
発
題

e

霊性と自然

掘

尾
 

孟

1

テ

ー

マ

の

調

律

「

霊
性」

と
い
う
言
葉
も「

自
然」
と
い
う
言
葉
も
、

一
見
し
て
、
 

東
西
双
方
の
諸
思
想
の
根
幹
に
か
か
わ
る
き
わ
め
て
大
き
な
言
葉
で
あ

 

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
仏
教
教
義
の
範
囲
内
で
見
る
か
ぎ
り
、
霊
 

機
、
霊
光
、
霊
知
、
霊
妙
と
い
っ
た
言
葉
は
多
用
さ
れ
て
い
て
も
、
 

「

霊
性」

と
い
う
言
葉
は
あ

ま

り

使
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま

 

た

「

自
然」

と
い
う
言
葉
も
、
周
知
の
よ
う
に
、p

h
y
s
is

とn
a
tu

ra
l  

s
c

i§
s

のn
a
tu

re

と
の
間
に
は
そ
の
意
味
内
容
に
本
質
的
な
非
連
続

 

性
が
み
と
め
ら
れ
て
お
り
、
近
代
科
学
文
明
を
基
礎
に
一
元
化
の
傾
向
 

を
た
ど
る
今
日
の
世
界
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
も
問
題
を
は
ら
ん
だ
言
 

葉
と
な
つ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
れ
も
周
知
の
こ
と
な
が
ら
、
今
日
、
 

n
a
tu

re

の
訳
語
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
日
本
語
の「

自
然」

と
 

い
う
言
葉
は
、
中
国
で
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
、
例
え
ば「

天
 

然
自
然」

と

か

「

無
為
自
然」

と
い
う
よ
う
な
言
葉
か
ら
転
用
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
が
簡
単
に「

=
」

 

(e
q

u
a

l)

で
は
結
ば
れ
え
な
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
、
す
で
 

に
、
多
く
の
人
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
事
 

例
は
、「

天
然
自
然」

と
い
わ
れ
る
と
き
の「

自
然」

は
、
少

な

く

と
一
 

もn
a
tu

ra
l  

s
c
ie

n
s

と
言
わ
れ
る
と
き
のn

a
tu

re

の
意
味
内
容
を
超
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え
た
、
な
い
し
、
そ
の
意
味
内
容
か
ら
は
み
出
す
内
容
、
例
え
ばr

自
一

 

然
法
爾」

な
ど
の
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
な「

自
然」

と

い

う
 

意
味
内
容
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
内
容
は
、
 

今
日
で
も
、
例
え
ば
我
々
が「

自
然
に」

と

か

「

自
ら」

と
い
う
場
合
 

に
は
、
な
お
、
そ
れ
ら
の
言
葉
の
性
格
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
 

思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
中
国
の「

自
然」

と
い
う
言
葉
お
よ
び
そ
の
自

 

然
観
は『

老
子』

第
一
一
十
五
章
の
一
句
、「

人
は
地
に
法
り
、
地
は
天

 

に
法
り
、
天
は
道
に
法
り
、
道
は
自
然
に
法
る」

と
い
う
言
辞
に
始
ま
 

る
と

言
わ
れ
て
い
る
。

今
は
、「
霊
性」

お
よ
ぴ「

自
然」

と
い
う
言
葉
のlin

g
u
is

tic
s

を
 

展
開
す
る
場
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
私
に
課
せ
ら
れ
た
テ
ー
マ
も
そ
う



い
う
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
現
代
世
界
に
お
い
て

 

「

霊
性
と
自
然」

と

い

う

こ

と

が

問
題
に
さ
れ
た
一
例

を

と

り

あ

げ

て

 

課
せ
ら
れ
た
テー

マ
を
考
え
て
み
た
い
。

先
に
、
仏
教
で
は「

霊
性」

と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
 

い
と
語
っ
た
が
、
そ
の
使
用
例
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
比
較
的
 

古
く
て
身
近
な
例
で
は
、
道
元
禅
師
の『

正
法
眼
蔵』

「

弁
道
話」

の
 

所

謂

「

十
八
問
答」

の
第
十
に
そ
の
一
例
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
し
 

か
し
、
身
体
の
滅
に
対
し
て「
心
性
の
常
住
な
る
こ
と
わ
り
を
し
る」

 

こ
と
を

仏
法
と
す
る「

先
尼
外
道」
の
見
解
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
 

す
な
わ
ち
、「

か
の
霊
性
は
、
こ
の

身
の
滅
す
る
と
き
、
も
ぬ
け
て
か
 

し
こ

に

う

ま

る

る
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
滅
す
る
と
み
ゆ
れ
ど
も
か

し

こ

の
 

生
あ
れ
ば
、
な
が
く
滅
せ
ず
し
て
常
住
な
り
と
い
ふ
な
り
。
か
の
外
道
 

の
見
か
く
の
ご

と

し」

と

い

う

如
く
で
あ
る
。

伝
統
的
な
仏
教
教
義
の
な
か
で
の
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
に
抗
し
て
、 

基
本
的
に
は
仏
教
の
立
場
に
た
ち
つ
つ
、
こ

の「

霊
性」
と
い
う
言
葉
 

を

「

本
当
の
宗
教
意
識」

を
表
す
言
葉
と
し
てp

o
s
itiv

e

に
使
用
し
た
 

の
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
鈴
木
大
拙
で
あ
る
。
大
拙
に
は「

霊
性」
と
 

い
う
言
葉
を
表
題
に
か
か
げ
た
三
冊
の
著
作
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、 

『

日
本
的
霊
性J  

(

昭
和
十
九
年
十
二
月
刊)

、『

霊
性
的
日
本
の
建
設J  

(

昭
和
一
平
一
年
九
月
刊)

、『

日
本
の
霊
性
化J  

(

昭
和
一
不
一
一
年
十
一
月
刊)  

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
鈴
木
大
拙
の「

霊
性」

と
い
う
言
葉
の
意
味
内
容
、
特
に
上
記
三
部
作
の
な
か
で
も
基
本
と
な
 

る
最
初
の
著
作
に
明
示
さ
れ
て
い
る
そ
の
特
質
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、「

霊
性
と
自
然」

と
い
う
今
日
の
テ
ー
マ
の
討
議
に
資
し
た
い
と

 

思
う
。

上
に

示
し
た
三
部
作
の
刊
行
年
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
大
拙
が
 

「

霊
性」

と

い

う

言
葉
で「

本
当
の
宗
教
意
識」

を

考
察
し
た
経
緯
に

 

は
、

一
面
で
は
、
そ
の
時
代
的
背
景
と
い
う

も
の
が
顧
慮
さ
れ
る

必
要
 

が
あ
る

。

し
か
し
、「

霊
性
と
自
然」

と

い

う

今
日
の
テ

I

マ
に

焦
点
 

を

あ

わ

せ

て

見
れ
ば
、
特
に
以
下
の
ニ
点
が
あ

ら

か

じ

め

顧
慮
さ
れ
る
 

べ
き
点
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

(

1)
「

霊
性」

と
い
う
言
葉
は
大
拙
の
い
わ
ゆ
る
円
熟
期(

昭
和
十
九
 

年
士
一
月
は
大
拙
の
七
十
四
歳
時
に
あ
た
る)

の
言
葉
で
あ
る
と
い
う

こ
と
。

つ
ま
り
、
大
拙
が「

霊
性」

と
い
う
言
葉
を
発
し
た
立
場
一

 

に
は
、
禅
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
見
ら
れ
たr

大
智」

と

浄

土

60 

系
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
見
ら
れ
たr

大
悲」

、
さ
ら
に
は
、

一
 

こ
の
両
者
を
包
摂
す
る「

大
乗
仏
教
の
精
神」

の
み
な
ら
ず
キ
リ
 

ス
ト
教
を
も
視
野
に
い
れ
た「

本
当
の
宗
教
意
識」

一
般
か
ふ
く
 

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「

霊
性」

と
は
原
本
的
で
究
極
的

 

な

「

人」

の
自
覚
的
性
質
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
。

(

2

)
「

霊
性」

と
い
う
言
葉
はs

p
iritu

a
lity

と
い
う
言
葉
に
基
づ

 

い
て
大
拙
が
あ
ら
た
め
て
造
り
だ
し
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
 

「
霊
性」

と
い
う
言
葉
に
先
立
っ
てs

p
iritu

a
lity

と
い
う
言
葉

 

の
あ
っ
た
こ
と
は
岡
村
美
穂
子
氏
の
証
言
に
よ
る
。
も
っ
と
も
大
 

拙
と
岡
村
氏
と
の
出
会
い
は
三
部
作
刊
行
か
ら
少
な
く
と
も
4
年
 

後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
証
言
に
よ
っ
て
、
執
筆
後
の
大
拙



に
そ
う
い
う
思
い
が
残
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

2

テ
I

マ
と
大
拙
の「

置
性」

上
に
は
、
大
拙

の「

霊
性」

がs
p
ir

itu
a
lity

に
基
づ
い
て
考
案
さ

 

れ
た
言
葉
で
あ

る

こ

と

を

述
べ
た
。
し

か

し

大
拙
の「

霊
性」

に
は
、 

少

な

く

と

も

キ

リ

ス

ト

教

で
も
ち
ら
れ
て
き
たs

p
ir

it

あ
る
い
は

 

s
p
iritu

a
lity

か
ら
は
大
き
く
逸
脱
す
る
意
味
内
容
が
ふ
く
ま
れ
て
い

 

る
。
キ

リ

ス

ト

教

で
も
ち
ら
れ
て
い
るs

p
ir

it

と
い
う
言

葉

が

、

ヘ
プ
 

ラ
ィ
語
のru

a
h
、

ギ
リ
シ
ア
語
のp

n
e
u
m

a

の
訳
語
に
起
源
を
も
ち
、

へ
ブ

ラ

ィ

語
のn

e
fe

s
h
、

ギ
リ
シ
ア
語
の
p

g

ys -
g

の
訳
語
と
し
て
も

 

ち
い
ら
れ
るs

o
u
l

と
は
異
な
る
意
味
内
容
の
言
葉
と
し
て
、
伝
統
的

 

に
、
受
け
と
め
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
 

そ
の
場
合
、s

p
ir

it

とs
o
u
l

と
の
基
本
的
な
意
味
内
容
の
相
違
は
、
肉
 

体

(s
a
rx

:  fle
s

h
)

に
代
表
さ
れ
る
自
然
的
な
も
の(th

e
 

q
u
s
i-

 

p
h
y

s
ic

a
l)

と
結
び
つ
い
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
 

ば
、「

創
世
記」

一
一
章
七
節
で
は
、"G

o
d

 

b
s
a
th

e
d

 

h
is  

S
p
irit  

i
n
c+
o
c+
lle
 

v
e
ry

 

dust:  

o
ut:  

o
f  

w
liic

h

 

tie  

m
a
d
e

 m
a
p

 a
n
a

 m
a
n

 
th

e
n

 

b
e
c
a
m

e

 

a
liv

in
g

 

と
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
で
 

もs
p
ir

it

とs
o
u
l

と
が
同
一
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
伝
統
を
う
け
て
2
6
名

T
e
s
ta

m
e
n
t

に
お
い
て
もs

p
irit

とs
o
u
l

と
 

の
間
に
はth

e

 

s
p
iritu

a
l  

re
a
lm

とth
e

 

c
a
n
a
l  

re
a
lm

と
に
対
応
す
 

る
相
違
が
ほ
ぼ
一
貫
し
て
遵
守
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
キ
リ

ス
ト
教
伝
統
の
な
か
で
は
こ
の
両
者
の
関
係
に
さ
ま
ざ
ま
なv

a
ria

tio
n

 

が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、th

e

 

H
o
ly

 

S
p
irit  

(p
n
e
u
m

a

 

h
a
g
io

n
)

と
 

s
o
u
l

と
の
間
に
は
常
に
厳
格
な
一
線
が
引
か
れ
て
き

た

よ

う

に
思
う
。
 

th
e

 

H
o
ly

 

S
p
irit

は

「

御
父
と
御
子
と
よ
り
出
で
御
父
と
御
子
と
と

も
に
あ
が
め
ら
れ
る」

(

ニ
カ
ィ
ヤ
•
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ポ
リ
ス

信
条)

。

(g
n
o
s
tic

is
m

 
の tlie

 s
p
irit  

o
f  

l
lIT
ql
lt tlie

 

s
p

ir
it

0

1
 

d
a
rk

n
e
ss  

の
 

場
合
で
も

、

ま
た
、

s
p

r
it  d

u

 

M
a
i

の
場
合
で
も
、
そ
れ
はs

o
u
l

で
は
な
い
。
 

し
か
し
、c

n
io

 

m
y
s
tic

a

 
の
立
場
に
立
つ C

h
ris

tia
n
ity

 

M
y
s
tic

is
m

 
の
 

場
合
、
こ
の

一
線
が
例
え
ば「

浄
化
の
道〈v

ia

 

p
u
rg

a
tiv

a
〉

」

な
ど
と
言
 

わ
れ
る
神
秘
階
梯
の
ど
こ
に
ひ
か
れ
る
の
か
、
ま
た
、例
え
ば
、w

c
k
h
a
rt

に
 

お
け
るS

e
e
le

とS
e
e
le

n
g
ru

n
d

で
あ
るG

e
is

t

と
の
関
係
の
仕
方
な
ど
は
問
 

題
に
な
る
で
あ
ろ
う)

。

近
代
で
は
、
例
え
ばs

h
ie

rk
e
g
a
a
rd

が
、
周
知
の
よ
う
に
、"A

 

liu
m

a
n

 

b
e
in

OQ
7 

sp
irit-

 B
u
t  

w
h
a
t  

is

 

th
e

 

s
p
irit?

 

S
p
irit:  

is  

c+
he s

e
lf;

と
自
問
自
答
し
、
人

間

(th
e

 

s
p

ir
it)

を

心

(th
e

 

p
s
y
c
h
ic

a
l)

と
肉
体(th

e

 

p
h
y

s
ic

a
l)

と
の
総
合(a

 

s
y

n
th

s
is

)

と
規
定
し
た
と
き
に
も
、
な
お
、
伝
統
的
な
こ
の
一
線
は
基
本
的
に
守

 

ら
れ
て
い
る
と
思
え
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
るs

p
ir

it

とs
o
u
l

と
の
相
違
に
類
似
し
た

 

言
葉
は
中
国
に
も
古
く
か
ら
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た「

魂
魄」

と
い
う
 

言
葉
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
は
陰
陽
説
と
結
び
つ
い
て
、
魂
は
陽
の
精
気
 

す
な
わ
ち
霊
的
生
命
力
あ
る
い
は
心
識
を
意
味
す
る
言
葉
、
魄
は
陰
の
 

精
気
で
身
体
形
成
力
を
意
味
す
る
言
葉
と
さ
れ
、
魄
晚
合
し
て
生
命
を

- 6 1 -



生
じ
、
離
散
し
て
魂
は
天
に
昇
り
魄
は
地
に
止
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
 

た
。

し
か
し
、
大
拙
が「

霊
性」

と

い

う

言
葉
に「

精
神」

と
は
異
な
 

る

意
味
内
容
を
こ
め
て
語
る
と
き
、
こ

の「

魂
魄」

と

い

う

概
念
の
影
 

響
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。

以
上
の
ご
と
く
、
大
拙
が「

霊
性」

と
言
う
と
き
、
彼
自
身
が
そ
れ
 

ら
の
歴
史
と
実
情
に
直
接
触
れ
え
た
禅
あ
る
い
は
広
く
仏
教
、
ま
た
中
 

国
の
諸
思
想
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
こ
の
言
 

葉
に
直
結
す
る
根
拠
は
見
い
だ
せ
な
い
。
先
に
は
、

こ
の
言
葉
に

 

s
p
iritu

a
lity

と
い

う
語
が
先
行
し
て
い
た
様
子
を
披
露
し
た
が
、
そ
 

れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
に
お
け
るs

p
irit

が
大
拙
の
念
頭
に
あ
っ
 

た

と

い

う

こ

と

で

は

な
く
、S

o
u
l

と
は
異
な
る
宗
教
的
次
元
の
実
在

 

性
を
示
す
語
と
し
てs

p
iritu

a
lity

と
い
う
語
が
念
頭
に
う
か
び
、
そ 

れ

を

「

霊
性」

と
い
う
日
本
語
で
呼
ん
だ
と
解
し
て
お
く
の
が
妥
当
の
 

よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、s

p
iritu

a
lity

も

「
霊
性」

と
い
う
言

 

葉
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
拙
独
自
の
意
味
内
容
を
も
っ
た
大
拙
 

の
造
語
と
見
て
お
く
の
が
妥
当
の
よ
う
に
思
え
る
。

で
は
、
大
拙
の
主
張
す
る「

霊
性」

の
、
従
来
の
東
西
諸
思
想
に
は
 

見
い
だ
せ
な
い
特
質
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
結
 

局
、
以
下
の
ニ
点
に
集
約
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

(

1)

大
拙
の
主
張
す
る「

霊
性」

は
、
彼
の
い
う「

大
地」

あ
る
い
 

は

「

大
地
性」

と
不
可
分
離
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
 

点
に
お
い
て
、
今
日
の
テー

マ
で
あ
るr

霊
性
と
自
然」

の
考
察
 

に
寄
与
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

(

2)

大
拙
が
自

ら

の

「

霊
性」

概
念
の
特
質
と
し

て

「

直
接
性」

と
 

い

う

こ

と

を

掲

げ

て

い

る

こ

と

。

以
下
、
こ
の
ニ
点
の
解
明
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
す
す
め
た
い
。

3

大
拙
に
お
け
る「

霊
性」

と

「

大
地」

大
拙
か「

霊
性」

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
そ
う
と
す
る
の
は
、 

「

精
神
と
物
質
と
の
奥」

な
い
し「

精
神
と
物
質
の
世
界
の
裏」

に
実
 

在
す
る

あ

る

「

は
た
ら
き」

、
す
な
わ
ち
、「

二
つ
の
も
の
が
畢
竟
ず
る
 

に
二
つ
で
な
く
て1

つ
で
あ
り
、
又
一
つ
で
あ
っ
て
そ
の
ま
ま
二
つ
で
一

 

あ
る」

、
そ

の「

ニ
の
一
、

1

の
一
一」

が

「

相
即
相
入」

す

る

「

は

た
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ら
き」

で
あ
る
。「

霊
性
と
云
っ
て
、
そ
ん
な
も
の
が
、
ど

こ

に

存

在
一
 

す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
働
き
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
、
す
べ
て
話
 

の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
霊
性
と
云
う
の
で
あ
る」

一
〇
三
頁
。
こ
の
 

場
合
、「

精
神」

と
い
う
言
葉
は
、
い
わ
ゆ
る
魂(

魄)

、
心
な
ど
を
示

 

唆
す
る
広
義
の-

the  

p
s
y
c
h
ic

a
l'

と
同
じ
意
味
内
容
の
言
葉
と
し
て
、

ま

た

「

物
質」

は
、
そ
れ
と
対
舷
的
な
立
場
に
認
め
ら
れ
る
-

th
e

 

p
h
y
s
ic

a
l-

と
同
じ
意
味
内
容
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
 

て
「

ニ
の
一
、

一
の
ニ」

と
い
う
上
記
の「

は
た
ら
き」

は
、
差
当
っ
 

て
は
、K

ie
rk

e
g
a
a
rd

が
、a

 

s
y
n
th

e
s
is

と
呼
ん
だ
そ
の
関
係
統
一

 

の
統
一
的
作
用(

実
存
の
事)

を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
大
拙
の
場
合

 

は
、
人

(
個
己)

と
そ
の
歴
史
的
社
会
的
環
境(

文
化)

お
よ
び
自
然



と
の
呼
応
的
関
係
作
用
、
例
え
ば
、
土
地
を
耕
作
す
る
そ
の
労
働
行
為
 

に
お
け
る
自
然
と
人
と
の
呼
応
的
な
統
一
関
係( 「

感
応
道
交」

)

の
作
 

用
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、

周

知

の

如

K
ie

rk
e
g
a
a
rd

 

はs
y
n
th

e
s
is

の
可
能
性
を
、
そ
れ
を
か
か
る
一
実
在
と
し
て
措
定
し

 

た
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
大
拙
の
場
合
は
、
 

か
か
る
関
係
作
用
も
ま
た
、
否
む
し
ろ
勝
義
に
は
、
か
か
る
関
係
の
作
 

用
そ
の
も
の
を「

霊
性」

と

呼
ん
で
い
る
。

す
な
わ
ち
、
差

当
っ
て
は
、 

「

超
個
己
即
個
己
、
個
己
即
超
個
己」

と
い
う
そ
の「

即」

の
端
的
が
 

「

霊
性」

の

「

は
た
ら
き」

で
あ
り
、「

は
た
ら
き」

と
し
て
の「

霊
性」

 

で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ

の「

即」
は

「

相
即
相
入」

と

い

わ

れ

「

啐
啄
 

同
時」

と

い

わ

れ

る

能
所
双
方
の
働
き
あ
い
の「

は
た
ら
き」

そ
の
も
 

の
を
意
味
す
る
。

「

霊

性」

が
こ
の
よ
う
な「

は

た

ら

き」

だ
と
す
る
と
、

そ
れ
は
一
 

見
し
てth

e

 

H
o
ly

 

S
p

ir
it

と
非
常
に
近
い
概
念
の
よ
う
に
見
ら
れ
う

 

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
拙
の
場
合
、「

即」

と

し

て

捉
え
ら
れ
た

 

当

の

「

は
た
ら
き」

は
、「

個
己」

と

「

超
個
己」

と

を

「
止
揚」

し
 

「

仲
介」

す
る
位
格
あ
る
第
三
者
で
は
な
い
。「

地
獄
必
定
の
才
市
と
畢
 

竟
浄
に
坐
っ
て
い
る
弥
陀
仏——

こ
れ
は
ど

う

し

て

も

融
消
せ
ら
れ
な
 

い
対
立
で
あ
る
。
こ
れ
は
止
揚
と
か
云
ふ
考
え
で
止
揚
せ
ら
れ
な
い
対
 

立
で
あ
る
。
絶
対
的
対
立
で
あ
る」

。
一
一
一
三
頁
。

「

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
 

は
才
市
と
仏
を
繫
ぐ
仲
介
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ」

(

ニ
〇
三
頁
。)

「

霊
性」

と
は
端
的
に「

媒
介」

の

「

は
た
ら
き」

そ
の
も
の
で
あ
 

る
。
す
な
わ
ち
、r

才
市
は
仏
で
あ
る
、
仏
は
才
市
で
あ
る
。

こ
れ
が

成
就
せ
ら
れ
た
の
は
、

〈

な
む
仏〉

即
ち
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
の
媒
介
で
 

あ
る
。
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
で
仏
と
才
市
と
が
円
環
的
に
繫
が
れ
た」

(

ニ
〇
三
頁)

と
言
わ
れ
る
。
か
か
る
媒
介
す
る
も

の

な

き

媒
介
作
用
、
 

換
言
す
れ
ば
、
絶
対
に
対
立
し
あ
い
矛
盾
し
あ
う
双
方
を「

そ
の
ま
ま」

、
 

「

矛
盾
の
ま
ま」

に
、「

媒
介」

す
る
作
用
が「

相
即
相
入」

と
言
わ
れ
 

る

r

即」

の

「

は
た
ら
き」

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な「

は
た
ら
き」

を
 

自
ら
の
生
命
と
す
る
存
在
者
、
こ
れ
を
大
拙
は「

人」

な
い
し
、
よ
り
 

端
的
に
は
、r

一
人(

ィ
チ
ニ
ン
ご
と
呼
ん
で
い
る
。

従
っ
て
、「

超
個

 

己
即
個
己
、
個
己
即
超
個
己」

と
言
わ
れ
るr

即」

の

「

は
た
ら
き」

 

と
し
て
の「

霊
性」

と
は
、「

人」

の
生
活
の
事
で
あ
る
。

こ
の
生
活
 

の
事
を
大
拙
は
、
例
え
ば
、「

振
り
上
げ
る
一
鍬
、
振
り
下
す
一
鍬
が
、

一 

絶
対
で
あ
る
、
弥
陀
の
本
願
そ
の
も
の
に
通
じ
て
行
く
の
で
あ
る
、
否
、
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本
願
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
本

願

の〈

静
か
な
、
さ
さ
や
か
な
声〉

一
 

は
鍬
の
一
上
一
下
に
聞
え
る
の
で
あ
る」

(

八
九
頁)

と
叙
述
し
て
い

 

る
。
上
に
引
用
し
た「

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
で
仏
と
才
市
と
が
円
環
的
に
 

繫
が
れ
た」

と
言
わ
れ
て
い
る
の
も
才
市
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
二

 

人」

の
生
活
の
事
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が「

円
1

に
繫
が
れ
た」

 

と
言
わ
れ
る
の
は
、「

一
人
は
超
個
己
的
一
人
で
、
中
心
の
な
い
無
限

 

大
円
環
の
中
心
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
霊
性
的
自
覚
は
 

こ
の
中
心
の
な
い
中
心
を
認
得
す
る
と
き
に
成
立
す
る
。
そ
の
と
き
八
 

天
上
天
下
唯
我
独
尊〉

の
一
人
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
真
実
の
 

個
己—
超
個
己
の
自
己
限
定
で
あ
る」

と
い
う
存
在
論
的
構
造
が
、
そ
 

こ
に
、
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。「

周
辺
の
な
い
円
環
が



自

ら

を

限
定
し
て
、
ど

こ

ま

で

も

中
心
を
お
く」

時
節
が「

仏
と
才
市
 

と
が
円
環
的
に
繫
が
れ
る」

時
節
、
す
な
わ
ち
、r

一
 

人」

の
現
前
す
 

る
時
節
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
拙
は
、「

吾
等
の
何
れ
も
が
無
限
大
の

 

円
環
の
中
に
、
中
心
の
な

い

中
心
を
占
め
て
、
そ
こ
で

起
臥
し
て
居
る
 

と
云
ふ
最
も
具
体
的
事
実
が
厳
存
す
る」

と
云
い
、
こ

の「

事
実」

の
 

開
示
を「

霊
性
的
自
覚」

ま

た

は

「

霊
性
的
直
覚」

と
呼
ぶ
。

と
こ
ろ
で
、「

霊
性」
の

「

は
た
ら
き」

が

「

周
辺
の
な
い
円
環」

の
自
己
限
定
と
説
明
さ
れ
、
霊
性
的
事
実
の
自
覚
が「

中
心
の
な
い
無
 

限
大
の
円
環
内
に
人
と
い
う
中
心
を
認
得
す
る
こ
と」

と
言
わ
れ
る
時
、
 

そ
れ
ら
の
事
は
非
常
に
抽
象
的
な
印
象
を
あ
た
え
る
。
し
か
し
、
大
拙
 

は
む
し
ろ
こ
の
事
を「

最
も
具
体
的
事
実」

と
言
う
。
そ
の
具
体
性
は
 

何
処
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
既
に「

超
個
己
即
個
己
、
個
己
即
超
個
己」

 

と
言
わ
れ
る
時
の
そ
の「

即」

の
場
の
具
体
性
に
あ

る

と

言
え
よ
う
。
 

さ

ら

に

言
え
ば
、「

超
個
己」

の
具
体
性
に
あ
る
。「
超
個
己」

と
は
 

"個
己
を
超
え
た
非
人
格
的
な
あ
る
も
の
"
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
固
 

有
名
を
も

つ

個
己
の
一
人
に
対
し
て
絶
対
的
に
対
峙
す
る

固
有
名
の
仏
 

(

阿
弥
陀
仏)

で
あ
り
、
個
己
の
一
人
に「

わ
れ
一
人
の
た
め」
と
告
白
 

せ

し

め

る

弥
陀
の
本
願
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
呼
べ
ば
応
ず
る「

超
個
の
 

人」

で
あ
り
、r

渠
を
喚
ぶ
に
声
有
り
、
渠
を
見
る
に
形
無
し」

の
 

「

渠」

で
あ
る
。

こ
の
絶
対
的
対
立
と
呼
応
と
が
同
時
に
な
り
た
つ

 

r

は
た
ら
き」

が

「

一
即
ニ
、

ニ
即
一」

の

r

即」

で
あ
り
、

そ
の
 

r

即」

の
具
体
は「

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ」

の

「

名
号」

で
あ
る
。
す
な
 

わ
ち
、「

悪
人
は
こ
れ(

名
号)

を
媒
し
て
仏
を
た
の
し
み
、
仏
は
こ

れ
を
媒
し
て
、
機
と
し
て
の
才
市
、
即
ち
悪
人
を
た
の
し
む」

と
大
拙
 

は
言

う

。

そ
し
て
、
か
か
る「

名
号」

の

「

脚
実
地
を
踏
む」

場
、
そ
 

れ
を
大
拙
は「

大
地」

と
呼
ん
で
い
る
。

「

大
地」

と
は
単
な
る
土
地(e

a
r
th

)

の

事
で
は
な
い
が
、
ま
た
 

同
時
に
、
こ
の
世(th

e

 

e
a
r
th

)

を
超
え
た
天
国(th

e

 

h
e
a
v
e
n
)

の
 

事
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
個
己
の
一
人
一
人
が
そ

こ

か

ら

生
ま
れ
、
死
 

ね
ば
も

と

よ

り

そ

こ

に

帰
る
、
そ

う

い

う

個
己
の
生
死
が
成
就
す
る

場
 

の

こ

と

で

あ

る

。

我

々

が
自
然
と
の
交
錯
を
経
験
す
る
生
活
の
現
場
、
 

そ
れ
が「

大
地」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
地
に
深
く
振
り
下
ろ
さ
れ
た
鍬

 

の

手
応
え
、
そ
れ
は
個
己
の
生
活
の
確
か
な
手
応
え
で
あ
り
、
そ
こ
に
 

「

大
地」

の

具
体
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
上
一
下
す
る
鍬
の
手
応
一

 

の

確
か
さ
は
、
先

の

「

最
も
具
体
的
事
実」

と
言
わ
れ
た
そ
の
事
実
、
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つ
ま
り
、「

中
心
の
な
い
無
限
大
の
円
環
内
に
人
と
い
う
中
心
を
認
得
一

 

す
る」

と
い
う
事
の
端
的
に
他
な
ら
な
い
。
か
か
る
大
地
の
具
体
性
が
 

「

人」

の

具
体
性
で
あ
る
。「

大
地」

に
接
触
し
そ
の
具
体
性
に
立
脚
し
 

た
念
仏
を
、
大
拙
は
、「

実
念
仏」

と
呼
び
、「

彼

(

親
鸞)

の

念
仏
は
 

実
念
仏
で
あ
っ
た」

と
言
う(

八
八
頁)

。

「

大
地」

の
具
体
性
は「

霊
性」

の
真
実
性
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「

実
念
仏」

と
は
、
才
市
の
下
駄
削
り
、
農
夫
の
田
圃
作
り
、
か
か
る
 

業

行

を「

そ
の
ま
ま」

に
、
そ
れ
が
仏
の「

悪
人
を
た
の
し
む」

現
場
 

と

な

し

、

才
市
が「

仏
を
た
の
し
む」

現
場
と
な
す「

は
た
ら
き」

で
 

あ
る
。
凡
夫
と
仏
、
永
遠
の
迷
い
と
永
遠
の
さ
と
り
、
両
者
の
絶
対
的
 

矛
盾
が
解
消
す
る
の
で
は
な
い
。「

矛
盾
は
そ
の
ま
ま
で
残
さ
れ
て
お



る
。
併
し
残
さ
れ
た
矛
盾
は
始
め
の
矛
盾
で
は
な
い
、
相
即
相
入
性
を
 

帯
び
て
き
た
矛
盾
で
あ
る
。
そ
れ
が〈

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ〉

な
の
で
あ
 

る」
(

ニ
ー 

四
頁)

。
す
な
わ
ち
、「

大
地」

と
は
、
我
々
の
個
己
的
一
人
 

一
人
が
そ
の
実
在
の
真
実
性
を
獲
得
す
る
場
に
他
な
ら
な
い
。「

霊
性
 

の
奥
の
院
は
実
に
大
地
の
座
に
あ
る」

の
で
あ
る
。

4

「

直
接
性」
と
い
う
こ
と

大
拙
が
日
本
に
お
い
て
の
み
徹
底
的
に
且
つ
端
的
に
開
示
さ
れ
た
と
 

見

る

「

日
本
的
霊
性」

の
特
質
た
る「
直
接
性」

と
は
、「

何
等
の
条

 

件
の
介
在
な
し
に
、
衆
生
が
無
上
尊
と
直
接
に
交
渉
す
る」

と

い

う

事
、
 

「

二
つ
の
も
の
の
間
に
媒
介
者
を
入
れ
な
い」

と

い

う

意
味
で
あ
る

 

(

ニ
九
頁)

。
す
な
わ
ち
、
端
的
に
は「

横
超」
あ
る
い
はr

両
鏡
相
対

 

し
て
中
心
影
像
な
し」

と

い

う

事
を
指
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
 

こ

の「

直
接
性」

は
、r

才
市
は
仏
で
あ
る
、
仏
は
才
市
で
あ
る」

と
 

言

わ

れ

る

時
に
、
才
市=

仏
と
い

うe
q
u
a
lity

を

意
味
し
て
い
る
の
で
 

は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ

の

「

直
接
性」

と

い

う

語
は
、
い

ま

だ

「
生
れ
 

か
は
ら
ぬ
魂」

の
ま
ま
な
る
古
代(

万
葉)

お
よ
び
平
安
時
代
の
宗
教

 

意
識
の
嬰
孩
性
、
す
な
わ
ち
、
個
己
の
延
長
上
に
立
つ
、
そ
の
意
味
で
 

e
q
u
a
lity

を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
の
宗
教
意
識
を
批
判
超
克
す
る
意
味
で
 

用
い
ら
れ
て
い
る
。

「

衆
生
が
無
上
尊
と
直
接
に
交
渉
す
る」

と
い
う
事
は
、
先
に
、
媒
 

介
す
る
も
の
な
き
媒
介
作
用
と
述
べ
たr

即」

の

「

は
た
ら
き」

、
す

な
わ
ち
、「

霊
性」

な
い
し「

霊
性
的
直
覚」

の

端
的
さ
を
示
し
て
い

 

る
。
衆
生
と
無
上
尊
と
は
絶
対
に
相
容
れ
ず
否
定
し
あ
う
一
一
極
で
あ

る
_
 

こ
の

絶
対
否
定
を
通
し
て
一
一
極
が
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
呼
応
し
あ
う
 

時
、
す
な
わ
ち
、
衆
生
が
仏
の
手
に
全
身
全
霊
を
あ
ず
け(

信
の
一
念)

_
 

仏
が
そ
の
手
に
、
生
死
穢
浄
の
一
切
を
包
み
抱
く
大
地
の
ご
と
く
に
、 

衆
生
を
摂
取
す
る
時
、
衆
生
は
衆
生
の
ま
ま
に
絶
対
肯
定
を
う
け
る
。
 

こ
れ
が「

念
仏
申
さ
る
る」

時
節
で
あ
り
、「

霊
性
的
直
覚」

の
開
け
 

る
時
節
で
あ
る
。
衆
生
が
何
者
か
に
変
身
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
 

の

間
に
何
か
が
介
在
す
る
の
で
も
な
い
。
個
己
一
人一

人
の
罪
業
は
そ
 

の
ま
ま
で
あ
る
。「

矛
盾
は
そ

の

ま

ま

残
さ
れ
て
お
る
。
併
し
残
さ
れ

 

た

矛
盾
は
始
め
の
矛
盾
で
は
な
い」

。
か
か
る「

交
渉」

の

「

は
た
ら

 

き」

が

ニ

即

ニ

、
ニ

即

こ

と

言

わ

れ

る

「

即」

の

「

は

た

ら

き」

 

で
あ
る
。



〇

レ
ス
ポ
ン
ス

岸

英

司

た
だ
今
、
堀
尾
先
生
か
ら
主
と
し
て
鈴
木
大
拙
先
生
に
お
け
る
霊
性
、 

霊
性
的
直
覚
、
霊
性
的
自
覚
、
そ
し
て
自
然
法
爾
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
 

で
、
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
霊
性」

と
い
う
こ
と
ば
は
昨
年
も
村

 

本
先
生
が「

ス

ピ

リ

チ

ユ
ア

リ

テ

ィ

と

現
代」

と
い
う
こ
と
で
詳
し
い
 

お
話
を
な
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
も
使
う
こ
と
ば
 

で
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
意
味
は
、
非
常
に
大
拙
の
場
合
と
は
変
わ
っ
て
 

く
る
わ
け
で
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
三
部
作
、
三
つ
の
著
作
の
中
で「

日
 

本
的
霊
性」

、
今
、
直
接
性
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
外
部
性
と
い
う

 

二
つ
の
性
格
に
限
っ
て
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
。
や
は
り
、
こ
の
問
題
 

は
鈴
木
大
拙
に
お
け
る
禅
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
 

と

と

深
く
関
わ
っ
て
く
る
と

私
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
拙
独
自
の
 

意
味
を
込
め
た
霊
性
と
い
う
も
の
は
広
く
世
界
的
な
考
え
方
か
ら
見
て

 

い
く
と
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も

考
え
ざ
 

る
を
得
な
い
の
で
す
。

そ

し
て
、

今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る「

霊
性
と
自
然」

、
先
生
は
霖
性

 

も
自
然
の
中
に
含
ま
れ
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
 

ん
で
す
が
、
私
に
は
、
こ
の
霊
性
と
自
然
と
い
う
立
て
方
が
、
あ
る
意
 

味
で
自
然
で
あ
り
な
が
ら
0
然
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
、

つ
ま

り
超
自
然
と
自
然
、
あ
る
い
は
恩
患
と
自
然
と
い
う
ふ
う
な
立
て
方
で
 

も
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
今
、
自
然
法
爾
と
い
う
こ
と
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
西
 

洋
の
自
然
と
い
う
も
の
と
仏
教
に
お
け
る
自
然
と
い
う
の
は
決
し
て
同

 

じ
も
の
で
は
な
く
て
、
違
っ
た
も
の
、
同
じ
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
も
、
 

中
身
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
で
す
ね
、
今

□
や
は
り
、
仏
教
と
キ
リ
ス
 

ト
教
の
対
話
と
い
う
中
で
もI

つ
の
大
き
な
闲
難
が
あ
る
と
い
う
こ
と
 

を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
鈴
木
大
拙
の
霊
 

性
と
い
う
の
は
、
知
性
を
超
え
た
世
界
、
精
神
と
物
質
の
も
う
一
つ
奥

 

に
あ
る
も
の
、
二
つ
で
あ
っ
て
一
つ
、
様
々
な
説
明
の
言
い
方
が
あ
り

 

ま
す
し
、r

即」

と

い

う

こ
と
ば
で
詳

し

く

お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。

こ
一

 

れ
を
で
す
ね
、
親
鸞
一
人
の
自
覚
と
か
、
そ
し
て
今
、
あ
れ
は
私
も
個
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己

(

こ
き)

と
読
む
の
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

や

は

り

個

己
一

 

(

こ
こ)

と
読
む
べ
き
で
、「

個
己
即
超
個
己」

と
い
う
の
は
神
秘
主
義

 

的
な
解
釈
は
で
き
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
超
個
己
と
い
う
の
は
、
あ
る
 

意
味
で
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
と
訳
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
バ
I 

ソ
ナ
ル
、
個
己
の
中
に
動
い
て
く
る
と
言
い
ま
す
か
、
働
い
て
く
る
、
 

そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
を
お
っ
し

ゃ

っ

て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
 

ね
。
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
神
が
人
の
魂
の
中
で
生
き
て
い
る
と
い
う

 

よ
う
な
形
で
と
ら
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
や
は
 

り
、
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
と
こ
ろ
の
こ
と
を
言
う
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
大
拙
先
生
の
こ
の
霊
性
に
対
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
批
判
が
 

ご
ざ
い
ま
す
し
、
た
と
え
ば
そ
の
時
代
、
戦
前
、
戦
後
の
中
で
の
神
道



批
判
と
い
う
も
の
は
非
常
に
痛
烈
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
古
代
か
 

ら
曰
本
人
の
宗
教
意
識
の
目
覚
め
、
自
覚
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
霊
 

性
的
自
覚
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
鎌
倉
時
代
に
発
現
し
た
と
い
う
の
が

 

鈴
木
大
拙
先
生
の
主
張
で
あ
り
ま
す
が
、
梅
原
猛
さ
ん
も「

そ
う
い
う
 

わ
け
に
は
い
か
な
い
、
i

時
代
に
も
う
す
で
に
1

め
て
い
た
ん
じ
ゃ
 

な
い
か」

と
い
う
こ
と
も
言
い
ま
す
し
、
そ
れ
に
対
し
て
大
拙
さ
ん
自
 

身
も
、「

い
や
、

一
人
の
人
の
自
覚
で
は
ダ
メ
な
ん
で
、
大
勢
の
人
が

 

そ
う
で
な
く
て
は
い
け
な
い」
と
。
そ
う
す
る
と
、
霊
性
と
は
大
衆
化
 

な
の
か
と
い
う
疑
問
点
も
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
神
道
 

批
判
は
た
し
か
に
痛
烈
な
も
の
で
、
当
を
得
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
 

す
が
、
同
時
に
や
は
り
宗
教
意
識
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
そ
う
い
う
 

ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
ず
っ
と
続
い
て
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
 

の
の
無
視
は
し
て
は
い
け
な
い
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
も
思
え
 

る
ん
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
西
洋
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
で
使
っ
て
き
た
ス
ピ
リ
 

チ

ュ

ア

リ

テ
ィ
と
違
っ
た
意
味
の
大
拙
独
自
の
霊
性
と
い
う
考
え
方
は
、
 

ご
本
人
が
や
は
り
、「

霊
性
で
は
足
り
な
い
、
霊
性
的
直
覚
と
か
霊
性

 

的
自
覚
と
い

う

よ

う

な
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
い
と
い
け
な
い」

と
お
っ
 

し
ゃ
っ
て
、
や

は

り

「

霊
性
的
自
覚」

と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
わ
け
 

で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
今
一
つ
は
、
曽
我
量
深
氏
が
、
や
 

は
り
一
遍
上
人
の「

称
う
れ
ば
、
仏
も
我
も
な
か
り
け
り
、
南
無
阿
弥
 

陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏」

、
こ
れ
が
先
生
の
ご
了
解
に
最
も
近
い
の
で

 

は
な
い
か
と
以
前
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
禅
か
ら
念
仏

へ
あ
る
意
味
で
行
か
れ
た
、
た
と
え
ば
妙
好
人
•
才
市
に
し
ろ
、
そ
う
 

い
う
も
の
を
取
り
上
げ
な
さ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
、
こ
の
ま
ま
の
霊
性
と
 

い
う
の
を
世
界
に
示
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
念
仏
の
中
に
も
禅
を
見
つ
 

け
よ
う
と
い
う
鈴
木
大
拙
の
超
越
的
な
禅
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
 

ま
す
。

あ
る
意
味
で
霊
性
と
自
然
と
い
っ
た
場
合
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
 

自
然
を
超
え
て
い
な
が
ら
自
然
と
同
じ
よ
う
な
、
あ
る
意
味
で
そ
の
ま
 

ま
、
こ
の
ま
ま
と
考
え
ら
れ
る
超
自
然
、
人
間
の
い
の
ち
と
行
動
の
中

 

で
無
理
の
な
い
、
そ
し
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
、
そ
 

れ
が
適
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
コ
ン
ナ
ト
ゥ
ラ

リ

タ
ス
と
か
コ
ン
 

ナ
チ
ユ
ラ

ー

テ

ィ
ス
、
本
性
に
適
っ
て
い
る
と
。
人
間
の
本
性
と
い
う
一

 

の
は
自
然
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
方
に
適
っ
て
く
る
と
い
う
世
界
が
宗
67 

教
の
世
界
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
霊
性
と
い
う
こ
と
と
繫
が
っ
て
く
一

 

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
先
生
が
お
書
き
に
な
っ
 

た
も
の
に
も
霊
と
肉
と
い
う
も
の
に
触
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
今
の
お
 

話
は
後
半
の
も
の
で
し
た
か
ら
、
そ
こ
ま
で
は
触
れ
な
い
で
お
き
ま
す
 

が
、

一

つ
や
は
り
私
も
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
、
古
田
紹
欽
先
生
 

が
ー
九
九一

年
N
H
K
の
放
送
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
お
述
べ
に
な
っ
て
 

い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

私
も
最
近
、
だ
ん
だ
ん
大
拙
先
生
の
大
乗
仏
教
理
解
は
、「

仏
教
の
 

大
意」
の
中
に
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
英
文
の
翻
訳
の
中
に
も
あ
り
ま
 

す
が
、
大
智
と
大
悲
と
い
う
仏
®a

i ®

と
い
う
の
が
若
い
と
き
の
ス
ゥ
ヱ
 

デ
ン
ボ
ル
グ
の
研
究
の
影
響
が
ど
う
し
て
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
ん
で



は
な
い
か
。
最
後
に
ち
ょ
っ
と
古
田
紹
欽
先
生
の
こ
と
ば
を
弓
用
さ
せ
 

て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。「

仏
教
の
 

根
本
思
想
は
大
智
と
大
悲
に
要
約
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
先
生
の
仏
 

教
学
に
対
す
る
主
張
の
基
調
を
な
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
 

は
ス
ウ
ェ
デ
ン
ボ
ル
グ
の

主
張
す
る
神
聖
、
神
愛
、
神
智
か
ら
何
ら
か
 

の
意
味
で
の
サ
ジ
エ
ッ
シ
ョ

ン
を
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
 

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
先
生
の
仏
教
学
の
最
終
的
な
問
題
と
し
て
 

霊
性
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
霊
性
に
 

つ

い
て
も
お

そ

ら

く

ス

ウ

エ

デ
ン
ボ
ル
グ
が
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
こ
 

と
に
無
縁
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
前
に
、
宗
教
の
根
 

本
と
す
る
と
こ
ろ
は
先
生
の
語
を
も
っ
て
す
れ
ば
霊
性
的
自
覚
に
あ
る

 

の
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ど
う
も
ス

ウ

エ
デ
 

ン
ボ
ル
ダ
の
思
想
に
繫
が
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
 

ん」

。
私
も
、
こ

う

い

う

テ
キ
ス
ト
を
見
ま
す
と
、
や
は
り
さ
ら
に
今

 

後
、
大
拙
の
霊
性
、
霊
性
的
自
覚
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
き
に
無
視

 

は
で
き
な
い
ん
で
は
な
い
か
、
も
う
い
っ
ぺ
ん
考
え
直
し
て
み
る
必
要
 

か
あ
る
か
と
思
つ
て
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

討

議

司
会
八
木
洋
ー

司

会

そ
れ
で
は
、
自
由
に
討
論
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

本

多

本
質
的
な
こ
と
い
う
よ
り
ち
ょ
っ
と
一
見
瑣
末
な
こ
と
に
見
え

 

る
ん
で
す
か
、
先
生
は
水
の
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
H
2
0
と
し
て
の
水
、 

近
代
科
学
が
対
象
と
し
て
い
る
単
な
る
物
質
的
な
も
の
と
、
こ
の
美
味
 

い
と
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
生
け
る
水
で
あ
り
ま
す
が
、
大
拙
先
生
が
 

実
在
性
を
感
じ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
こ
ち
ら

だ
と
思
わ
れ
る
ん
で
す
け
ど
、

一 

し
か
し
、
先
生
は
一
つ
疑
問
を
提
出
さ
れ
た
。
H
2
0
と
し
て
の
水
も
、
68 

こ
の
美
味
い
な
ぁ
と
い
う
概
念
の
水
に
何
ら
か
の
形
で
含
ま
れ
る
の
か
一

 

ど
う
か
と
い
う
こ
の
問
題
な
ん
で
す
け
ど
。
私
も
前
か
ら
考
え
て
い
た
 

こ
と
で
す
が
、
私
が
仏
教
哲
学
を
十
年
来
師
事
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
中

 

山
延
ー
一
先
生
が
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
が
非
常
に
大
き
な
ヒ
ン
 

卜
に
な
る
ん
で
す
ね
。「

近
代
化
が
対
象
と
し
て
い
る
物
質
の
世
界
と

 

い
う
の
は
、
仏
教
的
な
表
現
を
す
る
と
、
空
即
是
色
•
色
即
是
空
と
い
 

う
あ
の
図
式
で
言
う
な
ら
ば
、
空
の
な
い
色
、
こ
こ
を
対
象
と
し
て
い
 

る
ん
だ
。
し
か
し
、
仏
教
で
い
う
知
念
と
い
う
も
の
は
、
ま

さ

に

即
の
 

中
に
融
合
し
て
い
る
働
き
と
し
て
の
実
在
で
あ
る」

と
、
こ

う

い

う

こ
 

と
を
お

っ

し

ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
区
別
は
そ
れ
で
な
る
ほ
ど
と
思
っ
て
、 

私
は
納
得
し
た
ん
で
す
。



と
こ
ろ
が
、
じ
ゃ
あ
単
な
る
物
質
科
学
の
対
象
と
し
て
の
、
H
2
0 

と
し
て
の
水
は
、
生
け
る
水
、
真
如
の
働
き
と
し
て
の
水
の
中
に
全
く
 

含
ま
れ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
形
で
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
 

ら

れ

る
の
か
。
も
し
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
意
味
で
、 

ど
う
い
う
形
で
含
ま
れ
て
い
る
の
か
で
す
な
、
そ
れ
を
今
お
聞
き
し
な
 

が
ら
考
え
て
い
ま
し
た
。
ひ
ょ
っ
と
思
い
出
し
た
ん
で
す
ね
。
西
田
先
 

生

の

『

場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観』

の
中
の
一
節
で
、
こ
の
一
句
 

が
私
に
思
索
を
変
え
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
ば
な
ん
で
す
が
、
 

も
う
大
分
前
の
こ
と
で
正
確
に
は
思
い
出
せ
な
い
ん
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
 

し
た
ら
正
確
で
な
い
表
現
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
対
象
論
理
と
 

場
所
的
論
理
、
具
体
的
論
理
と
言
っ
て
い
る
論
理
、
の
関
係
を
私
は
模
 

索
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
一
節
で
ハ
ッ
と

目
か
ら
ゥ
ロ
コ
が
取
れ
た
よ
 

う
な
気
が
し
た
こ
と
ば
な
ん
で
す
が
、「

対
象
論
理
は
具
体
的
論
理
の

 

否
定
媒
介
的
契
機
と
し
て
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る」
、
そ
の
よ
う
な
 

こ
と
ば
な
ん
で
す
。
そ

う

す

る

と

、

H
2
o
と

し

て

の

水
も
美
味
い
と
 

い
う
生
け
る
水
の
中
に
そ
う
い
う
形
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
 

か
ん
が
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
な
ぜ
こ
う
 

い
う
小
さ
な
こ
と
が
問
題
に
な
る
か
と
言
う
と
、
科
学
の
対
象
世
界
と
 

宗
教
的
な
実
在
の
世
界
と
の
完

全
分
離
は
困
る
ん
で
、
ど
う
い
う
関
係
 

に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
理
的
に
確
か
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

そ
れ
で
、
こ
れ
か
な
り
重
要
性
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

堀

尾

こ
の
問
題
は
、
私
も
た
い
へ
ん
基
本
的
で
重
要
な
問
題
だ
と
思
っ
 

て
い
る
の
で
最
後
の
ま
と
め
を
し
ま
す
け
ど
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題

で
し
て
、
た
し
か
に「

具
体
的
論
理
の
否
定
媒
介
的
契
機
と
し
て
含
ま
 

れ
る」

と
言
え
ば
、
そ
れ
は
今
日
発
表
し
ま
し
た
大
拙
先
生
の
中
で
も
 

同
じ
こ
と
が
言
え
る
ん
で
す
け
ど
、
た
と
え
ば
先
生
が
お
っ
し
や
い
ま
 

す
よ
う
に
、
精
神
と
物
質
の
裏
と
か
、
精
神
と
物
質
の
表
だ
け
と
か
、 

そ
こ
に
は
精
神
と
物
質
と
い
う
中
で
、
先
生
は
は
っ
き
り
物
質
を
対
象

 

と
す
る
対
象
論
理
の
世
界
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す

 

か
ら
、
し
た
が
っ
て
そ
う
い
う
精
神
と
物
質
の
世
界
の
裏
と
い
う
と
き
 

に
、
そ
う
い
う
対
象
論
理
の
世
界
を
も
う
一
つ
超
え
た
世
界
と
い
う
こ
 

と
で
、
そ
こ
か
ら
霊
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
 

と
は
確
か
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
解
で
動
い
て
は
、
そ

れ

は

H
2 

o
が
美
味
い
水
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
え
る
と
思
う
ん
で
す
。|  

立
場
上
、
鈴
木
先
生
の
世
界
で
は
で
す
ね
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
疑
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問
は
、
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
科
学
の
立
場
は
空
即
是
色
の
即
と
い
う

一
 

も
の
を
切
っ
た
立
場
だ
と
人
が
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、 

そ
こ
の
問
題
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

つ
ま
り
、
大
拙
先
生
は
必
ず
空
 

即
是
色
と
繫
が
る
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
も
し
科
学
と
い
う
も
の
が
そ
 

こ
を
切
っ
た
立
場
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
切
る
と
い
う
こ
と
は
空
即
 

是
色
の
中
に
出
て
く
る
か
出
て
こ
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思

 

う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、

一

体
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と

 

が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
こ
の
問
題
で
す
。

本

多

実
在
の
構
造
の
中
で
は
そ
れ
は
出
て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
け
ど
、 

近
代
科
学
の
成
立
は
要
す
る
に
そ
れ
を
切
っ
た
形
で
出
て
き
た
と
い
う

 

こ
と
は
言
え
る
と
思
う
ん
で
す
。



河
波
コ
メ
ン
ト
で
す
け
れ
ど
、
霊
性
と
い
う
こ
と
ば
は
実
は
鈴
木
大
 

拙
が
言
い
出
す
よ
り
は
る
か
前
に
一
九
一
一
◦
年
に
亡
く
な

っ
た
山
崎
と
 

い
う
人
、
浄
土
宗
の
坊
さ
ん
、
彼
が
無
数
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。
霊
と
 

い
う
字
は
中
国
人
の
雨
乞
い
の
字
形
か
ら
き
た
ら
し
い
で
す
ね
、
雨
乞
 

い
の
儀
礼
か
ら
。
上
は
雨
で
し
ょ
、
下
は
何
か
お
供
え
し
て
い
る
み
た
 

い
で
す
ね
。

上

田

た
し
か
、
山
崎
弁
栄
。
明
治
に
な
る
と
割
と
こ
の
こ
と
ば
が
使
 

わ
れ
る
ん
で
す
ね
、
仏
教
の
立
場
で
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
仏
教
の
立
 

場
か
ら
は
余
り
使
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
大
拙
先
生
が
使
わ
 

れ
た
と
い
う
。
話
が
展
開
し
過
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
霊
性
と
い
 

う
こ
と
ば
を
使
わ
れ
た
と
き
に
秘
書
を
し
て
お
ら
れ
た
方
が
、
ス
ピ
リ
 

チ
ュ
ア

リ

テ

ィ

と

い

う

こ
と
ば
が
先
生
の
念
頭
に
ま
ず
あ
っ
た
ん
だ
と
 

い
う
ふ
う
な
証
言
を
い
た
だ
い
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
そ
う
だ
と
 

思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
場
合
に
ス
ゥ
ヱ
デ
ン
ボ
ル
グ
か
ど
う
か
わ
か
り
 

ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
オ
I
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
キ
リ
ス
ト
教
の
ス
ヒ
リ
ッ
 

卜
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
今
回
も
、 

こ
の
機
会
に『

日
本
的
霊
性』

と
い
う
本
を
ひ
も
と
い
て
見
て
お
き
ま
 

し
た
が
、
逆
に
、
梅
原
先
生
の
大
拙
先
生
の
鎌
倉

仏
教
に
対
す
る
批
判
 

と
い
う
も
の
を
岸
先
生
の
方
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
仏
 

教
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
な
ん
で
す
が
、
少
な
く
と
も
霊
性
と
 

い
う
こ
と
を
出
し
て
、
日
本
的
霊
性
と
い
う
こ
と
で
大
拙
先
生
が
何
を
 

考
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
も
、
大
衆
と
い
う
 

こ
と
ば
も

岸
先
生
の
方
か
ら
出
ま
し
た
が
、
具
体
的
に
は
肉

食

妻

帯

、

そ
れ
か
ら
非
僧
非
俗
と
い
う
、
そ
こ
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
か
な
と
い
 

う
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
ん
で
す
。

村

本

も
し
日
本
的
霊
性
と
い
う
こ
と
が
鈴
木
大
拙
に
お
い
て
民
衆
を

 

念
頭
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、

1

方
で
気
に
な
る
の
 

は
霊
性
と
い
う
こ
と
ば
、
あ
る
い
は
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア

リ

テ

イ

と

い
う
こ
 

と
ば
で
す
ね
。
今
曰
の
曰
本
の
民
衆
に
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
こ
と
ば
に
 

触
れ
る
こ
と
に

意
味
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
一
 

部
の
宗
教
家
あ
る
い
は
宗
教
哲
学
者
の
間
で
し
か
現
実
性
を
持
た
な
い
、
 

通
用
し
な
い
。
霊
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
い
た
と
き
に1

番
に
何
を
思
い
 

起
こ
す
か
、
幽
霊
、
霊
感
商
法
、
霊
が
つ
い
て
い
る
、
そ
れ
以
上
に
何
 

を
思
い
出
す
か
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
今
曰
の
人
々
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
アI  

リ
テ
イ
、
霊
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
無
関
心
か
と
い
う
と
、
そ

う

で
70 

は
な
い
ん
で
す
。
む
し
ろ
、
極
め
て
現
実
性
の
問
題
、
し
か
し
、
そ
れ
一

 

は
あ
く
ま
で
ネ
ガ
テ
イ
フ
な
陰
画
を
通
じ
て
模
索
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
 

た
と
え
ば
無
意
味
感
で
す
ね
、
人
生
に
意
味
が
な
い
、
方
向
が
感
じ
ら
 

れ
な
い
、
空

虚

、

退

屈

、無
性
に
自
分
の
値
打
ち
が
気
に
な
る
、
他

者

 

の
目
が
気
に
な
る
、
そ
う
い
う
形
で
し
か
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
や
霊
的
な
 

問
題
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
あ
た
り
の
一
般
の
人
た
 

の
レ
ベ
ル
が
低
い
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
し
か
し
、
差
し
迫
っ
た
状
 

況
の
方
が
ず
っ
と
深
刻
で
す
。

一
方
で
キ
リ
ス
ト
教
に
し
て
も
仏
教
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
自
分
の
 

確
信
に
し
て
も
、
あ
る
意
味
で
モ
ノ 
ロ
ー
グ
、
あ
る
い
は
閉
鎖
的
な
デ
イ
 

ア
ロ
ー
グ
に
終
わ
っ
て
い
る
。

単
に
言
語
上
の
不
足
の
問
題
に
過
ぎ
な



い
の
か
、
あ
る
い
は
言
語
上
の
欠
陥
、
そ
こ
が
モ
ノ 
ロー

グ
を
さ
せ
て
 

い
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
た
と
え
ば
、
女
性
問
題
が
か
つ
て
は
無
視
さ
 

れ
て
自
分
た
ち
の

体
験
を
話
す
こ
と
ば
が
な
い
、
男
た
ち
が
つ
く
っ
た
 

こ
と
ば
の
中
で
は
表
現
で
き
な
い
。
ジ
ヱ
ン
ダー

を
超
え
て
で
す
ね
。
 

今
日
に
お
い
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
、
霊
的
な
飢
餓
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
 

ハ
ン
ガ
I
、
英
語
圏
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ハ
ン
ガー

 

と

い

う

と

ピ
シ
ャ
っ
と
来
る
わ
け
で
す
け
ど
、

わ
れ
わ
れ
は
霊
的
飢
餓
 

と

い

う

こ

と

に

な

る

と

…

。

こ

う

い

う

学

者

、

専

門

家

、

あ

る

い

は

宗

 

教
家
と
一
般
民
衆
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
と

い

う

の

を

ど

う

い

う

ふ

う

に

埋
 

め
る
か
、
お
そ
ら
く
鈴
木
大
拙
自
身
も
、
ま
さ
に
そ
れ
を
指
向
し
た
ん
 

じ
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

堀

尾

実

は

、
鈴
木
大
拙
先
生
で
申
し
ま
す
と
、
今
ま
さ
に
村
本
さ
ん
 

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
問
題
が
、
鎌
倉
仏
教
に
な
っ
て
は
じ
め
て
日
本
的
霊
 

性
が
目
覚
め
た
ん
だ
と
い
う
主
張
の
根
拠
で
す
か
、

つ
ま
り
、
そ
の
と
 

き
の
霊
性
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
か
、
こ
れ
で
目
覚
め
た
ん
だ
と
い
う
。
 

こ
れ
が
民
衆
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ
が
日
本
仏
教
の
成
立
と
 

い
う
こ
と
で
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
、『

日
本
的
霊
性』

と

い

う

本
の
序

 

文
で
そ
の
眼
差
し
は
、
村
本
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
眼
差
し
に
 

立
っ
て
い

る

と

い

う

こ
と
で
す
ね
。
た
だ
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
鈴
木
先
 

生
が
言
わ
れ
た
霊
性
と
い
う
こ
と
ば
が
ピ
ン
と
来
な
い

と

い

う

の

は

、
 

大
拙
先
生
の
せ
い
な
の
か
と
い
う
の
が
問
題
で
す
が
。
も
う
一
つ
は
、
 

昭
和
十
九
年
か
ら
一
一
十
年
に
こ
れ
が
著
さ
れ
た
と
き
の
状
況
と
し
て
は
、 

あ
る
意
味
を
持
っ
て
語
ら
れ
た
し
、
受
け
取
ら
れ
た
ん
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
精
神
と
か
大
和
魂
と
言
わ
れ
て
い
た
時
代
で
 

す
か
ら
、
そ
こ
に
は
霊
性
と
い
う
こ
と
ば
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
、
あ
る
い
 

は
ぶ
つ
け
よ
う
と
さ
れ
た
先
生
の
姿
勢
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
と
し
 

て
、
そ
の
意
味
を
持
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
ん
せ
ん
今
日
の
問
題
 

と
し
て
霊
性
と
い
う
こ
と
ば
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
ま
ま
話
し
と
っ
た
 

ん
で
は
ピ
ン
と
来
な
い
と
い
う
の
は
確
か
に
そ
の
通
り
で
、
こ
れ
は
大
 

拙
先
生
の
せ
い
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
。

上

田

霊
性
と
い
う
こ
と
ば
が
現
代
の
民
衆
に
無
理
だ
と
い
う
ふ
う
に

 

思
っ
て
し
ま
わ
な
く
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
 

基
本
的
に
は
村
本
さ
ん
が
言
お
う
と
し
た
こ
と
と
同
じ
な
ん
だ
け
ど
、 

ハ
ィ
ジ
ッ
ク
さ
ん
が
現
代
の
霊
性
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意I  

味
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
私
は
そ
の
と
き
、
そ

れ

 

れ
は
ネ
ガ
と
し
て
の
霊
性
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
な
話
一

 

を
し
ま
し
た
。
し
か
し
詳
し
く
は
時
間
が
な
か
っ
た
。
ネ
ガ
と
し
て
の
 

意
味
と
い
う
の
は
、
今
、
村
本
君
が
言
っ
た
こ
と
と
基
本
的
に
は
同
じ

 

こ
と
な
ん
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
空
と
か
無
か
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
 

も
ち
ろ
ん
問
題
の
あ
る
側
面
は
非
常
に
は
っ
き
り
出
て
く
る
ん
だ
け
れ

 

ど
も
、
解
決
の
方
向
み
た
い
な
も
の
は
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
な
い
。

と

こ

ろ

が

奇
し
く
も
ユ
ン
グ
が

言
っ
た

け

れ

ど

も

、

ス

ピ

リ

チ

ュ
ア
 

ル

ハ

ン

ガ
I

で
す
か
、

そ
の

無
意
味
感
、
空
虚
と
い
う
こ
と
が
ス
ピ
リ

 

チ

ュ

ア

ル

ハ

ン

ガ

ー

と
言
わ
れ
る

と

、

そ

れ

は

ど

こ

で

解
決
さ
れ
な
け

 

れ

ば

い

け

な

い

の

か

と

。

つ
ま
り
、

ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

な

問

題

で

あ

る

 

と

い

う

こ

と

で

、

問
題
の
性
質
と
い
う

か

問
題
の
次
元
み
た
い
な
こ
と



が
ス

ピ

リ

チ

ュ

ア

ル

と

い

う

こ
と
ば
で
示
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
ね
。
 

そ
れ
の
ネ
ガ
で
な
く
実
質
を
持
っ
た
積
極
的
な
表
現
と
し
て
霊
性
と
い
 

う
こ
と
な
ん
だ
。
現
在
意
味
を
持
た
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
単

 

純
に
言
え
な
い
。
霊
性
と
い
う
と
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
 

れ
る
と
、
意
味
が
な
い
と
も
思
う
ん
だ
け
ど
、
し
か
し
、
霊
と
い
う
こ
 

と
ば
を
現
代
で
も
よ
く
使
う
で
し
ょ
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
現
代
の
霊
の
 

使
い
方
、
そ
れ
は
あ

る

意
味
で
ス

ピ

リ

チ

ュ

ア
ル
ハ
ン
ガ
ー

の
あ
る

表
 

現
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
し
、
で
す
か
ら
そ
こ
を
埋
め
る
 

も
の
と
し
て
霊
性
と
い
う
こ
と
ば
が
基
本
的
な
意
味
を
持
ち
得
る
と
い
 

う
、
私
は
ど
ち
ら
か
と

言

う

と

、

霊
性
と
い
う
こ
と
ば
は
現
代
に
む
し
 

ろ
積
極
的
意
味
を
持
ち
得
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
。
河
波
さ
ん
が
指
摘
さ
 

れ
た
け
れ
ど
も
、

一
九
二
◦
年
頃
で
す
か
、
こ
れ
は
西
田
幾
多
郎
の
中
 

に

も「

霊
性
的
自
己」

と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
九
三
 

◦
年
頃
の
書
簡
の
中
に
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
お
そ
ら
く
明
治
に
 

な
っ
て
ョー

 
ロ
ッ
パ
の
文
化
と
か
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
て
、 

も
う
一
度
仏
教
を
含
め
て
人
間
の
宗
教
意
識
み
た
い
な
も
の
を
と
ら
え
 

な
お
し
た
と
き
の
基
本
的
な
ヵ
テ
ゴ
リー

み
た
い
な
も
の
と
し
て
霊
性
 

と
い
う
こ
と
ば
が
意
味
を
持
ち
は
じ
め
て
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
 

そ
う
い
う
背
景
が
一
つ
あ
る
こ
と
と
、
大
拙
先
生
が
鎌
倉
時
代
と
言
わ
 

れ
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
念
仏
が
ね
、
こ
れ
は
何
と
言
っ
て
も
当
時
の
 

本
に
即
し
て
言
え
ば
、
民
衆
が
一
番
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
 

ら
、
し
か
し
、
そ
の
と
き
は
霊
性
と
い
う
こ
と
ば
で
な
く
て
、
や
つ
ぱ
 

り
南
無
阿
弥
陀
仏
で
し
よ
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
を
霊
性
と

い
う
こ
と
ば
に
解
釈
し
直
す
わ
け
で
す
。

奥

村

霊
性
と
い
う
こ
と
ば
と
そ
の
こ
と
ば
の
意
味
す
る
も
の
を
ど
の
 

ょ
う
に
活
性
化
す
る
か
と
い
う
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
。
こ
れ
は
、

一 

つ
は「

霊
性
と
い
う
こ
と
ば
は
死
ん
で
し
ま
っ
た」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
 

し
た
村
本
先
生
の
こ
と
ば
と
、
日
本
人
に
霊
性
と
い
う
こ
と
ば
が
今
ど
 

う
い
う
ふ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
を
関
連
さ
せ
て
、
そ
れ
と
別
 

の
角
度
に
な
る
ん
で
す
が
、
今
お
聞
き
し
な
が
ら
私
な
り
に
八
木
重
吉
、 

と
て
も
好
き
な
ん
で
す
が
、
彼
の
詩
集
に
あ
っ
て
一
番
最
初
に
シ
ョ
ッ
 

ク
に
近
い
も
の
を
受
け
た
の
は
、「

私
の
あ
や
ま
ち
だ
っ
た
、
私
の
あ
 

や
ま
ち
だ
っ
た
。
草
の
上
に
坐
れ
ば
そ
れ
が
わ
か
る」

と
い
う
こ
と
ば
 

で
す
ね
。〔

記
録
者
注——

八
木
重
吉「

草
に
す
わ
る」

「

わ
た
し
の\

 

I  

ま
ち
が
ひ
だ
つ
た\

わ
た
し
の
ま
ち
が
ひ
だ
つ
た
\
こ
う
し
て
\
草

に
72 

す
わ
れ
ば\

そ
れ
が
わ
か
る」

( 『

貧
し
き
信
徒』

所
収)

。1  

一 

な
ん
て
す
ご
い
ん
だ
ろ
う
、
日
本
人
で
な
け
れ
ば
絶
対
に
こ
れ
は
あ
 

り
得
な
い
と
い
う
こ
と
。
な
ん
で
草
の
上
に
坐
る
こ
と
で
自
分
の
あ
や
 

ま
ち
と
い
う
も
の
に
な
る
ん
だ
ろ
う
、

つ
な
が
り
が
。
そ
れ
は
ま
さ
し
 

く
心
か
霊
か
し
か
な
い
と
思
っ
て
。
こ
れ
を
谷
川
俊
太
郎
が
朝
の
何
と
 

か
と
い
う
詩
集
で
こ
の
こ
と
を
そ
の
ま
ま
弓
用
し
て
書
い
て
い
る
ん
で
 

す
ね
。「

心
の
衰
え
に
、
も
う
私
に
そ
の
草
は
な
い
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
 

ト
の
と
こ
ろ
で
結
局
そ
の
こ
と
に
気
か
つ
か
な
い
で
こ
の
ま
ま
死
ん
で
 

い
く
の
か」

と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
曰
本
人
の
 

霊
性
と
重
な
る
で
し
ょ
う
。
日
本
人
の
自
然
観
と
い
う
の
は
、
と
て
も
 

霊
に
満
た
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
を
つ
く
づ
く
思
う
ん
で
す
が
ね
。


