
研
究
発
表
ス
ピ
リ
チ

ユ
ア
リ

テ
ィ
と
現
代

——

キ
リ
ス
卜
教
と
仏
教
と
無
宗
教
の
接
点——

花
園
大
学

本

詔

司

宗
教
に
対
す
る
現
代
人
の
矛
盾
し
た
態
度

必
ず
し
も
日
本
に
限
ら
な
い
よ
ぅ
に
思
わ
れ
る
が
、
宗
教
に
対
す
る 

現
代
人
の
態
度
に
は

1

見
矛
盾
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

I

方
で
、
特
定
の
宗
教
を
積
極
的
に
信
じ
て
い
る
人
は
少
な
い
と
い
わ 

れ
る
。
た
と
え
ば
、
成
人
ア
メ
リ
カ
人
の
十
九
%
し
か
自
分
の
宗
教
を 

定
期
的
に
実
践
し
て
い
な
い

(K
o
sm

in

 

an
d

 

L
a
c
h
m

a
n

 

1993)。

他 

方
で
、
神
あ
る
い
は
何
ら
か
の
霊
的
な
力
を
信
じ
た
り
、
祈
り
や
何
ら 

か
のS

p
iritu

a
l

な
実

践

(

瞑
想
、
太
極
拳
、
ヨ
ガ
、
ス
エ
ッ
ト

•

ロ
ッ
ジ
、
 

女
神
サ
一
ク
ル
、
巡
礼
な
ど

)

を
し
た
り
、
神
秘
体
験
あ
る
い
は
何
ら
か 

の
超
常
体
験

(

交
霊
、ES

P
、

幻
想
、UF

O

誘
拐
、
幽
体
離
脱
な
ど

)

を 

報
告
す
る
人
は
増
加
傾
向
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

「

矛
盾」 

は
通
常
、
人
々
の
宗
教
的
な
欲
求
を
既
成
宗
教
が
吸
い
上
げ
ら
れ
な
い 

ほ
ど
に
形
骸
化
し
て
い
る
こ
と
に
原
因
が
求
め
ら
れ
、
新
宗
教
や
カ
ル 

ト
の
隆
盛
は
そ
の
結
果
と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

宗
教
と S

p
i
r
i
t
u
a
l
i
t
y

し
か
し
、
そ
の
場
合
、
宗
教
を
基
本
概
念
に
据
え
て
議
論
し
て
い
る 

こ
と
に
何
か
し
ら
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
人
 々

は
宗
教
的
欲
求
を
、
必
ず
し
も

(

既
成
宗
教
、
新
宗
教
を
問
わ
ず

)

宗
教 

に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、

一
見
宗
教
と
は
別
の
よ
う
に
見
え
る
領
域 

(

た
と
え
ば
、
心
理
療
法
、
文
学
、
芸
術
、
市
民
運
動
、
健
康
の
追
求
、

才
力 

ル
テ
ィ
ズ
ム
な
ど

)

に
お
い
て
も
満
た
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

そ
の
場
合
、
後
者
の
領
域
を
単
に
代
理
宗
教

(E
l-

satzre
lig

io
n)

と 

し
て
だ
け
規
定
す
る
こ
と
は
も
は
や
現
代
の
実
状
に
即
し
て
な
い
よ
う 

に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
宗
教
の
本
質
的 

な
核
を
指
示
し
な
が
ら
も
宗
教
と
い
う
語
で
こ
れ
ま
で
ヵ
バ
ー
さ
れ
て 

き
た
も
の
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
含
ん
で
い
る
、 

よ
り
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
。 

s
p
iritu

a
lity

は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
概
念
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ



の
語
は
、
宗
教
関
係
者
の
あ
い
だ
で
は

「

霊
性」

と
訳
さ
れ
て
き
た
。 

た

と

え

ば「

東
西
霊
性
交
流」

と
は
、
明
ら
か
にsp

ir
itu

a
lity

の 

面
で
の
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
、
特
に
禅
の
交
流
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
、
そ
の
場
合
、

s
p

ir
itu

a
lity

は
、
異
な
っ
た
宗
教
が
出
会
い
、 

対
話
し
う
る
共
通
の
土
俵
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
後 

で
触
れ
る
が
、
異
なっ
た
霊
的
伝
統
の
出
会
い
の
場
の
提
供
と
い
う
点 

で
は
、
か
つ
て
は
神
秘
主
義
が
今
日
の

s
p

ir
itu

a
lity

の
機
能
を
果
た 

し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、sp

ir
itu

a
lity

は
、
最
近
で
は
直
接

(

少
な
く
と
も
特
定
の

)  

宗
教
と
関
係
な
さ
そ
う
な
文
脈
で
、
さ
ら
に
は

「

宗
教」

か
ら
注
意
深 

く
区
別
す
る
た
め
に
、
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

0

に
多
く
な
っ 

て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
そ
の
語
の
使
わ
れ
方
を
吟
味
す
る 

と
、
け
っ
し
て
宗
教
と
は
無
関
係
で
は
な
く
、
反
対
に

、s
p
iritu

a
lity

 

こ
そ
宗
教
の
核
む
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば

、s
p
iritu

a
lity

 

の
な
い
宗
教
は
実
際
に
は
宗
教
と
は
言
い
難
い
と
い
う
こ
と
、
特
定
の 

宗
教
の
信
仰
を
表
明
し
な
い
人
で
も
、

s
p

ir
itu

a
lity

は
そ
の
人
の
宗 

教
性
を
あ
か
し
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ 

う
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
の
ゆ
え
、sp
ir

itu
a
lity

は
、「

宗
教
性」

と

か「

宗
教
心」

と 

訳
し
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
、

「

宗
教」

と 

い
う
語
に
対
す
る
現
代
人
の
警
戒
心
や
ア
レ
ル
ギ

ー

反
応
を
考
慮
に
入 

れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
訳
語
選
択
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

か
ら
だ
の
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ(

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
.
0

1
ウH

ン)

s
p

iritu
a
lity

と
い
う
語
に
つ
い
て
の
筆
者
の
限
ら
れ
た
経
験
の
い 

く
つ
か
を
紹
介
し
よ
う
。
数
年前
、
わ
た
し
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ

ー

.
 

ロ
！

ウ
ェ
ン(A

le
x

a
n
d
e
r  

L
o

w
s

)

の

著

書

、

T
h
e

 

S
p
iritu

a
lity

o
f  

th
e

 

B
o
d
y

 

(

一
 

九
九
〇)

と
い
う
本
を
翻
訳
し
て
春
秋
社
か
ら
出 

版
し
た
こ
と
が
あ
る
。
著
者
は
、
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
こ

フ

イ

ヒ

の弟
子
で 

ハ
イ
才
エ
ナ
シェ
テ
ィ

ッ
ク
ス

(b
io

e
n
e
rg

e
tic

s)

と
い
う
一
種
の
ボ 

デ
ィ
•
セ
ラ
ピ
ー
を
創
造
し
た
人
で
あ
る
。
邦
題
は
結
局

『

か
ら
だ
の 

ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
テ
ィ

』

と
な
っ
た
。
予
想
さ
れ
る
一
般
読
者
の
こ
と 

を
考
え
る
と
、
ど
う
し
て
も

「

か
ら
だ
の
霊
性」

や「

か
ら
だ
の
宗
教 

性」

に
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
書
物
の
中
で
た
し
か 

に
い
く
つ
か
の
宗
教
に
つ
い
て
言
及
し
て
は
い
る
が
、
け
っ
し
て
特
定 

の
宗
教
や
、ま
し
て
や
そ
の神
学
に依
拠
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か 

ら
で
あ
る
。

大
き
な
書
店
に
は
、

「

精
神
世
界」

と

い

う

コ

ー

ナ

ー

が

設

け

ら

れ 

て
い
る
が
、「

精
神
世
界

」

がs
p

ir
itu

a
lity

の
訳
語
と
し
て
当
て
ら 

れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
最
近
気
づ
い
た
。
だ
が
、 

「

か
ら
だ
の
精
神
世
界

」

と
い
う
邦
題
も
や
は
り
無
理
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

著
者
は
、
超
常
現
象
や
神
秘
体
験
や
オ
ヵ
ル
ト
や
異
次
元
に

つ
い
て
何 

も
語
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ロー

ゥH

ン
の
こ
の

本
は
、
実
際
の
治
療
の
事
例
や
自
宅
で
も
で
き 

るH
ク
サ
サ
ィ
ズ
を
た
く
さ
ん
含
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ウ
•
ッ
！
も
の 

のI

種
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
第

I

章
は「

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

一 53 —



と

グ

レ

ィ

ス

の

概

念

(T
h
e

 

C
oricepts  

o
f  

S
p
iritu

a
lity

 

an
d

 

G
ra

c
e
)」

と
題
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、

二
つ
の
事
例
が
挙
げ
ら 

れ
て
い
る
。

第|

の
事
例
は
、
食
物
へ
の
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
や
下
痢
に
悩
む
ユ
ダ 

ャ
人
女
性
患
者
で
あ
る
。
彼
女
は
、
友
人
を
通
じ
て
紹
介
さ
れ

た
ク
リ 

ス
チ
ャ
ン
•
サ
ィ
エ
ン
ス
の
ヒー
ラ
ー
か
ら
、
彼
女
が
症
状
と
自
分
を 

同
一
視
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
彼 

女
は
、
症
状
が
体
の
一
部
で
あ
り
、
魂
の
一
部
で
な
い
こ
と
、
言
い
換 

え
れ
ば
魂
と
い
う
独
自
の
次
元
が
存
在
す
る
こ
と
を
悟
り
、
い
ま
や
ィ 

エ
ス
•
キ
リ
ス
卜
を信
じ
る
に
至
る
。
著
者
は
こ
の
出
来
事
を
突
破 

(b
re

a
k
th

ro
u
g
h)

と
記
述
する
。
こ
れ
は
、

後
で
見
るよ
う
に
、

西 

洋
に
お
け
る
伝
統
的
な
g
pM-
-̂
c
al
it
y
の
概
念
に
則
し
た
癒
し
の
例
と 

い
え
る
。

第一

一
の
事
例
も
慢
性
の
下
痢
に
悩
む
女
性
だ
が
、
治
療
の
過
程
で
彼 

女
は
、
自
分
の
結
婚
が
す
で
に
破
綻
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
直
視 

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
こ
の
直
視
が
彼
女
の

b
re

a
k
th

ro
u
g
h

で 

あ
っ
た
。
彼
女
は
、

「

良

い

娘(a

 

g
o
o
d

 

g
irl)」

に
し
て
い
れ
ば
、 

「

父

を(

そ
し
て
愛
す
る
男
を

)

自
分
に
ひ
き
つ
け
て
お
く
こ
と
が
で
き 

る
と
い
う
こ
と
を
子
供
時
代
以
来
父
か
ら
信
じ
さ
せ
ら
れ
て
き
た
。
最 

初
の
夫
と
は
死
別
し
た
の
で
こ
の
信
念
は
揺
る
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、 

一
一
度
目
の
夫
の
関
係
で
は
信
念
ど
お
り
に
は
ゆ
か
な
い
こ
と
が
明
ら
か 

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、

「

良
い
娘」

に
な
る
こ
と
で 

抑
え
て
き
た
気
持
ち

(

父
の
裏
切
り
に
対
す
る
怒
り
、
甘
い
も
の
へ
の

*
^)

を
表
現
し
て
も
悪
い
結
果
に
な
ら
な
い
こ
と
を
体
験
す
る
こ
と
で
問
題 

が
解
消
し
て
い
っ
た
。
第
一
例
の
事
例
と
違
い
、
い
か
な
る
宗
教
的
背 

景
も
示
唆
さ
れ
て
い
な
い
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も

s
p
iritu

a
l  

h
e
a
lin

g

と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な 

か
つ
たfe

e
lin

g

を
解
放
す
る
こ
と
で
、

s
p
irit

も
解
放
さ
れ
た
か
ら 

で
あ
る
。

こ
の
一|

つ
の
対
照
的
な
事
例
を
挙
げ
て
か
ら
ロ
ー
ゥ
ヱ
ン
は
東
西
の 

s
p
iritu

a
lity

を
次
の
よ
ぅ
に
対
照
さ
せ
る
。

「

大
雑
把
に
言
っ
て
、 

西
洋
のsp

iritu
a
lity

は
信
念
の
事
柄

(a

 m
atte

r  o
f

tre
lie

f)

で
あ 

る
の
に
対
し
て
、
東
洋
の

s
p
iritu

a
lity

は
感
情
の
事
柄

(a

 

m
atte

r  

o
f  fe

e
lin

g
)

で
あ
る
。

」

そ
し
て
、

「

東
洋
は
常
に
西
洋
よ
り
も
自
然
一

に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
き
た
。

.

.

.
西
洋
は
、
少
な
く
と
も
こ
こ
何

54

世
紀
か
は
、
自
然
に
対
す
る
支

f

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

DH
SS

し
て
き
た
。

」

一

(P
.9

)ロ

ー

ゥ

ヱ

ン

は

s
p
iritu

a
lity

1

般
に
つ
い
て
の
明
確
な
定
義
を
与 

え
て
い
な
い
。
だ
が
、
上
の
説
明
か
ら
明
ら
か
な
よ
ぅ
に
、
彼
に
と
つ 

て

西

洋

のsp
iritu

a
lity

は
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。

東
洋
の 

s
p
iritu

a
lity

を
も
統
合
す
る
こ
と
で
彼
の
パ
イ
才
エ
ナ
ジ
エ
テ
ィ
ッ 

ク
ス
が
確
立
さ
れ
、
そ
の
統
合
の
原
理
と
な
る
の
が

e
n
e
rg

y

で
あ
り
、 

e
n
e
rg

y

はs
p

ir
it

の
背
後
に
あ
る
よ
り
包
括
的
な
も
の
で
あ
る
。

災
害
と s

p
i
r
i
t
u
a
l
i
t
y

一
九
九
五
年
の
阪
神
大
震
災
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
私
は
全
米
被
災



(T
he

 N
a
tio

n
a
l  O

rg
a
n
iz

a
tio

n

 fo
r  V

ic
tim

 A
ssita

n
c
e
,  

略N
O

V
A

)

と

い
う
団
体
の『

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
危
機
救
援
チ
ー
ム
訓 

練
マ
ニ
ュ
ア
ル』

(
一

九
九
四)

を
入
手
し
て
、
専
門
家
や|

般
の
ボ
ラ 

ン
テ
ィ
ア
の
た
め
に
そ
の
一
部
を
翻
訳
し
て
配
布
し
た
こ
と
が
あ
る
。

基
本
的
に
は
心
理
学
の
知
識
と
技
術
に
基
づ
い
た

そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル 

に「

ト

ラ

ゥ

マ(
心
的
外
傷

)

の
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
な
次
元

(

H
cr
① 

S
p
iritu

a
l  

D
im

e
n
s
io

n
 

o
f  

T
ra

u
m

a
)」

と
い
う
章
が
独
立
に
設
け 

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
が
思
い
出
さ
れ
る
。

そ
の
最
初
の
節

「
s
p
iritu

a
lity

の
定
義」

に
は
次
の
よ
う
に
書
か 

れ
て
い
る
。

「

生
のs

p
iritu

a
l

な
次
元
と
は
、
人
間
内
部
に
あ
る
諸
価
値
の
本
質 

的
な
核
で
あ
り
、
活
気
づ
け
る
力
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
々
、
自 

然
、
世
界
の
結
び
つ
き
の
源
泉
で
あ
る

。s
p
iritu

a
 

e
sse

n
ce

が
神
あ 

る
い
は
神
々
へ
の
信
仰
に
関
係
し
て
い
る
人
々
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。 

宗
教
的
原
理
が
彼
ら
の

s
p
iritu

a
lity

に
つ
い
て
の
理
解
を
導
い
て
い 

る

人

も々

い

る
で
あ
ろ
う
。
た
い
て
い
の
人
々
は
、
自
分
な
り
の

s
e
s
e

 

o
f  

s
p
iritu

a
lity

に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、
自
分
の
価
値
体
系
を
定
義 

し
て
い
る
。

s
p
iritu

a
l  

b
e
lie

fs

は
、
存
在
、
無(

非
存
在)

、
関
係
、
時
間
と
永 

遠
、
空
間
と
無
限
、
生
、
死
、
死
後
の
生
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
哲
学 

あ
る
い
は

神
学
の
諸
概
念
を
結
び
つ
け
て

い
る
。s

p
iritu

a
l  

b
e
lie

fs  

は
文
化
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

非
常
に多
い
。
ト
ラ
ゥ
マ
に

直
面 

し
た

個
人
は
普
通
、
悲
劇
の
直
後
、

そ
し
て

何
度
も
自
分
の
信
念
を
再

検
討
し
た
り
、
吟
味
し
た
り
す
る
。」

(

9°
1)

こ
の
定
義
で
注
目
す
ベ
き
こ
と
は
、

s
p
iritu

a
lity

が
人
々
の
宗
旨 

の
違
いや
特
定
の
信
仰
の
有
無
を
超
え
て
、

む
し
ろ

人
間
存
在
の
条
件 

か
ら
実
存
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る

こ
と
、

お
よ
び
、ト
ラ
ゥ
マ

が
た
い 

て
い
の
被
災
者

(

被
害
者)

にs
p
iritu

a
lity

へ
の
関
心
を
呼
び
覚
ま 

す
こ
と
を

強
調
し
てい
る
こ
と
、

そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
を
援
助
し

よ
う
と 

す
る
者
に
は
、

s
p
iritu

a
l

な
問
題
へ
の
心
の
準
備
が
求
め
ら
れ
て
い 

る
と

示
唆
し
てい
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

マ
ニ
ユ
ア
ル
は
、
生

存

者

(s
u
rv

iv
o
rs

)

が
し
ば
し
ば

s
p
iritu

a
l  

に
影
響
さ
れ
や
す
く
な
っ
て
お
り
、
援
助
者
に
多
大
な
信
頼
を
寄
せ
る 

傾
向
があ
る
こ
と
に

専
門
家
と
し
て
の
倫
理
的
注
意
を
促
し
て
か
ら
、

一
 

生
存
者
が
提
起
す
る
典
型
的
な

s
p
iritu

a
l

な
問
題
と
し
て
以
下
の
も
55 

の
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
留
意
事
項
を
付
け
加
え
て
い
る
。

「

な

ぜ

私
一
 

が
？」

「

な

ぜ

神

は

私

に

こ

ん

な

こ
と
を
さ
れ
る

の
か
？

」
「

こ
の
出
来 

事
は
ど
う
し
て
公
平
に
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
か
？

」
「

こ
の
災
害
は
神 

の
ご
意
志
な
の
か
？

」
「

神
は
な
ぜ
幼
い
子
ど
も
た
ち
を
傷
つ
け
ら
れ 

る
の
か
？

」
「

な
ぜ
神
は
私
に
答
え
て
く
だ
さ
ら
な
い
の
か
。
あ
る
い 

は
、
少
な
く
と
も
私
に
印
を
く
だ
さ
ら
な
い
の
か
？

」
「

な
ぜ
こ
の

世 

に

悪

が

存

在

す

る

の

か

？

」
「

誰

が

神

を

裁

く

の

か

？

」
「

な

ぜ

私

は

許 

さ

ね

ば

な

ら

な

い

の

か

？

」
「

死

後

の

生

は

あ

る

の

か

？

」
「

幸

福

は

犠 

牲
や
苦
悩
を
要
求
す
る
の
か
？

」
「

な
ぜ
苦
悩
に
満
ち
た
世
の
中
に
生 

き

る

の

か

？

」

マ
ニ
ユア
ル

は

こ

れ

ら

の

3
p
i

2.tu
a
l

な
問
題
に
つ
い
て
生
存
者
と



話
し
合
う
と
き
の
心
得
を
十
項
目
に
わ
た
っ
て
列
挙
し
て
か
ら
、
信
仰 

と
儀
式
に
よ
る
癒
し
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
援
助
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
特
徴
的
な
態
度 

は
、sp

iritu
a
lity

に
関
す
る
被
災
者
自
身
の
選
択
を
尊
重
す
る
と
い 

う
意
味
で
中
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
一
方
で
、
被
災
者
が 

体
験
し
て
い
る
が
ま
ま
に

s
p
iritu

a
lity

の
現
実
性
を
認
め
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
専
門
的
な
援
助
者
と
し
て
な 

す
べ
き
こ
と
は
、
被
災
者
の

s
p
iritu

a
lity

が
、
災
害
の
ト
ラ
ゥ
マ
に 

対
処
す
る
う
え
で
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
か
を
被
災
者
自
身
が
吟
味 

す
る
の
を
援
助
す
る
に
と
ど
ま
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

専
門
性
とs

p
i
r
i
t
u
a
l
i
t
y

こ
の
こ
と
は
専

門

性(p
ro

fe
s
s
io

n
a
lity

)

と
、sp

iritu
a
lity

の 

関
係
に
対
す
る
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
。
専
門
家
は
そ
の
仕
事
の
性 

格
か
ら
い
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
霊
的
伝
統
を
背
景
に
し
て
い
る
ク
ラ

イ
エ 

ン
ト
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特

定

の

(

つ
ま
り
自
分
と
同 

じ)

霊
的
伝
統
に
立
つク
ラ
イ
エ
ン
ト
だ
け
を
受
け
入
れ
、
そ
う
で
な 

い
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
を
排
除
し
て
は
な
ら
な
い
。
専
門
家
は
い
わ
ば
、
価 

値
の
多
様
性
を
認
め
る
プ
ル
ラ
リ
ズ
ム

(p
lu

ra
lis

m
)

の
立
場
に
立 

た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
は専門身の

s
p
iritu

a
lity

を
専
門
性
の 

名
に
お
い
て
相
対
化
す
る
こ
と
や
、

さ
ら
に
はsp

iritu
a
lity

を
回
避 

あ
る
い
は
放
棄
する
こ
と
を
な
ん
ら
正
当
化
し
な
い
。
専
門
家
は
自
分 の

専
門
家
と
し
て
の
行
動
を
専
門
的
見
識
と
自
分
の

s
p
iritu

a
lity

の 

両
方
に
照
ら
し
て
決
定
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え 

ば
、
ク
ラ
ィ
ヱ
ン
ト
が
妊
娠
中
絶
や
自
殺
を
考
え
て
い
る
場
合
の
こ
と 

を
考
え
れ
ば
よ
い
。

医
師
に
代
表
さ
れ
る
専
門
職

(p
ro

fe
ssio

n)

は
古
来
か
ら
あ
っ
て 

宗
教
と
深
い
関
係
に
あ
る

I

方
で
、
純
粋
に
世
俗
的
な
意
味
で
の
専
門 

性
や
専
門
家
の
概
念
は
近
代
の
産
物
で
あ
り
、
特
に

p
ro

fe
ssio

n
a
lism

 

は
ま
さ
に
、
世
俗
化
を
背
景
と
す
る
近
代
の
ィ
デ
才
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。 

霊
性
は
専
門
性
の
う
ち
に
も
と
も
と
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、 

含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
霊
性
の
な
い
専
門
性
は
可
能
で
あ
る
の
か
、
も
し
、 

後
者
だ
と
す
れ
ば
、
専
門
性
と
霊
性
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
が 

今
後
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

精
神
医
療
とs

p
i
r
i
t
u
a
l
i
t
y

ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
会
の
®

に
な
る『

&

8

圭
汉
爵
統
計
マ
ニ
ュ 

ア
ル』

D
ia

g
n
o
stic

 

a
n
d

 

S
ta

tis
tic

a
l  

M
a

n
u

a
l

2 ,M
e
n
ta

l  

D
iso

rd
e
rs  

(D
S

M
)

は
、
精
神
保
健
の
専
門
家
が
比
較
的
容
易
に
認 

め
る
こ
と
の
で
き
る
い
くつ
か
の
兆
候
か
ら
な
り
、
信
頼
性
と
妥
当
性 

を
も
っ
て
一
定
の
診
断
を
く
だ
せ
る
よ
う
に
作
ら
れ
た

マ
ニ
ュ
ア
ル
で 

あ
る
。
邦
訳
さ
れ
、
今
日
の
日
本
の
精
神
医
療
現
場
で
も
現
在
広
く
用 

い
ら
れ
て
い
る
。
疾
患
の
背
景
に
つ
い
て
の
思
弁
よ
り
も
何
よ
り
も
臨 

床
的
観
察
を
重
視
し
、
統
計
的
処
理
を
し
や
す
く
し
て
い
る
点
が
特
徴 

的
で
あ
る
。

~56



し
か
し
、

一
九
九
四
年
に
作
成
さ
れ
た

そ
の
第
四
版

(D
S
M

-
IV

)  

の C
o
d
e

 

V
6
2
.89

 

に re
lig

io
u
s

 

o
r  

s
p
iritu

a
l  

p
ro

b
le

m

 

と
い
う
、 

あ
ま
り

科
学
的
、
医
学
的
ら
し
か
ら
ぬ
、

一
風
変
わ

っ
た
診
断
力
テ

ゴ
 

リ
ー
が

設
け
ら
れて
い
る
。
⑴
専
門
家
のあ
い
だ
で

さ
え
、
あ
ま
り

知 

ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
今
日
の
精
神
医
学
が
医 

学
的
モデ
ル

に

^
っ
てg

p
r
itu

a
lity

を

従
来
か
ら
知
ら
れて
い
た

精 

神
障
害
に
還
元
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
独
自
性
の
ま
ま
に
重
要
な
精
神 

医
学
的
問
題
と
し
て
真
剣
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
医
学
的 

措
置
を

探
求
し
つ
つあ
る

こ
と
のし
る
し
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
診
断
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
会
に
対
す 

る
リ
ユI
コ
フ(L

u
k
o
ff)

を
は
じ
め
と
す
る
ト
ラ
ン
ス
。

ハ
--

ソ
ナ
ル 

心
理
学
者
た
ち
の
運
動
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

D
S
M

-
IV

に
含
め
ら
れ 

る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
の
論
文

(L
u
k
o
ff  et  

a
l,1

9
9
8
)

を
紹
介
し 

上
-っ
。

ま
ず
著
者
た
ち
は
、
あ
る
心
理
学
用
語
辞
典

(w
a
lk

e
r  

1
9

9
1
)

に 

お
い
てre

lig
io

s
ity

が

「

宗
教
組
織
と
そ
の
職
員
と
結
び
つ
い
て
い 

る」

の
に
対
し
て
、

s
p

ir
itu

a
lity

が
、「

あ
る
高
次
の
存
在
あ
る
い 

は
人
生
哲
学
へ
の
関
与
、
気
づ
き
の
状
態
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の

f

」 

を
指
し
て
お
り
、

「

必
ず
し
も
慣
習
的
な
宗
教
的
信
念
と
は
関
係
し
て 

い
な
い」

と
い
う
よ
う
に
両
者
の
違
い
を
明
確
化
す
る
。
そ
し
て
、 

s
p
iritu

a
lity

 

の
な
か
に
は.h

u
m

a
n
l

s-lc-
flheno

m
eno

lo
T
O
lcal  

s
p
iritu

a
lity

 

(E
lk

in
s

 

et  

a
l

ニ99
8

)

の
よ
う
に
、
超
越
的
、
神
的
な 

力
を
提
供
し
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

禅
の
世
界
で
こ
れ
ま
で
魔
境
と
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
関
連
す
る
が
、 

著
者
た
ち
は
、
臨
床
現
場
で
し
ば
し
ば
、

s
p

ir
itu

a
l

な
実
践
や
経
験 

と
結
び
つ
いて
い
る

特
殊
な
精
神
障
害
に
出
会
っ
て

き
た
。s

p
iritu

a
l  

e
m

e
rg

e
n
c
y

で
は
な
い
に
し
て
も
、
実
際
、

ア
メ
リ
カ
心
理
学
会 

(
A

P
A

)

の
会
員
に
対
す
る
調
查

(s
h

a
fs

n
s
k

e

8°M
a
lo

n
e
y

s
g)  

で
は
、
ク
ラ
イ
ヱン
ト
が
し
ば
し
ば
自
分
の
個
人
的
経
験
を
宗
教
の
言 

葉
で
表
現
し
、
自
分
の
患
者
の
少
な
く
と
も
六
人
に
一
人
が

u

<2
.
§ 

あ
る
はsp

ir
itu

a
lity

に
直
接
関
わ
る
問
題
を
持
ち
出
す
と
い
ぅ
こ
と 

を

会
員
の
六
十％
が
報
告
して
い
る
。

他
の
研
究
も
同
様
の
方
向
を
示 

し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
心
理
学
者
と
し
て
の

»|
練
期
間
中
に3
1(̂
-
0
§
あ

る|  

い
はsp

iritu
a
l

な

問
題
に
つ
い
て
デ
イ
ス
カ
ッ

シ
ヨ
ン
し
た
こ
と

が
57 

滅
多
に
、
あ
る
い
は

1

度
も
な
か
っ
た
と

A
P

A

の
会
員
の
八
五
％
が|  

報
告
し
て
い
る
。
他
の
研
究
も
同
様
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、 

心
理
学
者
が
専
門
家
と
し
て

日
常
的
に
直
面
してい
る

臨
床
的
現
実
と 

自
分
が
受
け
てき
た

訓
練
の
あ
い
だ
に
深
刻
な
ギ

ャ

ッ
プ
が
存
在
する 

こ
と
が
そ
れ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

A
P

A

倫 

理
コ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
心
理
学
者
は
ク
ラ
イ
エ
ン
卜
の
文
化
的
背
景
の 

多
様
さ
に

適
切
に
対
応
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ 

こ
で
、
著
者
た
ち
は
専
門
家
た
ち
能
力
を
高
め
る
こ
と
で
倫
理
的
基
準 

を
満
た
す
た
め
に

1

九
九
八
年
に
芒
汪
？
巴

E
m

e
rg

e
nce

 N
e
tw

o
rk

 

を
組
織
し
て
、

D
S

M

の
新
版
に
新
し
い
診
断
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
含
め
る 

よ
ぅ
に
提
案
す
る
運
動
を
始
め
る

こ
と
に
な

っ
た
。



著
者
た
ち
は
主
な
精
神
保
健
の
専
門
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
る
事
例
を 

分
析
し
た
が、re

lig
io

u
s  

o
r  

s
p
iritu

a
l

な
問
題
を
取
り
上
げ
て
い 

る
の
は◦
•
◦
八
%
し
か
な
い
こ
と
を
見
い
だ
し
た
。
そ
れ
は
大
部
分 

の
臨
床
家
の
関
心
の
在
処
を
物
語
っ
て
い
る
。
著
者
た
ち
は
こ
の
種
の 

問
題
を
表一

の
よ
ぅ
に
整
理
し
た
。

s
p
iritu

a
l  

e
m

e
r

oqe
n
s

 
と s

p
ir

itu
a

l

CD
m
e
r
oq
e
ncy 
は
一
一一
曰
葉
と
し 

て
は
よ
く
似
て
い
る
が
、
そ
の
違
い
を
知
っ
て
お
く
こ
と
は
臨
床
実
践 

上
非
常
に
大
切
で
あ
る
。s

p
iritu

a
l  

e
m

e
rg

e
n
c
e

に
お
い
て
は
、
心 

理
的
、
社
会
的
、
職
業
的
機
能
の
障
害
が
最
小
限
の
ま
ま

、s
p
iritu

a
l  

p
o
te

n
tia

l

が
漸
次
的
に
展
開
す
る
の
に
対
し
てs

p
iritu

a
l  

e
m

e
rg

e
n
c
y

に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
障
害
が
相
当
の
程
度
に
わ
た
り 

し
か
も
唐
突
に
起
こ
る
。
精
神
医
学
的
措
置
が
必
要
な
の
は
明
ら
か
に 

後
者
の
場
合
で
あ
る
が
、
前
者
の
場
合
で
も
自
分
の
新
し
い

s
p
iritu

a
l  

な
経
験
を
統
合
す
る
た
め
に
治
療
者
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

s
p
iritu

a
l  

e
m

e
rg

e
n
c
y

と
病
理
的
状
態
の
文
化
的
診
断
は
決 

し
て
容
易
で
は
な
い
が
、
決
定
的
に

*W

で
あ
る
。
そ
の
違
い
は
ケ
ン
.
 

ゥ

ィ

ル

パ

ー

(K
e
n

 

W
ilb

e
r
)

に
よ
れ
ば
、
真
の
超
個
的
状
態 

(au
th

e
n
tic  tran

sp
e
rso

n
al  s

ta
te

)

と
6
<
ロ

理

的(pre
l-

atlo
nal  

s
ta

te
)

の
違
い
に
相
当
す
る
。
後
者
か
ら
前
者
を
区
別
す
る
基
準
と 

し
て
以
下
の
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
⑴
認
識
や
言
語
の
内
容
が 

主
題
上
、

s
p
iritu

a
l

な
伝
統
あ
る
い
は
神
話
に
関
係
し
て
い
る
。
⑵ 

開
か
れ
た
心
で
体
験
を
吟
味
し
、
探
求
す
る
。
⑶
概
念
上
の
歪
み
が
な 

い
。
4)
精
神
病
的ヱ
ピ
ソ
I
ド
の
前
は
良
好
に
機
能
し
て
い
た
。

(5
)
症

状
は
三
ヶ
月
以
内
で
始
ま
っ
て
い
る
。
§
精
神
病
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
前 

に
強
いス
ト
レ
ス
が

か
か
っ
て
い
た
。

s
p
iritu

a
l  

e
m

e
rg

e
n
cy

と
診
断
さ
れ
る
な
ら
、
通
常
の
精
神
病
に 

対
す
る
措
置

(

た
と
え
ば
投
薬

)

は
か
え
っ
て
不
適
切
と
な
ろ
う
。
む 

し
ろ
、g

ro
u
n
d
in

g

 

fo
o
d

 

(

肉
食
な
ど

)

、fro
u
n
d
in

g

 

a
c
tib

itie
s  

(

庭
仕
事
な
ど

)

、
軽
い
ヱ
ク
サ
サ
イ
ズ

(

散
歩
な
ど)

、
芸
術
的
表
現 

(

描
画
、
粘
土
、
音
楽
な
ど

)

、

ハー

プ
な
ど
が
勧
め
ら
れ
る
。
ま
た
、 

s
p
iritu

a
l

な
修
行
上
の

5
^

についてかな

s
p
iritu

a
l  te

ach
e
r  

か
ら
の
助
言
を
仰
ぐ
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

セ
ル
フ
•

ヘ
ル
プ
とs

p
i
r
i
t
u
a
l
i
t
y

 

I

同
じ
悩
み
を
抱
え
た
当
事
者
た
ち
が
専
門
家
に
頼
ら
ず
に
自
分
た
ち

M 

で
互
い
に
励
ま
し
合
い
な
が
ら
問
題
に
直
面
し
、
問
題
を
克
服
し
て
ゆ
一 

こ
う
とす
るS

m

 

ロ、
セ
ル
フ*
へ
ル
プ•
グ
ル
ー
プ

(self  he
lp

 g
ro

u
p
)  

と
言
わ
れ
る
。

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
の
人
た
ち
の
断
酒
会
や

A
A

は
も
っ 

と
も
代
表
的
で
歴
史
が
古
い
が
、
麻
薬
常
習
者
、
小
児
性
的
虐
待
や
レ 

イ
プ
な
ど
の
性
暴
力
受
け
た
人
々
、

H
IV

感
染
者•

エ
イ
ズ
患
者
、 

地
震
な
ど
の
被
災
者
、
犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
、
障
害
者
と
そ
の
家 

族
、
少
数
民
族
、
女
性
、
同
性
愛
者
、
ア
ダ
ル
ト

•

チ
ャ
イ
ル
ド
な
ど
、

今
曰
で
は
問
題
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
セ
ル
フ

•

へ

ル

プ

•
グ

ル

ー

プ

が 

組
織
さ
れ
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ら
の
セ
ル
フ

•
へ

ル

プ

•
グ
ル
ー
プ 

で
は
ほ
と
ん
ど
自
明
の
ご
と
く

 s
p
iritu

a
lity

に
決
定
的
重
要
性
が
認
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な
り
、さ
ら
に

そ
れ
が
名
詞
と
なつた
も
の
で
あ
る
。

s
p
iritu

s

は
サ 

ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
の

a
tm

a
n

、

へブ
ラ
イ

語
のru

a
h
、

ギ
リ
シ
ャ
語 

のp
n
e
u
m

a
に
対
応
し
、
い
ず
れ
も
息
、
生
き
物
を
生
き
さ
せ
て
い
る 

も
の
、
い
の
ち
の
原
理
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
語
が
言
語
の
違
い
を 

こ
え
て
同
じ
現
象
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
代
の

s
p
iritu

a
lity

が 

単
に
新
し
い
時
代
の
現
象
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

s
p
iritu

a
lity

の 

本
来
に
戻
ろ
ぅ
と
し
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
か
も
し
れ 

な
ぃ
。

し
か
し
、s

p
ir

it、
s
p
iritu

a
l

お
よ
びsp

iritu
a
lity

は
従
来
は
も
つ 

ば
ら
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
文
脈
で
語
ら
れ
て
き
た
。
伝 

統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

s
p

ir
itu

a
lity

の
基
礎
と
な
る
旧
約
聖 

書
に
お
け
る
へ
ブ
ラ
イ
語
の

r
u

a
h

と
新
約
聖
書
に
お
け
る

p
n
e
u
m

a

 

の
意
味
に
つ
い
て詳
し
く

触
れ
る
余
裕
は
な
い
。
だ
が
、
パ
ゥ
ロ
に
お 

い
て
は
特
に
そ
ぅ
だ
が
、

s
p

ir
it

は
総
じ
て
、
肉(s

a
rx

,fle
s
h
)

と 

呼
ば
れ
る
罪
に
支
配
さ
れ
た
地
上
的
、
世
俗
的
存
在

(

身
体so

m
a

と 

は
区
別
さ
れる)

と
は
厳
密
に
対
比
さ
れ
、
神
の
息
、
そ
し
て
イ
エ
ス

•  

キ
リ
ス
ト
の
救
い
の
わ
ざ
に
直
接
呼
び
か
け
ら
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る 

も
の
と

し
て
の
人
間
存
在
の
本
質
的
核
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。 

s
p

ir
it

はp
s
y
c
h
e

に
対
立
は
し
な
い
が
、

p
s
y
c
h
e

と
同
一
視
さ
れ
て 

は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

s
p
iritu

a
lity

に
相
当
す
る
名
詞
的
表
現
は
聖
書
に
は
出
て
こ
な

-̂ 

が
、sp

iritu
a
lity

はfle
s
h

に
従
っ
て
で
は
な
く
、

s
p
irit

に
従
っ
て 

生
き
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
能
力
を
、
い
わ
ば

連
続
的
に
、
自
己
実
現
的
に
発
揮
し
た
り
展
開
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
と 

は
厳
密
に
区
別
さ
れ
、

「

水
と
霊
か
ら
生
ま
れ
る

」

と
あ
る
よ
う
に
、 

実
際
に
は
肉
と
し
て
死
ん
で
霊
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

そ
れ
を
目
指
す
生
活
が
霊
的
生
活

(s
p
iritu

a
l  

life
)

で
あ
る
。

こ
れ 

は
伝
統
的
に
は
、
浄
化
の
道(p

u
rg

a
tiv

e

 

w
a
y
s)、

照
明
の
道 

(illu
m

in
a
tiv

 w
a
y
s)、

合
一
の
道(un

itiv
e

 

w
a
y
s)、

の
三
段
階
に 

分
け
ら
れ
る
。

霊
的
生
活
の
完
成
と
は
何
か
、
お
よ
び
、
そ
れ
を
い
か
に
達
成
す
る 

か
を
研
究
す
る
霊
性
神
学

(s
p
iritu

a
l  

th
e
o
lo

g
y
)

は
神
秘
神
学 

(m
y
stic

a
l  

th
e
o
lo

g
y
)

と
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
が
、
最 

近
再
び
統1

的
な
見
地
の
も
と
に
霊
性
神
学
に
戻
ろ
う
と
し
て
い
る

。

-
 

神
秘
的
と
か
禁
欲
的
と
い
う
用
語
は
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な
り
つ
つ
印 

あ
る
。
霊
性
神
学
は
教
義
的
あ
る
い
は
演
繹
的
方
法
と
体
験
的
、
帰
納
一 

的
方
法
の
両
方
を
採
用
す
る
。
後
者
の
面
は
後
の
時
代
で
は
宗
教
心
理 

学
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
とs

p
j
r
j

r+u
a
l
i
t
y

宗
教
改
革
は
、
善
行
に
対
す
る
恩
寵
の
絶
対
的
優
位
を
主
張
し
、
修 

道
院
的
な
禁
欲
を
牧
師
の
妻
帯
に
代
え
た
と
い
う
意
味
で
伝
統
的
な 

s
p
iritu

a
lity

を
否
定
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ピ 

エ
テ
イ
ズ
ム
や
メ
ソ
デ
イ
ズ
ム
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
内
面
性
の
重
視
、 

教
会
よ
り
も
聖
書
を
通
じ
て
の
神
と
の
直
接
の
交
わ
り
を
追
求
し
な
が 

ら
非
妥
協
的
に
こ
の
世
を
生
き
る
姿
勢
に
、
近
代
的
な

s
p
iritu

a
lity



の
現
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
宗
教
辞
典
に
よ 

れ
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
勃
興
と
と
も
に

s
p

ir
itu

a
lity

の 

中
心
は
修
道
院
か
ら
、
日
々
の
人
間
関
係
と
責
任
を
伴
う
社
会
で
の
普 

通
の
生
活
へ
と
移
行
し
、
新
し
い

「

世
界
内
存
在
のsp

iritu
a
lity

」

が
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た

(H
in

n
e
lls

 

1
9
8
4
,p

.4
9

5
)

と
さ
れ
る
。 

隠
者
のs

p
iritu

a
lity

と
生
活
者
のsp

ir
itu

a
lity

と
い
う一

一
つ
の
モ 

デ
ル
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
両
者
を
図
式
的
に
対
比
す
る
こ
と 

は
も
ち
ろ
ん
本
質
を
見
誤
る
危
険
が
あ
る
。

開
か
れ
たs

p
i
r
i
t
u
a
l
i
t
y

し
か
し
、
キ
リ
ス

ト
教
以
外
のsp

ir
itu

a
lity

に
対
す
る
寛
容
さ
、 

あ
る
い
は
そ
れ
と
対
話
し
た
り
、
そ
れ
を
統
合
す
る
こ
と
が
近
代
的
な 

s
p

ir
itu

a
lity

の
重
要
な
特
徴だ
と
す
れ
ば
、
あ
る意
味
で
そ
の
よ
う 

な
g
p̂i
*
-̂
§
l
*̂
y
は
す
で
に
、
良
き
サマ
リ
ア

人
の
話
に
見
ら
れ
る
よ 

う
に
、
す
で
に
イ
エ
ス
に現
れ
て

い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、キ
リ
ス
ト 

教
神
秘
主
義
は
、
新
プ
ラ
ト
ン̂W

と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
的

s
p
iritu

a
lity

 

と
の
関
わ
り
ぬ
き
に
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に 

お
い
て
は
、
マ
リ
シ
リ
才

•

フ
エ
チ

I
ノ
が
訳
し
たへ
ル
メ
ス
ト
リ
ス 

メ
ギ
ト
ス『

ポ
イ
マ
ン
ド
レ
ー
ス

』

は
、
古
代
ヱ
ジ
ブ
ト
の
神
の
啓
示 

を
書
き
記
し
た
も
の
と
信
じ
ら
れ

(

も
っ
と
も
、
後
の
時
代
に
な
っ
て
そ 

れ
が
キ
リ
ス
ト
教
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

の
折
衷
思
想
の
産
物
であ
っ
た

こ
と
が
明
ら 

か
に
な
る
の
だ
が

…
…

)

そ
れ
は

何
ら
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
と
の
矛
盾
を疑 

わ
れ
ず
に
当
時
の
世
界
に
も
て
は
や
さ
れ
た
。

エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
宗
教
の「

源
泉」

の
探
求(th

e

 

q
u
e
st  

fo
r  

th
e

 =  o
rig

in
s
"  

o
f  

r
e

lig
io

n
)

と
い
う
そ
れ
自
体
宗
教
的
な
衝
動
の
現
れ
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

s
p

ir
itu

a
lity

で
あ
っ
た
。

だ
が
、
十
九
世
紀
に
なっ
て
宗
教
学
が
成
立
す
る
と、sp

iritu
a
lity

 

は
キ
リ
ス
ト
教
に
限
定
さ
れ
ず
、
宗
教
と
い
う
概
念
の
も
と
に
他
の 

s
p
iritu

a
lity

 

(

宗
教)

も
含
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味 

で
は
今
曰
のsp

ir
itu

a
lity

に1

歩
近
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

そ
^
は s

p
iin

tim
lU

y

 
力 s

p
iritu

a
l  

(R
e
lig

io
n
s
w

is
s
e
n
s
c
a
M

t)

び
'
 

研
究
対
象
に
な
っ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

s
p

ir
itu

a
lity

の
脱
キ
リ
ス
ト
教
化
と
対
象
化
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、 

宗
教
に
関
す
る
心
理
学
的
、
社
会
学
的
、
人
類
学
的
な
ど
の
研
究
が
な
一 

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
る
い
は
、
宗
教
学
の
方
法
論
に
お
け
る
現

61 

象
学
と
歴
史
主
義
の
対
立
が
起
こ
っ
て
き
た
と
言
え
る
。
今
日
、

一
 

s
p
iritu

a
lity

が
心
理
学
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ユ
メ
ン
ト
か
ら
す
れ
ば
、 

つ
ね
に
マ
ィ
ナI
な
存
在
に
甘
ん
じ
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
に
関
連
し
て 

い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

s
p

ir
itu

a
lity

は
生
き
たsp

iritu
a
l  

life

の
実
践
で
あ
る
か
ぎ
り
、
心
理
学
の
ア
ヵ
デ
ミ
ズ
ム
や
プ
ロ
フ
ュ
ッ 

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
枠
外
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

エ

リ

ア

ー

デ

(E
lia

d
e

 

1
9

6
9

)

の
宗
教
史(h

is
to

ry

 

o
f  

re
lig

io
n
)

は
、
宗
教
学
の
方
法
論
上
の
課
題
と
し
て
、
彼
が
い
う
と
こ
ろ
の
創
造 

的
解
釈
学(c

re
a
tiv

e

 

h
e

rm
e

n
e

u
tic

s
)

あ
る
い
は
全
体
的
解
釈
学 

(to
ta

l  

h
e
rm

e
n
e
u
tic

s
)

を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
中
心
主
義
と
諸
科
学 

還
元
主
義
の
両
方
か
ら
の
自
由
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
文



化
の
創
造
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
教
学 

が
見
失
っ
て
き
たs

p
iritu

a
l  

life

の
実
践
と
し
て
の

s
p
iritu

a
lity

 

を一

一
十
世
紀
、
さ
ら
に
は
！
一
十
一
世
紀
と
い
う
新
し
い
時
代
状
況
に
お 

い
て
復
権
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

鈴
木
大
拙
の
日
本
的
®
皿性

s
p
iritu

a
lity

の
概
念
を
曰
本
に
定
着
さ
せ
る
う
え
で
決
定
的
な
役 

割
を
果
た
し
た
の
は
鈴
木
大
拙
で
あ
ろ
う
。

一
九
九
四
年
に
執
筆

•

出 

版
さ
れ
た
彼
の
名
著

(
I

九
七
ニ)
の
題
に
含
ま
れ
て
い
る

「

霊
性」

は
、
解
説
し
て
い
る
篠
田
英
雄
が
そ
の
用
例
を

「

信
心
銘」

に
見
い
だ 

し
て
い
る
と
は
い
え
、
お
そ
ら
く
鈴
木
自
身
の
造
語
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、 

鈴
木
が
英
語
文
献
に
親
し
ん
で
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

そ
れ
が 

s
p
iritu

a
lity

の
訳
語
で
あ

り

、

こ
の
語
の
伝
統
的
お
よ
び
近
代
的
な 

使
わ
れ
方
に
つ
い
て
鈴
木
が
十
分
に
熟
知
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な 

か
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
日
我
が
国
で
宗
教
の
違
い
を
越
え
て
関
係
者
が 

「

霊
性」

と
い
う
語
を
用
い
る
と
き
は
、
彼
ら
は
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、 

鈴
木
に
負
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

鈴
木
がsp

iritu
a
lity

と
い
う
概
念
を
我
が
国
に
導
入
し
た
こ
と
の 

意
義
は
ど
ん
な
に
評
価
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
に
よ
つ 

て
彼
は
日
本
の
證
不
教
を
世
界
的
、
普
遍
的
な
視
野
か
ら
評
価
す
る
視 

点
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
の
宗
教
研
究
が
陥
っ
て
き 

た
諸
科
学
へ
の
還
元
主
義
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
当
時
猛
威
を
振 

る
つ
て
い
た
国
粋
主
義
的
イ
デ
才
ロ
ギ

ー

で
も
な
く、s

p
iritu

a
lity

と
し
て
の
普
遍
性
と
同
時
に
、
曰
本
の

s
p
iritu

a
lity

の
独
自
性
を
も 

発
見
さ
せ
て
く
る
視
点
で
あ
る
。

鈴
木
の
霊
性
の
伝
統
的
な
と
こ
ろ
は
、

「

精
神
と
か
、
ま
た
普
通
に 

言

う『

心』

の
中
に
包
み
き
れ
な
い
も
の
を
含
ま
せ
た
い

」
(P

.1
6
)

と

か「

霊
性
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
宗
教
が
分
か
る
。

」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
パ
ウ
ロ
と
と
も
に 

s
p
iritu

a
lity

をm
e
n
ta

lity

 

(「

心
性」

と
訳
せ
よ
う

)

か
ら
厳
密
に
区 

別
し
、
宗
教
の
本
質
と
し
て
規
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
鈴
木
に
言
わ 

せ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る

s
p
iritu

a
lity

の
貝
見
め
は
響
！
^

に
な
っ 

て
は
じ
め
て
起
こ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
時
代
は

m
e
n
ta

lity

 

の
域
を
出
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

 

一
 

s
p
irit

は
通
常
、

「

精
神」

と
訳
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
鈴
木
は

、

62 

日
本
でsp

ir
it

の
固
有
の
意
味
が
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
に
こ
の
不
適
切

一
 

な
訳
語
が
当
て
ら
れ
誤
解
が
助
長
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た 

に
ち
が
い
な
い
。
彼
に
と
っ
て
霊
性
は
、

「

精
神
と
物
質
と
の
奥
に

」 

見
ら
れ
る
べ
き

「

今
一
つ
の
何
か

」

で
あ
り
、

「
一

一
つ
の
も
の
を
包
ん 

で
、
二
つ
の
も
の
が
ひ
っ
き
ょ
う
ず
る
に
二
つ
で
な
く
て
一
つ
で
あ
り
、 

ま
た
、

一
つ
で
あ
っ
て
そ
の
ま
ま
二
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
る
も 

の」
(P

.1
6
)

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
代
社
会
に
お
い
て
は
た
い
て 

い
の
場
合
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
固
有
に
宗
教
的
な
何
か
で
あ
る
。
霊
性 

の
特
徴
と
し
て
鈴
木
が

「

現
実
の
否
定

」

と「

超
個
己
性
の
人

」

を
挙 

げ
て
い
る(pp

.8
4
-
8
8
)

点
も
伝
統
的
なs

p
iritu

a
lity

に
沿
っ
て
い 

る
o



し
か
し
、
鈴
木
の
霊
性
は
い
く
つ
か
の
点
で
今
日
の

s
p
iritu

a
lity

 

の
概
念
を
す
で
に
先
取
り
し
て
い
る
。
第

1

に
、
鈴
木
は
キ
リ
ス
ト
教 

徒
で
な
い
か
ら
当
然
の
こ
と
だ
が
、
霊
性
は
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的 

s
p
iritu

a
lity

に
限
定
さ
れ
ず
に
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教

(

特 

に
仏
教)

に
も
開
か
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
霊
性
は
、
ゥ
イ
リ
ア
ム

. 

ジ
ヱ
イ
ム
ズ(Ja

m
s

 
1
9
6
1
,P

.2
2

)

や

ユ

ン

グ(1
9
8
9
,p

p
. 12

-
1
3)

と 

同
じ
く
、
制
度
化
し
て
集
団
意
識
的
工
作
を
加
え
た
も
の
と
し
て
の
通 

常
の
宗
教
や
宗
教
意
識
と
区
別
さ
れ
、
そ
の
根
底
た
る
宗
教
経
験
そ
れ 

自
体
に
関
連
する
も
の
と
し
て

霊
性
が
理
解
さ
れ
て
い
る

(

鈴
木19

7
2
,  

P
P
.1

9
-
2
0
)。

第
三
に
、
霊
性
が
具
体
的
で
、
大
地
に
深
く
根
を
お
ろ
し 

て
い
る
も
の
で
あ
り

(P
P
.4

2
-
5
0)、

こ
の
世
に
あ
る

こ
と
の
根
源
的
肯 

定
で
あ
る
点
で
あ
る
。
第
四
に
、
霊
性
は
、
個
体
の
自
己
否
定
を
前
提 

し
つ
つ
も
、
普
遍
的•
集
合
的
人
格
に
で
は
な
く
、

「

個
体
を
根
拠
と 

し
て
生
成
す
る」

点
で
あ
る(

P
.

S)

。
こ
れ
と1
見
矛
盾
す
る
よ
う 

に
見
え
る
が
、
第
五
に
、
霊
性
は
、
日
本
的
霊
性
云
々
の
よ
う
に
、
そ 

れ
自
体
は
集
合
的
な
も
の
で
あ
る
各
文
化
の
夕
イ
プ
を
決
定
す
る
も
の 

と
し
て
個
体
を
超
え
、
か
つ
あ
る
個
体

(

た
と
え
ば
、
親
鸞

)
に
現
れ 

る

も
の
と
し
て
理
解
さ
れて
い
る
。

第
六
に
、
霊
性
に
、

一
定
の
宗
教 

(

こ
こ
で
は
仏
教)

を

受
容
し
、
展
開
さ
せ
る
根
源
的
主
体
性
が
認
め
ら 

れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
日
本
仏
教
と
は
、
日
本
に
定
着
し
た
仏
教
と 

言
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
仏
教
を
機
縁
と
し
て

目
覚
め
展
開
し
た
日
本
的 

霊
性
と
し
て
理
解
さ
れて
い
る
。

そ
れ
に
よ
つ
て
、s

p
iritu

a
lity

は
、 

諸
宗
教
の
出
会
い
と
対
話
の
基
盤
を
提
供
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が 示

唆
さ
れ
て
い
る
。

鈴
木
が
言
う
と
こ
ろ
の

「

日
本
的
霊
性

」

を
詳
し
く
論
じ
る
余
裕
は 

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
当
に
日
本
独
自
な
も
の
か
は
吟
味
に
値
す 

る
。

大
地
性
と
し
て
の
霊
性
は
、
た
と
え
ば
、

ソ
ロ

ヴ
ィH

フ
ら
に
代 

表
さ
れ
るロ
シ
ア
正
教
のsp

iritu
a
lity

に
も
は
っき
り
と

見
ら
れ
る 

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、イ
エ
ス
が

種
ま
き
の
た
と
え
話
を
す
る
と
き
、
 

神
の
言
葉
の
比
喩
と
し
て
の
種
が
落
ち
る
大
地
は
や
は
り

s
p
iritu

a
lity

 

で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
地
や
自
然
に
内
在
す
る
神
性
、
女
性
的.

神
的 

な
も
の(th

e

 fe
m

in
in

e

 

d
iv

in
e
)

と
い
う
知
恵

(s
a
p
ie

n
tia

)

の
伝 

統
は
、
今
年
誕
生
九
〇
〇
年
が
祝
わ
れ
る
聖
ヒ
ル
デ
ガ
ル
ト

.
フ
ォ
ン•  

ビ
ン
ゲ
ン
の
多
様
な
活
動
に
具
現
し
、
頂
点
を
き
わ
め
て
い
る 

(N
e
w

m
a
n

 

1987;

村

本1998)。

鈴
木
の「

日
本
的」

霊
性
は
実
は
今
日
、
日
本
と
い
う
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ 

を
越
え
た
グ
ロ
ー
パ
ル
な

g
p
Y

itu
a
lity

を
先
取
り
し
た
も
の
で
は
な 

か

ろ

う

か

。

最
後
に
、
あ
る
宗
教
辞
典
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、 

現
代
のsp

iritu
a
lity

理
解
に
お
け
る
創
造
的
な
新
し
い
発
展
が
結
び 

つ
い
て
い
る
諸
要
素
を
以
下
に
列
挙
し
て
お
こ
う
。
⑴
人
類
の
未
来
の 

た
め
の
、
人
間
の

s
p
iritu

a
l  

e
nergey  

re
so

u
rc

e
s

と
わ
た
し
た
ち 

のg
lo

b
a
l  

s
p
iritu

a
l

な
遺
産
の
新
た
な
探
求
、
{2
新
に
現
れ
つ
つ
あ 

る

も

ろ

も

ろ

の

s
p
iritu

a
lity

の
た
め
の
、

s
p
iritu

a
l

な
伝
統
の
違
い 

を
越
え
た
対
話
と
信
仰
間
の
対
話
、
⑶
女
性
の

s
p
iritu

a
lity

に
お
け 

る
多
く
の
新
た
な
発
展

(H
ln

n
e
ls  

1984.P
.496)。
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参

考

A

A
 (

匿
名
の
ア
ル
n
l

ル
依
存
者
た
ち)

〔

性
的
虐
待
と
イ
ン
セ
ス
ト
の

サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ー〕

の
十
二
ス
テ
ッ
プ

1
、

わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
が
ア
ル
コ
！
ル

〔

性
的
虐
待〕

に
対
し
て 

無
力
で
あ
り
、
自
分
の
生
§

自
分
の
手
に
負
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ 

て
い
る
こ
と
を
認
め
ま
し
た
。

一
一
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
た
ち
よ
り
も
偉
大
な
あ
る
力
が
わ
た
し
た 

ち
を
正
気
に
戻
し
て
く
れ
る
こ
と
を
信
じ
る
よ
ぅ
に
な
り
ま
し
た
。

三
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
神

(

高
次
の 

力)

の
手
に
自
分
の
意
志
と
自
分
の
生
活
を
向
け
か
え
る
決
心
を
し 

ま
し
た
。

四
、
わ
た
し
た
ち
は
開
か
れ
た
心
で
恐
れ
る
こ
と
な
く
自
分
自
身
を
道 

徳
的
に
究
明
し
ま
し
た
。

五
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
間
違
い
が
正
確
な
と
こ
ろ
で
何
で
あ
っ
た 

か
を
神〔

高
次
の
力〕

に
、
自
分
自
身
に
、
他
の
人
に
認
め
ま
し
た
。

六
、
わ
た
し
た
ち
は
、
性
格
の
あ
ら
ゆ
る
こ
れ
か
ら
の
欠
陥
を
神
に
取

り
除
い
て
も
ら
う
覚
悟
が
で
き
て
お
り
ま
す
。

七
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
欠
点
を
取
り
除
い
て
い
た
だ
く
よ
う
に 

〔

高
次
の
力

〕

に
謙
虚
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

八
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
が
傷
つ
け
た
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
リ
ス
ト
を 

作
り
、
彼
ら
す
べ
て
に
償
お
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

九
、
可
能
な
と
き
は
い
つ
で
も
、
こ
の
人
々
に
直
ち
に
償
い
ま
し
た
、

そ
う
す
る
こ
と
か
彼
ら
や
他
の
人
々
を
傷
つ
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 

場
合
を
除
い
て
。

十
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
を
究
明
し
つ
づ
け
、
自
分
が
間
違
っ
て
い
る 

と
き
に
は
た
だ
ち
に
そ
れ
を
認
め
ま
し
た
。

十
一
、

わ
た
し
た
ち
は祈
り
と

瞑
想
を
通
じ
て
、
自
分
が
理
解
す
る
と

一
 

こ

ろ

の

神

〔

高

次

の

力
；！

と

の

自

覚

的

な

ふ

れ

あ

い

を

よ

り

よ

い

も
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の
に
し
よ
う
と
つ
と
め
て
き
ま
し
た
が
、
わ
た
し
た
ち
が

祈
る

目

的
一
 

は
た
だ1

つ
、

わ

た

し

た

ち

に

対

す

る

神

〔

高

次

の

力
；！

の
意
志
を 

知
り
、

そ
れ
を
実
行
する
力
を
得
る
こ
と
だ
け
で
す
。

士

1、

こ
れ
ら
の
ス
テ
ッ
プ
の
結
果
と
し
て
霊
的
に
目
覚
め
た
の
ち
、 

わ
た
し
た
ち
は
こ
の
メ
ッ
セ

ー

ジ
を
ア
ルコ
~

ル
依
存
者
た
ち

〔

他 

の
性
的
虐
待
の
サ
ヴ
ァ
ィ
ヴ
ァ
ー
た
ち
；！
に
伝
え
、
こ
れ
ら
の
原
則 

を
自
分
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
で
実
践
し
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。


