た
永
生
が
そ
の
ま
ま
死
後
に
お
い
て
永
続
す
る
の
で
あ
る
。
信
ず
る
者
は
、
こ

の
世
に
お
い
て
す
で
に
約
束
さ
れ
た
永
生
へ
の
確
信
に
身
を
委
ね
て
死
を
迎
え
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
死
そ
の
も
の
に
は
審
き
を
予
想
さ
せ
る
厳
し
さ
は
な
い
。
そ

」
で
は
死
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
「
一
時
の
睡
眠
」
(
信
回
・
四

で
あ
り
「
よ

り
良
き
世
界
へ
の
門
」
(
信
日
・
一
一
一
一
)
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
死
が

時
に
、
移
転
や
転
宅
の
比
聡
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
永
生
の
こ
の
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世
か
ら
か
の
世
へ
の
移
動
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ

う
。
「
死
は
転
宅
で
あ
る
。
そ
う
し
て
わ
れ
ら
は
、
悪
し
き
家
よ
り
善
き
家
へ
と

移
さ
る
る
の
で
あ
る
」
(
日
1
・
二
二
七
)
。
こ
こ
に
は
も
は
や
生
と
死
と
の
断
絶

感
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
内
村
の
死
者
へ
の
思
い
に
も
反
映
し
て
い
る
。
彼
は
い

う
、
死
ん
で
い
っ
た
人
は
消
え
去
っ
た
の
で
は
な
く
「
行
っ
た
」
の
で
あ
り
、
死

者
は
今
な
お
存
在
し
て
わ
れ
わ
れ
と
交
流
し
て
い
る
と
信
じ
る
の
が
キ
リ
ス
ト
者

の
実
感
で
あ
る
と
。
そ
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
が
死
者
の
た
め
に
祈
る
こ
と

を
禁
じ
て
い
る
の
は
人
間
の
情
と
し
て
堪
え
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
言
い
、
こ
の

点
に
お
い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
考
え
方
の
ほ
う
が
聖
書
の
意
に
か
な
っ
て
い

る
と
述
べ
て
い
る

信
日
・
一

O
六
七
)
。

生
と
死
と
の
こ
う
し
た
と
ら
え
方
の
背
景
に
は
、
愛
娘
ル
ツ
子
の
死
か
ら
受
け

た
強
烈
な
印
象
と
「
死
」
の
彼
方
に
あ
る
彼
女
へ
の
絶
ち
難
い
想
い
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
死
と
生
の
こ
う
し
た
と
ら
え
方
は
、
か
つ
て
の
「
共
同
体
に
お
け

る
死
」
と
再
び
接
近
す
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、

内
村
に
お
け
る
再
臨
信
仰
の
解
釈
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う

D

内
村
に
お

け
る
再
臨
の
世
界
は
、
人
が
霊
の
み
で
な
く
身
体
と
し
て
も
救
わ
れ
、
す
べ
て
の

被
造
物
が
不
朽
の
生
命
を
与
え
ら
れ
、
真
の
正
義
と
平
和
が
臨
み
、
創
造
の
目
的

に
か
な
う
完
全
な
天
地
が
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
審
判

の
世
界
で
あ
る
よ
り
は
義
の
完
全
な
現
成
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
根
本
に
お

い
て
は
他
界
的
な
力
の
究
極
的
な
現
れ
と
し
て
待
望
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、

な
お
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
内
村
が
こ
の
世
に
お
い
て
希
求
し
続
け
た
完
全
な

「
共
同
体
」
の
姿
の
投
影
を
感
じ
と
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
本
質
に
お

い
て
は
他
界
的
な
究
極
の
「
共
同
体
」
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
彼
が
死
の
最
終
的
な

支
え
と
し
て
希
求
し
た
の
は
、
愛
す
る
者
が
身
体
と
し
て
も
救
わ
れ
て
共
に
永
生

を
享
受
す
る
と
い
う

N

共
同
体
的
H

世
界
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

-12-

日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
死
生
の
問
題
を
考
え
る
者
に
な
お
多
く
の
問
題
と
示

唆
と
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
内
村
鑑
三
が
、

死
生
を
め
ぐ
る
聖
書
の
教
示
を
「
初
め
か
ら
」

「
前
に
置
」
く
こ
と
か
ら
出
発
し
、

い
か
に
か
し
て
こ
れ
を
主
体
化
し
よ
う
と
し

た
苦
闘
を
あ
と
づ
け
た
。
そ
の
現
化
と
い
う
課
題
は
未
完
に
終
っ
た
に
せ
よ
、
そ

れ
は
伝
来
の
死
生
観
の
中
に
全
く
新
た
な
思
索
と
実
践
の
模
を
打
ち
込
も
う
と
す

る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
な
お
、
在
来
の
死
生
観
の
投
影
を
見
出
す
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
聖
書
的
死
生
観
の
受
容
に
あ
た
っ
て
、
果
し

て
日
本
人
の
死
生
観
を
全
的
に
乗
り
こ
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
も
し
も
そ
れ
が

基
本
的
に
聖
書
の
救
済
の
方
向
に
そ
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
日
本
的
死
生



観
の
伝
統
を
保
ち
つ
つ
福
音
を
主
体
化
す
る
道
を
探
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
方
向
を
見
出
す
こ
と
は
、

日
本
に
お
け
る
福
音
の
受
容
と
継

承
に
と
っ
て
真
に
生
産
的
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
先
駆
者
た
ち
の
思
索
を
吟
味
し
つ
つ
そ
の
良
き
も
の
を
継
承
し
て
ゆ
こ
う

と
す
る
者
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
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Japanese Christians' Concept of Life and Death with Special 
Emphasis on the 

Thought of Kanzo UCHIMURA 

Hiroko UNUMA 

The traditional Japanese concept of life and death is said to be drastically different from that 

of Christianity, eapecially the thought of Paul in the New Testament where death is considered 

to be the wages of sin. Accordingly, the core of the problem for Japanese Christians is how to 

understand the Biblical concept of death and accept it in the depth of their hearts. 

This study examines how this task is dealt with and achieved in the case of Kanzo UCHI

MURA, one of the representative Christian leaders of modern Japan. 

Key words; Death as the Wages of Sin, Spiritual and Physical Life, The Resurrection, Eternal 

Life, The Second Advent 
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