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宗
教
は
神
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
は
哲
学
で
も
な
く
科
学
で
も
な
く
、
宗

教
は
生
活
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
幽
顕
に
わ
た
る
生
活
で
あ
り
、
つ
ね
に
善
き
生

活
、
美
し
き
生
活
に
す
こ
し
づ
つ
で
も
近
づ
く
姿
勢
を
と
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
も
真
の
宗
教
は
人
間
の
分
別
や
工
夫
で
製
作
さ
れ
ず
、
天
造
の
も
の
で
あ
り

ま
す
。
人
間
は
立
派
な
羅
針
盤
を
つ
く
る
こ
と
は
出
来
ま
す
。
し
か
し
羅
針
盤
が
、

ど
の
航
路
を
え
ら
ぶ
べ
き
か
を
考
へ
て
は
呉
れ
ま
せ
ん
。 

 

真
の
古
神
道
、
記
紀
以
前
の
此
の
「
し
ま
ぐ
に
」
の
古
神
仙
道
と
い
ふ
も
の
は
、

何
等
い
は
ゆ
る
超
国
家
主
義
的
な
色
彩
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
や
エ
ジ

プ
ト
や
イ
ス
ラ
エ
ル
や
シ
ナ
の
太
古
に
行
は
れ
た
も
の
と
共
通
の
面
も
あ
る
人

類
普
遍
的
な
大
道
で
あ
り
ま
し
て
、
記
紀
以
後
の
「
神
学
」
を
有
せ
ざ
る
も
の
で

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
ど
こ
で
も
さ
う
で
、
モ
ー
ゼ
や
ヨ
ハ
ネ
や
イ
エ

ス
や
パ
ウ
ロ
や
釈
迦
や
老
子
や
孔
子
が
、
今
日
そ
の
道
を
「
神
学
」
的
に
語
る
人
々

の
説
を
聴
い
た
ら
、
却
っ
て
そ
の
め
づ
ら
し
さ
に
聴
き
入
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

 

あ
ま
り
古
い
こ
と
で
な
く
、
近
ご
ろ
の
先
輩
の
こ
と
に
つ
い
て
も
随
分
誤
解
が

多
い
で
あ
り
ま
せ
う
。「
個
菴
非
詩
話
」
に
古
人
の
詩
を
正
解
す
る
こ
と
の
困
難
を

論
じ
た
あ
と
で
一
つ
の
寓
話
が
記
し
て
あ
り
ま
す
。
昔
、
一
老
儒
が
毎
日
の
や
う

に
学
徒
の
た
め
に
杜
甫
の
詩
を
講
じ
て
ゐ
ま
し
た
。
じ
つ
に
詳
細
な
研
究
で
聴
講

者
た
ち
を
感
服
さ
せ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
見
知
ら
ぬ
老
人
が
ひ
と
り
居
る

の
で
、
あ
る
日
怪
し
ん
で
、
ひ
そ
か
に
別
室
に
引
見
し
た
と
こ
ろ
、「
い
や
、
実
は

拙
者
は
杜
甫
の
亡
霊
な
ん
だ
が
、
拙
者
の
詩
に
は
そ
ん
な
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の

だ
が
、
貴
殿
の
説
が
如
何
に
も
面
白
い
の
で
雨
の
日
も
雪
の
夜
も
斯
う
し
て
聴
講

し
て
ゐ
た
の
だ
。」 

神
学
で
は
な
い 

「今月の御言葉」（石城山版 友清歓真全集より） 


