
I

n

霊

性

の

問

題

-

ニ
十
一
世
紀
に
向
け
て

—

提
題
者
花
岡
永
子

霊
性
と
は
、
出
会
い
や
対
話
や
出
来
事
の
う
ち
で
開
け
て
く
る
、
自 

己
と
自
然
と
超
越
の
次
元
と
が
根
源
的
に
一
な
る
開
け
に
お
い
て
働
く 

力
で
あ

る

と

理
解
さ
れ
う
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
霊
性
は
、
自
己
と
自 

然
と
超
越
の
次
元
と
の
三
者
の
根
源
的
一
性
か
ら
発
揮
さ
れ
て
く
る
、 

万
物
一
体
の
意
識
の
統
一
力
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
霊
性
が
こ 

の
よ
う
に
経
験
さ
れ
る
場
合
に
は
、
単
に
人
格
的
で
あ
る
唯
一
神
や
そ 

の
仲
介
者
と
し
て
の
神
か
ら
流
出
し
て
く
る
霊
と
し
て
の
霊
性
を
更
に 

遡
っ
た
、
い
わ
ば
底
無
き
底
で
あ
る
よ
う
な
深
淵
と
し
て
の
霊
性
が
経 

験
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
霊
性
は
日
本
で 

は
、
禅
の
思
想
家
の
鈴
木
大
拙
の

「

日
本
的
霊
性」

、
哲
学
者
の
西
田 

幾
多
郎
の「

絶
対
無
の
場
所
の
論
理

」

に
お
け
る「

歴
史
的
生
命」
や 

西
谷
啓
治
の「

空」

に
お
い
て
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三者

 

の
う
ち
で
も
、
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
歴
史
的
生
命
は
、
こ
の
宇
宙
全 

体
を
も
自

ら

の

う

ち
に
包
摂
す
る
心
と
も
理
解
で
き
、
ま
た
、
こ
の
現 

実
の
世
界
に
お
い
て
は
、
出
会
い
や
対
話
や
出
来
事
の
真
っ
只
中
で
働 

く
創
造
的
働
き(

西
田
で
は
ポ
イ
ヱ

ー

シ
ス)

そ
の
も
の
で
あ
る
と
も
理

解

さ

れ

う

る

。

さ
て
出
会
い
や
対
話
や
出
来
事
に
お
け
る
生
成
の
真
つ
只
中
に
開
け 

て
く
る
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
霊
性
に
お
い
て
は
、
自
己
と
自
然
と
超 

越
の
次
元
と
は
ど
の
よ
う
に
交
錯
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

一
 

西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
己
と
自
然
と
超
越
の
次
元
と
は
、
最
終
的
汾 

に

は「

歴
史
的
世
界」

を

可
能
な
ら
し
め
て
いる

「

歴
史
的
生
命

」

の
一 

内

に

ニ」

な
る
霊
性
と
し
て
、
歴
史
的
生
命
の
う
ち
に
正
に
歴
史
的 

生
命
そ
の
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る

と

理
解
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
二
十一

世
紀
に
お
け
る
霊
性
の
問
題
を
、
自
己
と
自
然
と 

超
越
の
次
元
か
ら
、
先
ず
分
析
的
に
、
即
ち
、
相
対
有
に
お
い
て
、
次 

い
で
相
対
無
、
虚
無
、
絶
対
有
そ
し
て
絶
対
無
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
覚
の 

段
階
に
お
い
て
解
明
し
、
そ
の
分
析
の
途
上
で
露
わ
と
な
る
現
代
の
霊 

性
の
問
題
を
突
き
詰
め
、
最
後
に
第
五
段
階
の
絶
対
無
の
自
覚
の
段
階 

か
ら
全
体
的
に
霊
性
の
問
題
を
究
明
し
た
い
と
考
え
る
。

(

人
名
は
敬
称 

略
。)



1

自
然
と
自
己
と
超
越
の
次
元

自
然
と
自
己
と
超
越
の
次
元
と
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
以
来
現 

代
の
哲
学
に
至
る
ま
で
、
哲
学
的
な
思
惟
や
思
索
の
事
柄
と
し
て
究
め 

ら
れ
よ
う
と
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
と
自
己
と
超
越 

の
次
元
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
か
は
、
ど
の
よ
う
な
思
考
の
基
盤 

と
し
て
の
枠
組
み(

。ハ
ラ
ダイ
ム)

に
お
い
て
そ
れ
ら
が
思
考
さ
れ
る 

か
に
よ
っ
て
一
定
し
て
い
な
い
。
思
考
の
基
盤
と
し
て
の
枠
組
み

(

以 

下
、
。ハ
ラ
ダイ
ム

と

表
記)

は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
け
る
ソ
ク
ラ 

テ
ス
以
来
こ
の
一
一
十
世
紀
末
の
現
代
に
至
る
ま
で
の
西
欧
の
主
流
の
形 

而
上
学
と
し
て
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
相
対
有
、
相
対
無
、
虚
無
あ
る 

い
は
絶
対
有
の
四
つ
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
の
い
ず
れ
か
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
日
本
の
哲
学
者
で
あ
る
西
田
幾
多
郎

(

一
八
七
〇
|
一

 
九
四
五) 

に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た

「

絶
対
無
の
場
所
の
論
理

」

を
基
礎
と
し
た
哲 

学
に
お
い
て
は
、
上
記
の
最
初
に
挙
げ
た
四
つ
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
の
い
ず 

れ
か
で
は
な
く
、
こ
れ
に
新
た
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
見
な
さ 

れ
る
絶
対
無
が
思
考
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
霊
性
の
問
題
を
考
え
る
先
ず
第
一
の
基
礎
作
業
と
し
て
、 

。ハ
ラ
ダ
イ
ム
が
、
相
対
有
、
相
対
無
、
虚
無
、
絶
対
有
そ
し
て
絶
対
無 

の
五
つ
で
あ
る
時
に
、
そ
の
思
考
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
で
の
、
自
然
と
自
己 

と
超
越
の
次
元
は
、
ど
の
よ
う
な
限
界
を
持
ち
、
ま
た

こ

れ

ら

三
者
が 

ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
に
あ
る
か
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 (

1)

相
対
有
に
お
い
て

先
ず
第
一
に
、
相
対有
が

。ハ
ラ

ダ
イ
ム
と
な
る
場
合
に
は
、
現
象
界 

の
森
羅
万
象
が
究
極
的
に
は
物
質
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
ぅ

レ
べ 

ル
に
お
い
て
、
物
質
が
絶
対
視さ
れ

る

こ

と

に

な

る

。

例
と
し
て
は
、 

唯
物
論
や
十
八
世
紀
前
半
迄
の
自
然
科
学
が
挙
げ
ら
れ
る
。
相
対
有
が 

絶
対
視
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
然
は
物
質
の
視
点
か
ら
絶
対
視
さ
れ
、 

自
己
は
未
だ
自
然
の
段
階
に
お
い
て
自
我
に
あ
り
、
真
の
自
己
に
は
覚 

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
超
越
の
次
元
も
こ
の
段
階
で
は
開
か
れ
て
い
な 

い
。
相
対
有
が
絶
対
視さ
れ

る

こ
の
。ハ
ラ

ダ
イ
ム
で
は
、
自
然
と
自
己 

と
は
、
物
質
レ
ベ
ル
で
関
連
し
て
い
る
が
、
超
越
の
次
元
は
、
前
二
者
、 

即
ち
自
然
と
自
己
と
の
透
明
な
関
係
の
ぅ
ち
に
は
開
か
れ
て
い
な
い

。

I 

従
っ
て
、
相
対
有
の
。
ハ
ラ

ダ
イ
ム
の
範
囲
内
で
、
霊
性
が
働
く
こ
と
は
24 

不
可
能
で
あ
る
。
 

一

と
こ
ろ
で
、
相
対
有
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
思 

考
が
物
質
を
絶
対
視
し
な
い
場
合
に
は
、
相
対
有
の
立
場
は
、
相
対
無 

に
不
安
を
抱
い
て
絶
望
し
た
り
、
あ
る
い
は
虚
無
に
陥
っ
た
り
す
る
こ 

と
に
な
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
絶
対
有
や
絶
対
無
へ
の
道
を
歩
む
こ
と 

に
な
る
。

(
2

)

相
対
無
に
お
い
て

第
二
に
、
相
対
無
が
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
と
な
る
場
合
に
は
、
相
対
有
の
い 

わ
ば
裏
面
で
あ
り
、
且
つ
相
対
有
に
対
し
て
は
未
存
在
し
な
い
非
存
在 

(me o
n
)

で
あ
る
相
対
無
が
、
哲
学
の
中
心
問
題
と
な
る
。
相
対
有
と 

I

体
と
な
っ
て
い
る
相
対
無
は
、
実
存
思
想
や
実
存
哲
学
に
見
ら
れ
る



よ
う
な
不
安
や
絶
望
や
罪
意
識
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
で 

き
る
。
こ
こ
で
は
、
相
対
無
の
支
え
と
な
る
絶
対
有
が
絶
対
視
さ
れ
る 

こ
と
に
な
る
。
こ
の
立
場
の
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
神 

を
絶
対
有
の
神
と
す
る
理
解
や：§ .

ハ
イ
デ
ッ
ガー

に
お
け
る
有
そ
の 

も

の(

d
s 

s
i
n

 s
l
b
s
t
)

の
理
解
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
い
場 

合
に
は
、
相
対
無
は
、
虚
無
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
相 

対
無
を
自
覚
す
る
自
己
は
、
も
は
や
相
対
有
に
自
ら
の
支
え
を
求
め
る 

こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
思
考
の
レ
ベ
ル
で
は
、
自
己
は 

未
だ
真
に
自
己
に
は
覚
し
て
い
な
い
が
、
不
安
の
無
に
戦
い
て
い
る
。 

こ
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
に
お

け

る

不
安
や
絶
望
や
罪
意
識
の
う
ち
に
あ

る

自 

我
は
、
自
然
と
隔
離
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
キ
ュ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も 

語
る
よ
う
に
、
自
然
に
は
罪
意
識
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
相 

対
無
が
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
の
場
合
に
は
、
超
越
の
次
元
は
、
相
対
無
の
理
想 

の
対
象
と
し
て
追
い
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
超 

越
の
次
元
は
、
霊
性
と
し
て
よ
り
は
、
む
し
ろ
人
格
的
な
、
例
え
ば
父 

な
る
神
と
し
て
露
わ
と
な
つて
く

る
と
理
解
さ
れ
う
る
。

(

3)

虚
無
に
お
い
て

第
三
に
、
虚
無
が
思
考
の
基
盤
と
し
て
の
。ハ

ラ

ダ

イ

ム

と

な

る

場
合 

に
は
、

ニ
ー
チ
ヱ
に
お
い
て
の
よ
う
に
絶
対
有
と
し
て
の
神
が
死
し
て
、 

神
の
座
し
て
い
た
場
が
空
虚
と
な
る
。
そ
し
て
、
空
虚
を
満
た
す
神
な 

ら
ぬ
虚
無
が
、
自
我
を
守
る
城
な
い
し
は
城
壁
と
な
る
。
そ
こ
に
は
、 

虚
無
以
外
に
は
自
我
を
守
る
如
何
な
る

も

の

も
存
し
て
い
な
い
か
ら
で 

あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
、
自
然
も
自
我
も
超
越
の
次
元 も

虚
無
に
帰
し
、
こ
れ
ら
三
者
の
虚
無
に
お
け
る
一
性
か
ら
は
、
い
か 

な
る
霊
性
も
生
ま
れ
よ
ぅ
が
な
い
。
何
故
な
ら
、
霊
性
と
は
、
自
然
と 

自
己
と
超
越
の
次
元
の
三
者
の
透
明
な
る
一
性
で
の
出
会
い
や
対
話
に 

お
け
る
透
明
性
と
充
溢
か
ら
生
じ
て
く
る
働
き
の
力
な
い
し
は
働
き
そ 

の
も
の
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

4)

絶
対
有
に
お
い
て

第
四
に
、
絶
対
有
が
思
考
の
基
盤
と
し
て
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
と
な
る
場 

合
に
は
、
永
遠
で
普
遍
で
不
変
な
あ
る
何
ら
か
の
実
体
が
こ
の
絶
対
有 

に
認
め
ら
れ
、
こ
の
実
体
が
絶
対
視
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
も
し
、
永 

遠
、
普
遍
に
し
て
不
変
な
る
も
の
、
即
ち
実
体
と
し
て
の
絶
対
有
が
絶 

対
視
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
絶
対
有
は
当
然
な
が
ら
絶
対
有
で
は
あ
り
え

| 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
有
に
お
い
て
は
、
自
然
も
自
我
も
、
絶

対

有

25 

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
、
造
ら
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
。ハ

ラ

ダ

一
 

イ
ム
に
お
い
て
は
、
超
越
の
次
元
は
、
自
然
や
人
間
の
創
造
者
と
し
て
、 

自
然
や
自
己
と
は
断
絶
し
た
一
段
と
高
い
次
元
に
あ
る
も
の
と
見
な
さ 

れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
超
越
の
次
元
は
、
霊
性
と
し
て
働
く
と
い
ぅ 

よ
り
は
、
む
し
ろ
祈
り
の
対
象
と
な
っ
た
り
、
自
然
や
自
己
が
そ
こ
へ 

と
消
え
行
く
理
想
と
な
る
。

(

5

)

絶
対
無
に
お
い
て

最
後
に
、
絶
対
無
が
思
考
の
基
盤
の
枠
組
み
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム 

と
な
る
場
合
に
は
、
森
羅
万
象

(

命
や
意
識
の
レ
ベ
ル
に
よ
り
相
互
に
異 

な
る
生
や
意
識
の
レ
べ
ル
に
あ

る

と

は

い
え
、
人
間
の
個
と
し
て
の
自
己
を
も 

す
べ
て
含
め
て

)
の
一
々
ヽ
つ
ま
り
自
然
の
各
々
の
一
つ
ひ
と
つ
が
、



絶
対
の
中
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
常
に
周
辺
で
も
あ
る
と
い
う
万
物
の 

あ
り
方
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
の
開
け
に
は
、 

絶
対
視
さ

れ

る一

つ
の
立
場
と
い
う
も
の
が
な
い
。
こ
こ
で
は
、
自
然 

と
自
己
と
超
越
の
次
元
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
自
存
で
絶
対
の
中
心
で 

あ

る

と

同
時
に
、
常
に
こ
れ
ら
三
者
の
一
々
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
否
定 

的
に
周
辺
で
も
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
の
思
考
は
身
心

一

如
の
思
考
、 

つ

ま

り「

非
思
量
の
思
量」
に
よ
る
思
考
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
と 

自
己
と
超
越
の
次
元
と
い
う
三
者
が
、

一

性
と
同
時
に
独
立
自
存
性
の 

関
係
が
常
に
同
時
に
存
立
し
て
い
る
時
に
、
超
越
の
次
元
は
、
初
め
て 

「

霊
性」

と
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
さ
れ
う
る
。

つ
ま
り
、 

自
然
と
自
己
と
超
越
の
次
元
と
の
一
性
、
透
明
性
と
同
時
に
独
立
自
存 

性
が
成
り
立
つ
時
に
、
超
越
の
次
元
は
、

「

霊
性」
と

し

て

露
わ
と
な 

る
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
訳
は
次
節 

で
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

避
性
と
そ
の
問
題
点

(

1

)

相
対
有
、
相
対
無
、
虚
無
、
絶
対
有
が
パ
ラ
ダ
ィ
ム(

思
考
の 

基
盤
の
枠
組)

と
な
る
場
合
の
霊
性

相
対
有
、
相
対
無
、
虚
無
、
絶
対
有
が
、
思
考
の
基
盤
と
し
て
の
パ 

ラ
ダ
ィ
ム
と
な
る
場
合
に
は
、
右
に
お
い
て
見
て
き

た

よ

う

に
、
自
然 

と
自
己
と
超
越
の
次
元
の
三
者
は
、
透
明
な
関
係
、

|

性
の
関
係
に
は 

な
い
。
そ
れ
で
は
、
相
対
有
、
相
対
無
、
虚
無
そ
し
て
絶
対
有
が
パ
ラ 

ダ
イ
ム
と
な
っ
た
場
合
に
、
何
故
霊
性
が
顕
著
に
は
働
き
得
な
い
の
で あ

ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
廓
庵
禅
師
の
十
牛
図
の
第
八
図
、
第
九
図 

そ

し

て

第
十

図
と
の
関
係
か
ら
、あ
る

い

は

道
元
禅
師

(一

ニ

O
O
I
 

一
二
五
三)

の

『

正
法
眼
蔵』

の
現
成
公
案
の
巻
の
冒
頭
近
く
の
あ
の 

有
名
な
箇
所
の
内
容
か
ら
、
容
易
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
、
廓
庵
禅
師
の
十
牛
図
⑴
の
第
八
、
第
九
、
第
十
図
の
関
係
か 

ら
考
え
て
み
る
と
、
第
八
図
で
は
、

「

天
地
同
根
、
万
物
一
体

」

⑵
で 

あ
る
と
こ
ろ
の
、
自
然
とS
己
と
超
越
の
次
元
が
透
明
な
る
一
性
に
お 

い
て
あ
る
。
こ
れ
ら
三
者
が
透
明
な
一
性
に
お
い
て
あ
る
時
に
は
、
自 

然
は
、
第
九
図
に
お
け
る
ご
と
く
自
然
の
み
の
独
立
自
存
の
あ
り
方
で 

成
り
立
つ
て
お
り
、
ま
た
、
自
己
は
そ
の
場
合
、
第
十
図
に
お
け
る
如 

く
に
、
真
の
自
己
と
し
て
、
対
話
や
出
会
い
へ
と
開
か
れ
て
お
り
。
更
一 

に
、
超
越
の
次
元
は
、
森
羅
万
象
の

I

々
が
絶
対
の
中
心
で
あ
る
と
同
26 

時
に
、
常
に
周
辺
で
も
あ
る
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
で
、
第

八

図

に

お

一
 

け
る
如
く
、
円
相
で
表
わ
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

一
切
の
一
々
が
絶 

対
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
時
の

「

絶
対」

と

は

、

相
対
的
あ
り
方
を
絶 

し
て
い
る
こ

と

を

の
み
な
ら
ず
、
絶
対
の
自
己
否
定
を
も

同
時
に
表
わ 

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
万
物
の

|

切
の
一
々
が
そ
のよ
う
 

な
あ
り
方
で
存
立
し
て
い
る
時
に
、
始
め
て
霊
性
が
働
く
と
理
解
さ
れ 

得
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
事
実
を
先
に
述
べ
た
道
元

『

正
法
眼
葳』

の
現
成
公
案
の
卷 

の
次
の
文
章
に
よ
つ
て
更
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

仏
道
を
習
ふ
と
い
ふ
は
自
己
を
な
ら
ふ
也
。
自
己
を
な
ら
ふ
と
い 

ふ
は
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自
己
を
わ
す
る
る
と
い
ふ
は
、
萬



法
に
證
せ
ら
る
る
な
り
。
萬
法
に
證
せ
ら
る
る
と
い
ふ
は
、
自
己 

の

身
心
を
よ
び

他
己
の
身
心
をし
て

脱
落
せ
し

む

る

な

り
。
悟
迹 

の
休
歇
な
る
あ
り
、
休
歇
な
る
悟
迹
を
長
々
出
な
ら
し
む
。
⑶

右
の
文
章
に
お
け
る

「

自
己
を
わ
す
る
る
と
いふ
は

萬
法
に
よ
っ
て 

証
せ
ら
る
る
なり」
と

い

う

の

が
、
廓
庵
禅
師
の「

十
牛
^」

の

第
九 

図
に
あ
た
る
と
理
解
さ
れ
る
。
先
の
道
元
の
言
葉
の
意
味
内
容
は
、 

「

仏
道
を
習

う

と

い

う

こ

と

は

自
己
を
忘
れ
るこ
と

で

あ
り
、
自
己
を 

忘
れ
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
以
外
の
森
羅
万
象
に
よ
っ
て
、
自
己
が
何 

者
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
が
、
こ
の
こ
と
は
、
自
己
の 

身
心
と
他
己
の
身
心
の
区
別
や
差
別
が
抜
け
落
ち
る
こ
と
で
あ
る
。
悟 

り
の
跡
は
全
く
な
く
、
悟
り
の
跡
の
な
い
の
が
真
実
の
姿
で
あ
る

」

と 

い

う

こ

と

で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
内
容
は
、
先
の
十
牛
図
の
第
八
、

第
九
、
第
十
図
を
物
語
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
そ
も
そ
も
、
何
の
為
に
生
ま
れ
、
何
の
意
味
が
あ
っ
て
生
き
、 

何
の
目
的
の
為
に
生
き
る
か
を
客
観
的
に
は
知
ら
な
い
が
、
仏
道
を
学 

ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
を
対
象
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
そ 

の
よ
う
な
自
己
の
知
り
方
を
放
棄
し
、
自
己
以
外
の
森
羅
万
象
に
よ
っ 

て
自
己
が
何
者
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
体
得
す
る
こ
と
を
意
味 

す
る
。
森
羅
万
象
に
よ
っ
て
自
己
が
何
者
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
て
い
る 

の
が
、
廊
庵
禅
師
の
十
牛
図
の
第
九
図
で
あ
り
、
第
九
図
の
大
自
然
と 

根
源
的
に
はI

性
の
内
に
あ
る
自
己
が
、
更
に
自
己
の
身
心
、
他
己
の 

身
心
と
い
う
区
別
も
な
く
、
対
話
や
出
会
い
の
中
で
、
自
己
で
も
あ
る 

他
己
と
語
つ
て
い
る
の
が
十
牛
図
の
第
十
図
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。 も

ち
ろ
ん
こ
こ
で

語

る「

大
自
然
と
根
源
的
に一
性
の
内
に
あ
る

自
己」 

と
か
、「

自
己
で
も
あ
る
他
己

」

と
い
ぅ
こ
と
は
、
主
客
分
離
の
対
象 

論
理
に
お
い
て
の
事
柄
で
は
な
く
、
主
客
の
未
分
離
の
次
元

(

絶
対
の 

無
限
の
開
け)

が
開
け
て
い
る「

絶
対
無」

の
開
け
に
お
い
て
の
み
語 

ら

れ

ぅ
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
自
然
と
根
源
的
に
一

性

の

内
に 

あ

る

「

自
己」

と

「

自
己
で
も
あ

る

他
己」

と
の
出
会
い
や
対
話
に
お 

い
て
働
い
て
い
る
の
が
正
に

「

霊
性」

で
あ
る
。
そ
し
てこ
のr

霖
性」

は
、
十
牛
図
の
第
八
図
に
お
い
て
始
め
て
可
能
で
あ
り
、
こ
の

「

靈
性」

に
よ
っ
て
第
九
図
の
大
自
然
が
万
物
の
み
な
ら
ず
人
間
の
個
の
自
己
で 

も
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
第
十
図
の

「

自
己
で
も
あ
る
他 

己」

と
の
対
話
や
出
会
い
が
可
能
と
な
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
 

つ
ま
り
、
十
牛
図
で
言
ぇ
ば
、
第
七
図
迄
に
は
霊
性
が
潜
勢
態

W 

(potentia, d
u
n
a
m
i
s
)

の
状
態
で
存
立
し
て
い
て
も
、
現
勢
態

(
a
c
t
u
s
,

一
 

energeia)

と
し
て
は
働
き
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
、
相
対 

有
、
相
対
無
、
虚
無
そ
し
て
絶
対
有
が
思
考
の
基
盤
と
し
て
の
パ
ラ
ダ 

ィ
ム
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
霊
性
が
現
勢
態
と
し
て
は
露
わ
と
は 

な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
自
然
と
自
己
と
超 

越
の
次
元
と
の
根
源
的

一

性
と
、
こ
れ
ら
三
者
の
各
々
の
独
立
自
存
性 

と
が
自
覚
的
に
同
時
に
成
り
立
つ
時
に
ま
ず
、
霊
性
は
現
勢
的
に
働
き 

得
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
と
自
己
と 

超
越
の
次
元
と
の
一
性
と
、
そ
れ
ら
三
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
自
存
性 

が
同
時
に
成
り
立
つ
の
は
、
思
考
の
基
盤
と
し
て
の
。ハ
ラ
ダ
ィ
ム
が
絶 

対
無
の
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
。
絶
対
無
に



お
い
て
の
み
、
自
然
も
自
己
も
超
越
の
次
元
も
、
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
の
自 

己
否
定
に
よ
っ
て
相
互
に
他
を
中
心
に
立
て
て
、
自
ら
は
周
辺
と
成
り 

果
て
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
同
時
に
、
そ
れ
ら
三
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ 

自
ら
を
他
者
に
譲
ら
ぬ
独
立
自
存
の
あ
り
方

(

絶
対
の
中
心)

で
成
り 

立
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
無
に
お
け
る
こ
れ
ら
三
者
の 

こ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
対
し
て
、
相
対
有
、
相
対
無
、
虚
無
そ
し
て
絶 

対
有
が
思
考
の
基
盤
と
し
て
の
パ
ラ

ダ
イ

ム

と

な

る

場
合
に
は
、
自
然 

と
自
己
と
超
越
の
次
元
と
は
、こ
れ

ら

三
者
の
一
性
と
同
時
の
相
互
の 

独
立
自
存
性
が
成
り
立
ち
得
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
先
に
見
た
よ
う
に
、 

こ
れ
ら
の
四
つ
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
、
森
羅
万
象
の
一
々
が
絶 

対
の
中
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
周
辺
で
も
あ
る
と
い
う
あ
り
方
が
不
可 

能
で
あ
り
、
し
か
も
開
け
はあ
る

思
考
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
、 

限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
開
け
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(

2

)

絶
対
無
が
パ
ラ
ダ
イ
ム(

思
考
の
基
盤
と
し
て
の
枠
組
み)

と
な 

る
場
合
の
霊
性

ま
ず
、
絶
対
無
と
は
、
上
で
述
べ
た
相
対
有
、
相
対
無
、
虚
無
そ
し 

て

絶
対
有
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
ず
、
し
か
も
欧
米
の
伝
統
的
な
形
而
上 

学
と
し

て

の

主
流
の
哲
学
の
内
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
思
考
の
基 

盤
で
あ

る

こ

と

が

明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の

立
場 

(

こ
の

立
場
は
、
西
谷
啓
治
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に「

立
場
無
き
立
場

」

と
言 

え
よ
う)

は
、
仏
教
の
縁
起
や
韓
国
の
恨

(

は
ん)

の

思
想
等
の
東
南 

ア
ジ
ア
の
古
来
の
思
想
の
中
に
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
少 

な
く
と
も
十
九
世
紀
ま
での
欧
米
の
主
流
の
形
而
上
学
とし
て

の
哲
学

と

し

て

の

な

か

に

は

見

ら

れ

な

い

。

さ
て
、
大
乗
仏
教
の

「

縁
起」

や

「

空」

は
、
森
羅
万
象
の
存
立
や 

形
成
あ
る
い
は
生
成
の
あ
り
方
を
表
現
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と 

が
で
き
る
。
そ
し
て
、

縁
起
や

空
が
西
田
幾
多
郎
に
よ
っ
て
哲
学
的
、 

論
理
的
に
表
現
し
直
さ
れ
た
表
現
が

「

絶
対
無」

で
あ
る
。
こ
の「

絶 

対
無」

の
概
念
の
成
立
か
ら
考
え
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
絶
対
無
は
、 

万
物
が
無
実
体
的
に
存
立
す
る
あ
り
方
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
何 

も
な
い
と
か
有

(
b
e
i
n
g
)

の
裏
面
と
し
て
の
無

(

相
対
無)

を
意
味 

し
て
い
な
い
。
ま
た
、

「

絶
対
無」

の「

絶
対」

の
意
味
は
、
こ
れ
ま 

で
の
論
述
か
ら
も
既
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
対

(

つ
い)

を
絶
し 

て
い
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
絶
対
の
自
己
否
定
を
も

一
 

意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
絶
対
無
と
は
、
森
羅
万
象
の
成
立
そ
の
も

28 

の
の
自
己
否
定
を
も
意
味
し
て
い
る
。
森
羅
万
象
の
こ
の
あ
り
方
は
、

一
 

華
厳
経
の
中
に
出
て
く
る

「

因
陀
羅
網」

な
い
し
は「

帝
釈
天
の
網」

®

の
譬
え
に
よ
っ
て

一

層
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

華
厳
経
の
こ
の
譬
え
に
よ
れ
ば
、
帝
釈
天
の
宮
殿
に
は
因
陀
羅
網
と 

い
う
網
が
掛
か
っ
て
い
て
、
そ
の
網
の
内
に
あ
る
無
数
の
網
の
目
に
は 

宝
珠
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宝
珠
は
そ
れ
ぞ
れ
無
数
の
宝
珠
と
相
互
に 

映
し
合
っ
てい
る

と

い
う
。
私
た
ち
は
、
二
つ
の
鏡
と
鏡
が
相
互
に
、 

一
方
の
鏡
の
内
に
他
方
の
鏡
が
映
り
、
そ
の
鏡
の
映
っ
た
一
方
の
鏡
が 

更
に
他
方
に
映
る
と
い
う
仕
方
で
相
互
に
無
限
に
映
し
合
う
の
を
見
る 

こ

と

が

で

き

る
が
、
右
の
宝
珠
の
譬
え
も
鏡
と
同
様
に
理
解
す
る
と
、

こ
の
譬
え
の
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。



今
此
処
で
、

一
つ
の
宝
珠
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
一
つ
の
宝
珠
は
、 

無
数
の
宝
珠
と
映
し
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
つ
の
宝
珠
の
み
な
ら
ず
、 

こ
の
網
に
あ
る一

切
の
一
々
の
宝
珠
を
考
え
て
み
る
と
、

一
々
の
宝
珠 

が
そ
れ
ぞ
れ
他
の
一
切
の
宝
珠
と
映
し
合
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と 

こ
ろ
で
、
こ
の
網
全
体
を
一
と
考
え
る
と
、
こ
の
網
の

「

網
の
目」

に 

あ
る
無
数
の
宝
珠
は
多
で
あ
る
。
網
は
無
数
の
網
の
目
の
宝
珠
か
ら
成 

り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
網
全
体
で
あ
る

I

と
網
が
そ 

れ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
無
数
の
網
の
目
に
あ
る
宝
珠
の
多
と
の
関
係 

は
、
網
全
体
に
視
点
が
置
か
れ
れ
ぱ
、

一
な
る
網
が
見
ら
れ
、
個
々
の 

網
の
目
の
宝
珠
に
視
点
が
置
か
れ
れ
ば
、
多
な
る
宝
珠
が
見
ら
れ
る
。

一
な
る
網
の
み
が
見
ら
れ
る
時
に
は
、

一
な
る
網
は
、
個
々
の
宝
珠
の 

絶
対
の
自
己
否
定
の
内
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
う
る
。
ま
た
、 

個
々
の
網
の
目
の
多
な
る
宝
珠
の
み
が
見
ら
れ
る
時
に
は
、
そ
れ
ら
は 

一
の
網
の
絶
対
の
自
己
否
定
の
う
ち
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る 

こ
と
が
で
き
る
。

絶
対
無
に
お
い
て
は
、一

切
は
、
右
に
述
べ
た
因
陀
羅
網
に
お
い
て 

の
よ
う
に
、
網
と
し
て
の
絶
対
の
無
限
の
開
け
た
森
羅
万
象
の
個
々
の 

も
の
が
い
わ
ば
一
つ
ひ
と
つ
の
網
の
目
の
宝
珠
と
し
て
成
り
立
っ
て
い 

る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
な
絶
対
の
無
限
の
開 

け
と
し
て
の
絶
対
無
が
思
考
の
基
盤
の
枠
組
み
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
ィ
ム 

と

な

る

場
合
に
は
、
霖
性
は
一体
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
るこ
と

が

で 

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
霊
性
の
問
題
に
入
っ
て
行
く
た
め
に
は
、
こ
こ 

で
絶
対
無
の
立
埸(

立
場
無
き
立
場

)

は
、
主
客
の
分
離
さ
れ
た
客
観

界
に
妥
当
す
る
対
象
論
理
を
突
破
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
意
志
の
立 

場
の
述
語
論
理
の
立
場
や
表
現
の
立
場
を
も
突
破
し
た
、
繫
辞
の
論
理 

(

命
題
に
お
い
て
主
語
と
述
語
の
互
換
司
能
な
論
理

)

の
立
場
で
あ
る
こ
と 

が
明
白
に
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

相
対
有
や
絶
対
有
が
思
考
の
基
盤
と
し
て
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
と
な
る
場 

合
に
は
、
永
遠
、
普
遍
に
し
て
不
変
で
あ
る
何
ら
か
の
実
体
を
前
提
と 

し
た
場
で
の
対
象
論
理
が
妥
当
す
る
。
ま
た
、
相
対
無
や
虚
無
が
思
考 

の
基
盤
の
枠
組
み
と
し
て
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
な
る
場
合
に
は
実
体
の
場 

が
脱
却
さ
れ
る
結
果
、
対
象
論
理
は
妥
当
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
意 

識
や
自
意
識
や
意
志
の
立
場
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
こ
こ
で
は
、 

論
理
的
に
は
述
語
論
理
が
重
要
な
要
と
な
っ
て
い
る
"
こ
れ
に
対
し
て、I 

絶
対
無
が
思
考
の
バ
ラ
ダ
イ
ム
と
な
る
場
合
に
は
、
実
体
が
中
心
を
な
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す
見
方
に
お
い
て
妥
当
す
る
対
象
論
理
の
立
場
が
脱
却
さ
れ
て
い
る
の

一
 

み
な
ら
ず
、
意
識
や
自
意
識
や
意
志
の
立
場
に
お
け
る
述
語
論
理
の
立 

場
も
脱
却
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
意
識
や
意
志
の
立
場
が 

形
や
声
の
世
界
へ
と
、

つ
ま
り
、
文
化
の
世
界
へ
と
表
現
さ
れ
た
も
の 

の
表
現
の
立
場
も
、
ま
た
絶
対
無
の
境
涯
の
表
現
の
立
場
も
脱
却
さ
れ 

て
い
る
。
意
識
や
意
志
の
対
象
化
さ
れ
た
形
や
声
の
表
現
を
と
っ
た
立 

場
は
、
未
だ
ど
こ
か
に
有
な
い
し
は
有
の
影
を
宿
し
て
い
る
。
そ
こ
に 

は
未
だ
個
の
自
我
の
残
滓
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

*
性
は
、
相
対
有
、
相
対
無
、
虚
無
そ
し
て
絶
対
有
の
い
ず
れ
か
を 

思
考
の
某
盤
の
枠
組
み
と
し
て
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
い
る
場
合
に
も 

働
い
て
い
る
。
事
実
、
歴
史
上
ど
の
時
代
に
も
霊
性
は
見
出
さ
れ
る
。



実
体
的
な
対
象
論
理
の
支
配
す
る
相
対
有
や
絶
対
有
の
世
界
に
お
い
て
、 

実
体
的
な
神
や
そ
の
仲
介
者
か
ら
の
霊
性
に
満
た
さ
れ
た
神
学
者
や
哲 

学
者
た
ち
の
記
録
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
程
に
、
古
代
以
来
現
在
に
至
る 

ま
で
至
る
所
に
満
ち
溢
れ
て
い
る®。
ま
た
相
対
無
や
虚
無
が
。ハ
ラ
ダ 

イ

ム

と

な
っ
て
い
る

場
合
に
も

、

霊
性
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
は
多
く
見 

ら
れ
る
。

例
え
ば
、
キ
ヱ
ル
ヶ
ゴー
ル
や
ニー

チ
ヱ
の
著
作
類
は
霊
性 

に
満
ち
溢
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
立
場
に
働
く
霊
性
は
、

一
般
的
に

言
え 

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
絶
対
視
す
る
立
場
が
絶
対
現
さ
れ
る
よ
ぅ
に 

働
く
傾
向
性
を
帯
び
た
霊
性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
少
し
で
も

自

ら

の

。ハ 

ラ
ダ
イ

ム
と

相
違
す
る

立
場
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
立
場
で
働
く
霊 

性
は
い
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
の
働
き
を
も
な
す
可
能
性
を
含
ん
だ
霊
性
と
も 

な
り
ぅ
る
。
無
論
、
各
々
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
霊 

性
で
は
あ
っ
て
も
、
他
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
と
衝
突
し
な
い
限
り
に
お
い
て 

は
、
当
該
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
内
部
で
は
重
要
な
働
き
を
な
す
の
で
あ
り
、 

各
文
化
に
と
っ
て
不
可
欠
の
霊
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
民
族
や
、
従
っ 

て
ま
た
諸
文
化
の
出
会
い
や
対
話
が
不
可
欠
で
あ
る
一
一
十
一
世
紀
に
お 

い
て
は
、
霊
性
は
す
べ
て
の
差
別
を
脱
却
し
て
い
る
こ
と
が
要
請
さ
れ 

る
。
そ
れ
で
は
、二
十

一
世
紀
に
要
請
さ
れ
る
絶
対
無
の
。

ハ
ラ

ダ
イ
ム 

に
お
け
る
霊
性
と
は
、
具
体
的
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
霊
性
な
の
で
あ 

ろ
う
か
。

3

絶
対
無
の
自
覚
に
お
け
る
霊
性
と
そ
の
問
題
点

絶
対
無
の
思
考
の
パ
ラ

ダ

イ

ム

に

お

け

る

霊
性
を
考
察
す
る
に

は

、

ま
ず
、
思
考
の
基
盤
の
枠
組
み
と
し
て
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
が
絶
対
無
で
あ 

る
場
合
に
は
、
こ
の
思
考
の
枠
組
み
の
基
盤
の
上
に
成
り
立
つ
哲
学
は
、 

理
性
を
基
盤
と
し
た
学
と
し
て
の
哲
学
が
死
し
て
蘇
っ
た
哲
学
と
し
て 

の
宗
教
哲
学
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
と

し
て 

の
哲
学
は
、
相
対
有
や
絶
対
有
を
思
考
の
枠
組
み
で
あ
る
。ハ
ラ
ダ
イ
ム 

と
し
た
場
合
の
有
の
実
体
や
体
系
を
要
と
し
た
哲
学
で
あ
る
。
ま
た
、

相
対
無
や
虚
無
を
思
考
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
た
場
合
の
哲
学
は
、
未
だ 

存
在
の
絶
対
性
を
脱
却
し
切
っ
て
い
な
い
と
い
ぅ
意
味
で
、
学

と

し

て

| 

の
哲
学
を
脱
却
し
て
い
な
い
。こ
れ
に

対
し
て
、
絶
対
無
の
哲
学
は
、
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理
性
の
死
、
な
い
し
は
、
学
と
し
て
の
哲
学
の

「

谶
悔」

を
経
た
絶
対
一 

無
の
哲
学
、

つ
ま
り
単
に
客
観
的
、
対
象
的
思
惟
で
は
な
く
し
て
、

「

非
思
量
の
思
量」

を
根
幹
と
し
た
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
哲
学
、
即
ち
、 

宗
教
哲
学
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
学
と
し
て
の
哲
学
は
、

身
心
一
如
の
知
恵
に
対
す
る
愛
に
で
は
な
く
、
い
わ
ば「

知
識
に
対
す 

る
愛」

に
貫
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
切
の
諸
学
の
一
々
を
根
拠
づ 

け
、
基
礎
づ
け
、
連
関
づ
け
、
関
連
づ
け
る「

非
思
量
の
思
量」

(

即 

ち
、
客
観
的
、
対
象
的
思
惟
に
死
し
て
、
一
切
の
一
々
を
中
心
と
し
て
と
同
時 

に
周
辺
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
絶
対
無
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
を
根
幹
と
し
た
思
索)

を
要
と
し
た
哲
学
は
、

「

宗
教
哲
学」

な
い
し
は「

諸
宗
教
の
神
学」 

で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。



霊
性
は
、
絶
対
無
の
自
覚
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
場
合
に
自
由 

で
あ
り
、
排
他
的
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
絶
対
無
の
自
覚
に 

お
い
て
は
、
右
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
思
考
の

あ
る

何
ら
か
の 

。ハ
ラ
ダ
イ
ム
が
絶
対
視
さ
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
排
除
さ
れ
る
こ
と 

も
、
本
来
的
に
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め 

に
、
絶
対
無
と
は
何
を
意
味
し
、
ま
た
、
絶
対
無
の
自
覚
に
お
け
る
霊 

性
が
如
何
な
る
霊
性
で
あ
る
か
が
、
な
お
詳
し
く
論
究
さ
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
相
対無
、
相
対
有
、
虚
無
、
絶
対
有
の 

。ハ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
の
様
々
な
限
界
に
つ
い
て
も
詳
論
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
し
か
し
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
紙
面
の
制
限
上
、 

詳
論
を
省
き
、
以
下
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
み
を
記
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
自
覚
の
意
味
が
明
白
に
さ
れ
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ 

ろ
う
。「

自
覚」

と
は
、
主
客
分
離
の
基
礎
の
上
に
一
切
を
主
体
が
対 

象
化
す
る
こ
と
を

止
め
て
、
外
に
向
か
っ
て
い
た
主
体
の
眼
が
自
ら
の 

う
ち
に
向
け
直
さ
れ
、
主
客
の
未
分
離
に
し
て
、
知
情
意
の
未
だ
分
離 

し
て
い
な
い
次
元
で
、

「

自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
見
る

」

こ
と 

で

あ

る

と

同
時
に
、
更
に
方
向
の
転
換
の
後
、

「

世
界
が
世
界
に
お
い 

て
世
界
を
見
る」

こ

と

で

あ
る
。
そ
し
て
両
側
面
が
相
即
的
に
一

で
あ 

る

こ

と

が

自
己
に
明
ら
か
に
な
るこ
と
で

あ
る
。
し
か
も
、
自
己
か
ら 

世
界
を
見
る
方
向
が
、
世
界
か
ら
自
己
が
露
わ
に
見
え
て
く
る
と
い
う 

転
換
が
、
こ
の
動
き
の
中
で
の
決
定
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う 

な
意
味
で
の
自
覚
は
、
例
え
ば
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
に
お
い
て
典
型
的 

に
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
た
と
え
絶
対
無
の
自
覚
に
生
き
よ
う
と
も
、
人
間
の
個 

の
自
己
は
、
現
実
の
生
活
で
は
、
相
対
有
、
相
対
無
、
虚
無
、
そ
し
て 

絶
対
有
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
に
縦
横
無
尽
に
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
正
に 

こ
の
こ
と
が
、
絶
対
無
の
自
覚
と
そ
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
の
自
覚
に
お
い
て 

生
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。現実
の
各
々
の
場
面
に
お
い
て 

は
、
五
つ
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
、
各
々
の
そ
の
場
そ 

の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
。ハ
ラ
ダイ
ム

と

し
て
働
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、 

そ
の
五
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
の
。ハ
ラ
ダ
イ

ム

で
あ
れ
、
そ
の
う
ち
の
た 

だ
一
つ
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
だ
け
が
、
こ
の
世
に
妥
当
す
る
唯
一
の
。ハ
ラ
ダ 

イ
ム
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
五
つ
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
の
い
ず
れ
も
が
そ
れ 

ぞ
れ
常
に
絶
対
の
中
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
周
辺
的
で
し
か
な
い
と
自

I 

覚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
絶
対
無
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
に
基
礎
づ
け
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ら
れ
た
生
で
あ

る

と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の事
実
は
、
華
厳
宗
の
一 

四

(

種)

法
界
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、「

事
事
無
礙
法
界」

で
の
生
き 

方
と
も
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

小
論
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
古
い
四
つ
の
。ハ 

ラ
ダ
イ
ム
に
絶
対
無
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、
現
実
の 

世
界
に
お
い
て
絶
対
無
以
外
の
四
つ
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
の
そ
れ
ぞ
れ
に
生 

き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
絶
対
無
が
、
こ
れ
に
加
わ
ら
な
い
限
り
、
い 

ず
れ
か
の
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
が
絶
対
視
さ
れ
、
従
っ
て
霊
性
も
不
自
由
で
排 

他
的
と
な
る
、
自
ら
の
主
張
す
る
。ハ
ラ
ダ
イ
ム
の
み
が
絶
対
の
も
の
と 

見
な
さ
れ
てし
ま

う

こ

と

に

あ
る
。

最
後
に
、
霊
性
の
問
題
に
戻
れ
ば
、
右
に
挙
げ
た
五
つ
の
。ハ
ラ
ダ
イ



ム
の
相
互
関
係
と
同
様
に
、
五
つ
の
パ
ラ
ダ
ィ
ム
の
い
ず
れ
も
が
絶
対 

的
な
中
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
周
辺
で
し
か
あ
り
得
な
い
時
に
、
真
の 

意
味
に
お
い
て
、
霊
性
が
究
明
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
霊 

性
に
は
色
々
の
区
別
が
あ
り
、
現
代
の
用
語
を
借
用
す
れ
ば
、
相
補
的
、
 

多
元
的
で
あ

る

。

し

か

し

、

も
し
霊
性
が
差
別
さ
れ
れ
ば
、
人
間
は
真 

の
意
味
に
お
い
て
自
由
に
も
、
創
造
的
に
も
な
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
 

霊
性
に
は
、
即
ち
、
人
間
と
自
然
と
超
越
の
次
元
と
の
一
と
、
自
覚
に 

お
け
る
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
と
の
一
、
と
い
う
両
者
の
一
の
、
 

自
己
同
一
的
一
に
お
い
て
は
、
私
と
汝
、
私
と
彼
、
私
と
彼
女
、
そ
し 

て
私
と
世
界
は
、

一
な
の
で
あ
る
か
ら
。

注

⑴
中
国
の
南
宋
時
代
の
廓
庵
禅
師
に
よ
る

十
牛
図
は
、
次
の
十
図
か
ら 

な
っ
て
い
る
。

1

尋

牛
、
2

見
跡
、
3

見
牛
、
4

得
牛
、

5

牧
牛
、
6

騎
牛
帰
家
、
7

忘
牛
存
人
、
8

人
牛
倶
忘
、

9

返
本
還
源
、
10
入
廛
垂
手

以
上
の
過
程
的
な
あ

り

方(

漸
悟
的
に
な
い
し
は
、
こ
の
世
と
の
関
係 

に
お
い
て
と
い
う
意
味
で
水
平
的
に
、
自
己
が
自
己
に
覚
し
て
行
く
あ
り
方) 

に
は
、
直
感
的
、
頓
悟
的
あ

り

方(

十
図
の
各
図
に
は
そ
れ
ぞ
れ
す
ベ 

て
の
他
の
図
が
入
つ
て
い
る
が
、
た
だ
そ
れ
が
自
我
に
は
自
覚
さ
れ
て
い
な 

い
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
、
あ
る
時
突
如
と
し
て
自
己
が
覚
す
る
あ
り
方)

が 

含
め
ら
れ
て
い
る
。

⑵

『

雪
賨
頌
古』

(

禅
の
語
録
十
五)

、
入
矢
義
高
、
梶
谷
宗
忍
、
柳
田

聖
山

著

、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
一
年
、

一一

八
頁
参
照
。

⑶

『

正
法
眼
蔵
正
法
眼
蔵
随
聞
記』

(

日
本
古
典
文
学
体
系
八 

一
}、
西 

尾
実
、
鏡
島
元
隆
、
酒
井
得
元
、
水
野
弥
穂
子
校
注
、
岩
波
書
店
、
 

一
九
六
五
年
、

一
◦
一
一
頁
参
照
。

⑷
因
陀
羅
網
は
、
帝
釈
天
の
網
と
も
言
わ
れ
る
。
 

g

デ
ー
モ
ン

に

憑
か
れ
た
ソ

ク

ラ

テ
ス
や
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
霊
に
満
た 

さ
れ
た
使
徒
た
ち
等
々
。
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花
岡
永
子
さ
ん
の「

霊
性
の
問
題」

に
つ
い
て

討
議
者
小
野
寺
功

た
だ
今
、
花
岡
先
生
か
ら
一

一
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
霊
性
に
つ
い
て
、 

宗
教
哲
学
の
立
場
か
ら
根
本
的
な
問
題
提
起
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
変 

同

感

さ

れ

る

点

が

多
く
、
レ
ジ
ユ
メ
の

感
想
も

含
め
て
レ
ス
ポ
ン
ス
し 

た

い

と

思

い

ま

す

。

ま
ず
最
初
に
、
私
が
花
岡
先
生
の
お
考
え
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ 

た
動
機
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
そ
の
き
っ
か
け
は
、

一
九
八
八
年
に 

出
版
さ
れ
た「

キ
リ
ス
ト
教
と
西
田
哲
学

」
(

新
教
出
版
社)

を
読
ん
だ 

こ
と
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
本
で
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
禅
を
基
礎
と
す
る
西
田
哲
学
と
、 

キ
ル
ヶ
ゴ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
の
共
通
の
場
は
、

「
絶 

対
無
の
神」

に
あ
る
と
い
う
全
く
独
創
的
な
見
解
で
、
以
後
こ
の
発
想 

を
基
礎
と
し
た
、
新
し
い
宗
教
哲
学
の
形
成
が
め
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な 

り
ま
す
。
こ
れ
は
私
も
内
々
に
そ
う
思
っ
て
は
い
ま
し
た
が
、
容
易
に 

口
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
革
新
的
発
想
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ

う

し

た

ユ
ニー

ク
さ
は「

キ
リ
ス
ト
者
にし
て

同
時
に
禅
に
生
き 

る
者」

と
い
わ
れ
る
花
岡
先
生
の
独
自
な
取
組
み
か
ら
く
る
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
西
田
幾
多
郎
、
田
辺
元
、
西
谷
啓
治
と 

い
っ
た
日
本
の
代
表
的
な
宗
教
哲
学
者
の
荷
っ
た
問
題
を
全
面
的
に
継 

承

し

つ

つ

、

そ

れ

を

キ

リ

ス

ト

教

と

統

合

す

ベ

く

苦

闘

し

て

お

ら

れ

る

。 

——

私
が
深
く
共
感
する
の

は

こ

の

点
で
す
。
 

I

そ
の
後
も
花
岡
先
生
は
、
引
き
続
き

「

キ
ル
ヶ
ゴー

ル
の
研
究」

33 

「

禅
と
宗
教
哲
学」

「

心
の
宗
教
哲
学」

r

宗
教
哲
学
の
根
源
的
研
究

」

一
 

な
ど
の
力
作
を
次
々
に
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
欧
米
の
知
識
人
と
の
対
話 

を
通
し
て
、
日
本
の
宗
教
哲
学
の
成
果
を
世
界
の
先
端
に
提
示
し
続
け 

て
お

ら

れ

ま

す

。

今
回
発
表
さ
れま
し
た
一

一
十
一
世
紀
に
向
け
て
の
霊 

性
問
題
に
は
、
こ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
思
索
の
成
果
が
織
り
込
ま
れ
て 

い
る

と

思
い
ま
す
。

次
に
こ
れ
を
前
提
に
発
表
内
容
に
入
り
ま
す
が
、

「

二
十
一
世
紀
に 

句

け

て

一
と

い

う

テ
ー
マ
そ
の
も
の
が
、
時
代
を
画
す
る 

r

霊
性
革

I命」

の
意
図
を
秘
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
気
が
致
し
ま
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
い
ま
世
界
は
、
科
学
技
術
の
驚
異
的
進
歩
と
そ



の
恩
恵
を
享
受
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
裏
腹
に
、
人
間
性
の
自
壊
と 

い
う
最
大
の
危
機
を
体
験
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、

一
番
大
切
な
統 

合
と
感
性
を
見
失
い
、
自
ら
の
中
に
何

1

つ
信
じ
る
に
足
る
も
の
が
な 

く
、
理
性
へ
の
不
安
が
つ
の
っ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
近
代
的
知
性 

に
代
わ
る
新
た
な
、
こ
れ
と
い
っ
た
原
理
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
 

逆
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
夕1
に
よ
っ
て
人
間
が
支
配
さ
れ
る
危
険
す
ら
予
測 

さ
れ
ま
す
。

こ

う

し

た

ニ

ヒ
リ

ズ

ム

を

伴
う
危
機
の
時
代
に
、
仏
教
とキ
リ
ス
ト 

教
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
共
通
に
自
覚
さ
れ
て
き
た
大
地
性
は

「

霊
性 

的
人
間」

と
い
う
新
た
な
次
元
で
あ
り
、こ
こ
に

開
拓
さ
れ
る
べ
き

無 

限
の
沃
野
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
霊
性
に
は
、
理
性
が
創
っ
た 

も
の
で
は
な
い
そ
れ
自
体
の
原
理
が
あ
り
、
こ
の
人
間
の
大
地
と
し
て 

の
感
性
に
響
く
も
の
で
な
け
れ
ば
、
真
の
感
動
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
と 

思
う
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
西
田
が「

芸
術
と
道
徳」

の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、 

こ
の
情
意
を
含
む
感
性

(

霊
性)

こ
そ
、

す
べ
て
が「

そ
こ
か
ら
そ
こ 

へ」

で
あ
る「

真

•
善

•
美
の
合
一
点」

で
あ
り
、
感
動
の
源
泉
で
あ 

る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
霊
性
は
、
鈴
木
大
拙
が
い
み
じ
く 

も
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に

「

私
そ
の
も
の」

で
あ
り
ま
す
か
ら
、 

対
象
化
で
き
ず
、
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
無
に
等
し
い
も
の
で
す
。

こ
う
み
て
き
ま
す
と
、

ニ
ィ
チ
ヱ
以
後
、
ョ

ー

 
ロ
ッ
ハ
哲
学
の
転
回 

を
画
し
、「

存
在
忘
却」

を
指
摘
し
続
け
て
き
た
ハ
ィ
デ
ッ
ガ

ー

の
真 

意
も
、
実
は
こ
の「

霊
性
的
次
元」

の
自
覚
の
促
し
に
あ
っ
た
と
い
え

ま

し

ょ

う

。

そ

し

て

こ

の

意
味
の
霊
性
は
ベル
ジ

ャ

エ
フ
も
言
う
よ
う 

に
本
来
は
す
べ
て
の

「

人
間
の
根
本
規
定

」

な
の
で
あ
っ
て
、
い
か
な 

る
伝
統
宗
教
とい
え
ど

も
独
占
権
を
主
張
す
るこ
と

は

で
き
ま
せ
ん
。 

な
ぜ
な
ら
霊
性
は
す
べ
て
の
諸
民
族
の
文
化
の
中
に
、

そ

し

て

あ

ら

ゆ 

る
時
代
に
見
出
さ
れ
る
普
遍
的
人
間
現
象
だ
か
ら
で
す
。

こ

う

み

て

き
ま
す
と
、
か
つ
て
西
田
幾
多
郎
が

「

場
所
的
論
理
と
宗 

教
的
世
界
観」

の
中
でr

宗
教
は
心
霊
上
の
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
を
説 

明
す
る

の

が
哲
学
で
あ
る」

と
言
っ
た
こ
と
が
、
ど
れ
程
先
駆
的
で
、

世
界
精
神
史
の
来
る
べ
き
動
向
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
が
、
よ
く
理 

解
で
き
ま
す
。

花
岡
先
生
の
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
に
出
て
く
る

「

霊
性
の
定
義」

も
、
こ
一 

の
流
れ
に
即
応
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
先
生
の
今

34 

回
の
ご
発
表
の
中
で
、
私
に
と
っ
て
最
も
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

一
 

一
一
十
一
世
紀
に
向
か
う
霊
性
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
次
の
箇
所 

で
す
。
即
ち
そ
れ
は
、

「

絶
対
無
が
思
考
の
基
盤
とな
る
パ
ラ
ダ
ィ
ム 

で
あ
る
時
に
、
霊
性
が
霊
性
と
し
て
働
き
、
個
の
自
覚
が
世
界
の
自
覚 

と
相
応
し
合
う」

と

い

う

も
の
で
す
。
こ
れ
は
本
当
に
そ
の
通
り
で
、 

こ
こ
に

私

がr

霊
性
革
命」

と
呼
ぶ
思
想
のヱ
ッ
セ
ン
ス
が

要
約
さ
れ 

て
お
り
ま
す
。

花
岡
先
生
は
、
こ
の「

絶
対
無」

の
原
理
の
革
新
性
を
明
ら
か
に
す 

る
た
め
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
現
代
に
到
る
西
欧
の
伝
統
哲
学
が
、 

「

自
然」

と

「
人
間」

と

「

超
越
の
次
元」

を
含
む「

現
実
世
界」

を 

ど
う
解
釈
し
て
き
た
か
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
思
考
基
盤
と
な
る
。ハ
ラ
ダ



ィ
ム
に
よ
っ
て
類
型
別
に
分
析
す
る
作
業
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
に
よ
れ
ば、

m
l 口
ッ
。ハ
哲
学
の
思
想
傾
问
は
、
類
型
的
に
大 

别
す
れ
ば
⑴
相
対
有
、
⑵
相
対
無
、
⑶
虚
無
、
⑷
絶
対
有
と
い
う
四
つ 

の
立
場
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
各
々
の
立
場
が
厳 

密
に
吟
味
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
い
ず
れ
も
究
極
的
実
在
に
は
至
ら
ず
、 

霊
性
認
識
の
面
で
限
界
が
あ
り
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
到
来
は
不
可
避
と
診 

断
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
、

一
つ
の
活
路
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
欧
米
の
伝
統 

哲
学
の
主
流
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た

「

立
場
な
き
立
場」
「

哲
学
な
ら 

ぬ
哲
学」

と
し
て
の「

絶
対
無
の
パ
ラ
ダ
ィ
ム

」

を
提
示
し
てお
ら
れ 

ま
す
。
こ
の
立
場
に
お
い
て
初
め
て

「
自
然」

と

「

自
己」

と

「

超
越 

の
次
元」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
性
を
保
つ
と
と
も
に
、
絶
対
の
中
心 

で
あ
り
、一

方
三
者
は
常
に
自
己
否
定
的
に
周
辺
で
も
あ
る
と
い
う
、 

非
排
他
的
で
自
由
な
世
界
次
元
の
霊
性
が
実
現
し
て
く
る
、
と
い
う
の 

が
結
論
の
部
分
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
そ
の
た
め
に
は
、
理
性
を
基
礎
と
す
る
厳
密
な
学
と
し 

て
の
哲
学
は
、
田
辺
元
の

「

生
の
存
在
学
か
ら
死
の
弁
証
法
へ

」
に
象 

徴
さ

れ

る

よ
う
に
、
死
し
て
蘇
る
絶
対
転
換
の
哲
学
と
し
て
の

「

宗
教 

哲
学」

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
花
岡
先
生
に
は
こ
の
立
場
へ
の
深 

い
共
感
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

大
体
以
上
が
、
私
が
理
解
し
た
限
り
の
花
岡
先
生
の
提
案
要
旨
と
考 

え
ま
す
。
た
だ
も
う
一
つ
私
の
興
味
を
ひ
き
、
つ
い
で
に
考
え
さ
せ
ら れ

た
の
は
、
先
生
の「

無
の
解
釈
学」

の
問
題
で
す
。
先
生
は
霊
性
的 

自
覚
は
、
十
牛
図
で
い
え
ば
第
七
図
ま
で
は
霊
性
が
潜
勢
態
で
、
第
八 

図
か
ら
第
十
図
ま
で
を
現
勢
態
と
捉
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
認
識 

論
的
に
は
い
わ
ば「

霊
性
的
自
覚
の
現
象
学

」

と
い
っ
て
よ
く
、
わ
た 

し
は
こ
れ
を「

生
成
の
論
理」

と

い

う

形
で
、「

有
か
ら
無
へ」

の
一 

般
者
の
自
党
的
体
系
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る

と

思
い
ま
す
。そ
し 

て
私
の
考
え
る「

生
成
の
論
理」

の
特
缴
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

(a
)

「

生
成
の
論
理」

は
、
す
べ
て
の
根
源
は
感
性
に
あ
り
、
感
性 

の
働
き
の
中
か
ら
、
比
較
や
矛®
を
通
し
て
、
理
性
か
自
ず
か
ら
働
き 

始
め
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
図
式
的
に
は 

「

感
性
丨
理
性
I
霊
性」

と
い
う
構
造
で
す
。

(b
)

認
識
の
問
題
は
、
自
己
の
問
題
を
措
い
て
考
え
る
こ

と

は

で

き
35 

ま
せ
ん
。
自
覚
の
浅
い
自
己
と
、
よ
り
深
い
自
覚
を
も
っ
た
自
己
と
で

一
 

は
、
同一

の
も
の
に
対
す
る
経
験
認
識
の
仕
方
が
違
い
ま
す
。
生
成
の 

論
理
の
最
も
大
き
な
特
色
は
、
否
定
項
、

つ
ま
り
感
動
を
媒
介
と
し
て
、

⑴
有
の
世
界
、
⑵
相
対
無
の
世
界
、
⑶
英
知
的
世
界
、
⑷
絶
対
無
の
世 

界
へ
と
転
生
し
て
い
っ
て
、
命
の
底
丨
つ
ま
り

「

存
在
そ
の
も
の」

に 

触

れ

る

こ

と

に

あ

り

ま

す

。

2

そ
の
意
味
で
は
、
花
岡
先
生
の
指
摘
さ
れ
た
従
来
の
哲
学
の
四 

つ
の
。ハ
ラ
ダ
ィ
ム
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
自
我
が
固
定
さ
れ
て
お
り
、

無
の
世
界
の
解
釈
も
、
有
の
論
理
で
解
釈
す
る
と
い
う
矛
盾
に
陥
っ
て 

お
り
、
混
乱
は
免
れ
ま
せ
ん
。

(d
)

そ
れ
で

私
の
レ

ジ

ュ

メ

の「

生
成
の
論
理」

の
図
を
見
て
い
た



だ
き
た
い
の
で
す
が
、
人
間
の
精
神
の
成
長
の
図
式
が
こ
の
よ
う
な
も 

の
だ
と
い
う
完
結
し
た
図
式
が
で
き
て
、
初
め
て
真
の
哲
学
が
始
ま
る 

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

「

生
成
の
論
理」

の
無
の
転
生
を
示 

す
場
面
が
、
道
元
の「

正
法
眼
蔵
随
聞
記

」

の
一
の
七
に
示
さ
れ
て
い 

ま
す
の
で
、
読
ん
で
み
ま
す
。

「

示
に
い
は
く
、
海
中
に
龍
門
と
云
ふ
処
あ
り
。
浪
、
頻
り
に
作
つ
な 

り
。
も

ろ

も

ろ

の

魚
、
浪
の
処
を
過
ぐ
れ
ば
必
ず
龍
と
な
る
な
り
。
故 

に
龍
門
と
云
ふ
な
り
。
今
は
云
は
く
、
か
の
処
、
浪
も
他
処
に
異
な
ら 

ず
、
水
も
同
じ
く
し
ほ
は
ゆ
き
水
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
定
ま
れ
る
不 

思
儀
に
て
、
魚
こ
の
処
を
渡
れ
ば
必
ず
龍
と
成
る
な
り
。
魚
の
鱗
も
改 

ま
ら
ず
、
身
も
同
じ
身
な
が
ら
忽
ち
に
龍
と
成
る
な
り
。

」

こ
の
転
生
は
、
傍
観
者
に
は
奇
妙
な
説
話
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
実 

践
者
に
と
っ
て
は
、
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
、
実
感
で 

あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
の
一
大
事
件
な
わ
け
で
す
。

時
間
が
迫
り
ま
し
た
の
で
、
最
後
に
ど
う
し
て
も
お
聞
き
し
た
い
質 

問
事
項
を
、
ニ
、
三
申
し
述
べ
ま
す
。

そ
の
一
、
花
岡
先
生
は
レ
ジュ
メ
の
最
初
の
方
の
ぺ
ー
ジ
で
、

「

単 

に
人
格
的
で
あ
る
唯
一
神
や
そ
の
仲
介
者
と
し
て
の
神
か
ら
流
出
し
て 

く
る——

霊
性
を
更
に
遡
っ
た
、
い
わ
ば
底
な
き
底

…
」

と
い
う
表
現 

を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
場
合
、
人
格
神
と
絶
対
無
の
神
と
の
関
係 

を
ど
う
把
握
し
て
お
ら
れ
る
の
か
、
こ
れ
が
一
番
目
に
お
聞
き
し
た
い 

点
で
す
。

そ
の

ニ、先
生
のr

心
の
宗
教
哲
学」

は
、
あ
る
意
味
でr

聖
霊
の 

宗
教」

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
際
、
西
谷
啓
治
先
生 

の「

聖
霊」

は

「

人
格
的
即
非
人
格
的
性
格

」

を
持
つ
と
い
う
主
張
に 

対
し
て
、
ど

う

考

え

ら

れ

る

か
、
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
三
、
先
生
の
御
著
書
を
拝
読
し
て
気
付
い
た
こ
と
で
す
が
、 

「

神
道」

に
つ
い
て
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
先 

生
は
宗
教
哲
学
者
と
し
て
、
日
本
的
霊
性
の
原
形
と
も
い
う
ベ
き
神
道 

を
ど
う
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
の
か
、
参
考
ま
で
に
簡
単
に
お
話
し
下 

さ

い

ま

し

た

ら

幸
い
で
す
。
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討議

司会河波昌

司
会
お
一
一
人
の
ご
発
表
に
は
、
非
常
に
高
度
な
宗
教
哲
学
が
展
開
さ 

れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
花
岡
先
生
の
ご
発
表
に
は
、
世
界
宗
教
哲
学 

全
体
を
統
合
し
た
お
考
え
が
、
西
田
、
西
谷
等
の
哲
学
を
背
景
と
し
な 

が
ら
、
霊
性
と
い
う
概
念
で
展
開
さ
れ
た
、
私
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い 

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
す
る
小
野
寺
先
生
の
ご
質
問
も

鋭
い
も

の

で

あ

る

と

思
い 

ま
す
。
最
終
的
に
三
つ
の
問
題
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
神
道
に
つ 

い
て
で
す
が
、
た
と
え
ば
江
戸
時
代
に
慈
雲
尊
者
と
い
う
方
が

い
ま
し 

て
、
梵
語
の
研
究
な
ど
仏
教
学
に
広
く
通
じ
、
ま
た
大
悟
徹
底
さ
れ
た 

方
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
晚
年
に
神
道
を
研
究
し
ま
し
た
。
雲
伝
神
道 

で
、
こ
れ
は
仏
教
の
立
場
か
ら
神
道
を
追
求
し
た
も
の
で
す
。

で
は
、
花
岡
先
生
か
ら
ご
質
問
に
お
答
え
を
戴
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

花

岡

ま

ず

、
小
野
寺
先
生
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
わ
か
り
に
く 

い

と

こ

ろ

も

あ

っ
た

と

思
い
ま
す
が
、
よ
く
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
て
。

人
格
神
と
絶
対
無
の
神
と
の
関
係
で
す
が
、
絶
対
無
の
神
と
は
根
本 

経
験
、r

心
霊
上
の
事
実」

と
い
う
と
こ
ろ
、
ど
の
宗
教
で
も

「

天
地 

と
一
つ
で
し
か
も
我
は
我
だ

」

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
。
さ
あ
、
そ
の
神 

を
聖
書
、
経
典
な
ど
に
表
現
し
よ
う
か
と
い
う
時
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で は

気
候
、
時
代
な
ど
の
条
件
か
ら
人
格
神
に
結
晶
し
て
い
っ
た
。
そ
れ 

が
ど
う
表
現
さ
れ
る
か
は
、
文
化
と
一
つ
の
関
係
に
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
。 

き
び
し
い
気
候
、
風
土
な
ど
の
文
化
的
条
件
の
中
で
人
格
神
と
い
う
表 

現
を
と
っ
て
く
る
の
か
と
思
い
ま
す
。

祈
り
の
対
象
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
た 

と
え
ば
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
も
本
当
の
神
性
の
無
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま 

す
と
、
祈
り
も
な
く
な
る
、
三
位
一
体
の
神
も
な
く
な
る
。
た
だ
無
心 

に
な
り
き
っ
て
禅
定
に
、
と
い
う
仕
方
の
瞑
想
と
い
い
ま
す
か
。

し
か
し
、
祈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
は
、
お
祈
り
を
す
る
、 

こ
れ
は
一
つ
の
表
現
さ
れ
た
文
化
形
態
と
し
て
の
宗
教
で
す
か
ら
。
神 

様
と
い
わ
れ
て
拝
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
手
を
合
わ
せ
る
の
は
当

一
 

然
で
は
な
い
か
と
。
そ
の
立
場
に
な
り
き
る
の
は
必
要
な
の
で
は
な
い
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か
と
思
い
ま
す
。
 

一
 

二
番
目
の
西
谷
先
生
の
聖
霊
に
つ
い
て
の

r

人
格
的
即
非
人
格
的
性 

格」

に
つ
い
て
で
す
が
、
人
格
的
と
い
う
こ
と
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、 

聖
書
に
ぁ
る
よ
う
に
善
人
に
も
悪
人
に
も
太
陽
の
光
が
ぁ
た
る
と
い
う 

よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
非
人
格
的
と
い
う
こ 

と
は
、
現
代
で
は
科
学
、
技
術
の
世
界
で
人
格
性
は
問
わ
れ
な
い
、
と 

い
う
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
。
人
格
性
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
機
械
と 

一
つ
に
な
る
と
こ
ろ
に
、
個
的
自
己
に
お
い
て
絶
対
無
の
と
こ
ろ
で
生 

き

よ

う

と

す
る
の
と
、

一
つ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ 

こ
で
人
格
生
即
非
人
格
性
と
。
如
の
立
場
と
申
し
ま
す
か
。

神
道
に
つ
い
て
で
す
が
、
か
つ
て
紀
平
正
美
先
生
の
勉
強
を
し
た
り
、



い
ろ
い
ろ
勉
強
し
ま
し
た
が
、
自
己
中
心
性
が
あ
ま
り
に
も
強
く
、
つ 

い
て
行
け
な
い
と
申
し
ま
す
か
、
神
道
だ
け
が
絶
対
だ
と
い
わ
れ
ま
す 

と
、
も
う
議
論
の
余
地
が
な
い
。
神
道
は
、
こ
れ
か
ら
勉
強
し
て
い
こ 

う

と

思
っ

て
お
り
ま
す
。

小

野

寺

私
は
、
小
学
校
の
こ
ろ
全
部
の
神
社
を
拝
ん
で
歩

き

ま

し

た

。 

神
仏
習
合
の
歴
史
を
勉
強
し
て
み
ま
し
て
、
庶
民
の
中
に
内
在
し
て
い 

る
神
道
的
霊
性
を
再
認
識
し
ま

し

た

。

私
の
中
に
は
一
神
教
と
多
神
教 

の
要
素
が
あ
り
ま
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を

読
ん
だ
と

き

、

三
位
一
体
と 

は
一
神
教
と
多
神
教
の
総
合
だ
と
書
い
て
あ
る
の
を
見
て
、
感
銘
を
受 

け

ま

し

た

。

先
生
の
お
考
え
で
私
が
納
得
で
き

な

か

っ

た

の
は
、
三
位 

一
体
の
神
と
愛
で
あ

る

神
の
根
底
に
無
の
神
を
考
え
て
お
ら
れ
る
、
そ 

う
で
は
な
く
、
三
位
一
体
の
一
と
い
う
解
釈
の
と
こ
ろ
に
絶
対
無
即
絶 

対
有
と
い
う
全
一
的
神
の
構
造
が
内
在
し
て
い
る
。
啓
示
さ
れ
る
神
が 

絶
対
有
な
ら
ば
、
啓
示
さ
れ
る
以
前
の
と
こ
ろ
は
絶
対
無
で
な
い
と
お 

か
し
い
。
絶
対
無
と
し
て
の
神
が
絶
対
有
と
し
て
顕
現
し
て
く
る
。
三 

位
一
体
に
は
絶
対
無
即
絶
対
有
と
い
う
構
造
が
入
っ
て
い
る
。

西
田
哲
学
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
霊
性
的
自
覚
を
通
し
て
学
と
道 

と
か
一
致
す
る

、

学
道
と
い
う
新
し
い
学
問
の
形
態
か
生
ま
れ
て
く
る 

の
で
は
な
い
か
。
今
の
学
校
で
は
こ
の
一
一
つ
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い 

ま
す
。
道
と
い
う

も
の
が
な
い
。
そ

う

い

う

意
味
で
先
生
の
よ
う
な
ご 

発
想
が
、
日
本
の
宗
教
哲
学
が
新
し
い
世
界
の
学
問
形
態
を
切
り
開
い 

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

八
木
誠I

先
生
の
も
の
は
引
つ
か
か
る
と
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
る

の
で
す
ね
。
例
を
挙
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
、「

霊
性
は
出
会
い
や
対 

話
や
出
来
事
の
中
で
開
け
て
く
る」

と
あ
り
ま
す
が
、「

出
会
い」

や 

「

対
話」

は

「

出
来
事」

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「

自
己
と
自
然
と
超 

越
の
次
元
と
が
根
源
的
に
一
に
な
る
開
け」

と
あ
り
ま
す
が
、
自
己
と 

い
っ
て
も
自
然
と
超
越
が
中
に
入
っ
て
い
る
し
、

ほ
か
に
二
つ
に
つ
い 

て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
そ
れ
は
根
源
的
一
な
の
で
し
ょ
う
か
。
含 

み
合
い
な
の
で
し
ょ
う
か
。「

開
け
に
お
い
て
働
く
力」

と
あ
り
ま
す 

が
、
こ
の
力
と
は
何
の
力
な
の
で
し
ょ
う
か
。「

開
け
に
お
い
て」

と 

あ
り
ま
す
が
、
こ
の「

お
い
て」

も
問
題
に
な
る
、
な
ど
で
す
。

花

岡

ま

ず「

出
来
事」

と
い
う
の
は
h
a
yp'
h
と
い
う
ヒ
ブ
ル
語
で
、
 

出
来
事
と
し
て
神
が「

我
は
あ
り
て
あ
る
も

の

な

り

」

と
い
う
と
き
の
一 

h
&
y
&
h

と
い
う
動
詞
、
そ
こ
で
は「

出
来
事」

そ
の
も
の
と
、「

出

会
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い」

や

「

対
話」

と
は
一
緒
に
は
で
き
な
い
。
 

一

「

自
己
と
自
然
と
超
越
の
次
元
と
が
根
源
的
に
一
な
る
開
け
に
お
い 

て
働
く
力」

と
あ
り
ま
す
が
、
山
に
行
っ
て
瞑
想
し
て
い
る
時
、
そ
こ 

で
は「

誰
が」

と
い
う
こ
と
は
な
い
、
そ
こ
で
初
め
て
自
己
と
い
う
こ 

と
か
気
か
つ
か
れ
て
く
る
、
そ
こ
で
働
い
て
い
る
力
か
何
で
あ
る
か
と 

い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
し
。「

自
己
と
自
然
と
超
越 

の
次
元」

こ
れ
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
代
か
ら
の
思
索
の
事
柄
で
あ

り

、

ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
の
考
え
も
入
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

「

自
己
と
自
然
と
超
越
の
次
元」

と
い
う
三
つ
の
事
柄
を
述
べ
て
お 

り
ま
す
の
は
、
哲
学
を
論
ず
る
上
で
古
代
か
ら
思
索
の
領
域
と
さ
れ
て 

き
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。



本
多
全
体
と
し
て
何
を
言
お
う
と
し
て
お
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は 

伝
わ
っ
て
き
た
し
、
私
は
共
感
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
花
岡
さ
ん
個
人
の 

業
績
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
学
会
の
歴
史
的
成
果
だ
と
評
価
し
た 

い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
欧
米
の
伝
統
的
な
哲
学
の
主
流
の
中 

に
な
か
っ
た
絶
対
無
の
自
覚
、
こ
れ
に
お
け
る
霊
性
で
す
ね
。
ま
た
五 

つ
の
パ
ラ
ダ
ィ
ム
が
互
い
に
一即
多

と

し

て

含

み

あ

っ

て
い
る
。
生
身 

の
人
間
な
の
で
何
処
ま
で
到
達
し
て
も
始
め
の
も
の
が
あ
る
と
、
久
松 

先
生
の「

私
に
は
煩
悩
が
な
い

」

と
い
う
意
味
も
こ
の
視
点
か
ら
考
え 

直
し
た
ら
ほっ
と
で
き
る

と

思
い
ま
し
た
。

質
問
で
す
が
、
メ
ー•
オ
ン
を「
非
存
在」

と
訳
し
て
い
ま
す
が
、 

こ
れ
は
む
し
ろ「

未
存
在」

と
訳
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。 

「

非
存
在」

は
ゥ
I
ク
.
オ
ン
で
完
全
な
無
で
す
ね
。

田
辺
哲
学
に
言
及
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
田
辺
先
生
と
西
田
先
生 

の
立
場
は
同
一
線
上
で
論
じ
ら
れ
る
の
か
。

『

懺
悔」
と
い
っ
て
も
外 

を
見
る
眼
で
内
を
懺
悔
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

花
岡
そ
う
い
う
見
方
の
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
田
辺
先
生 

の
中
で
は
理
性
が
死
ん
で
、
そ
し
て
懺
悔
で
生
ま
れ
変
わ
っ
て
宗
教
哲 

学
へ
突
破
し
て
ゆ
く
、
結
果
と
し
て
現
実
に
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
別 

と
し
て
哲
学
と
し
て
は
真
剣
に
、
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

上
田
閑
照
何
か
言
う
場
合
、
八
木
さ
ん
の
よ
う
な
質
問
が
あ
り
う
る 

と
い
う
こ
と
は

予
想
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
す
ね
。
小
野
寺
さ
ん
は
、
花 

岡
さ
ん
の
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
核
心
を
ぐ
っ
と
分
か

っ

て
し
ま
っ 

て
、
ご
自
分
の
言
葉
で
言
わ
れ
た
の
で
す
ね
。
こ
れ
が
本
当
に
理
解
す る

と

い

う

こ

と

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

書

か

れ

た

こ

と

か

ら

出

発 

し
た
場
合
、
八
木
さ
ん
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
も
当
然
あ
り
う
る
わ
け 

だ

し

、

八
木
さ
ん
の

質
問
に
は
答
え
てい
く

必
要
が
あ
る
。そ
の
こ
と 

自
身
が
自

分

が

分

か
っ

て

い

く

と

い

う

ブ

□
セ

ス
に
な
る
。

「

外
に
向
け
て
い
た
目
を
内
に
向
け
て

」

で
す
が「

向
け
返
る」

と 

い
う
時
、
内
、
外
を
越
え
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
古
い
ヵ
テ
ゴ
リ
ー 

で
叙
述
す
る
と
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
、
難
し
い
で
す
ね
。

私
は
基
本
的
に
は
同
感
し
て
お
り
ま
す
し
、
お
そ
ら
く
同
じ
よ
う
に 

考
え
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
絶
対
無
と
霊
性
と
い
う
こ
と
、
絶 

対
無
は
、
パ
ラ
ダ
ィ
ム
の
一
つ
で
す
ね
。
そ
の
場
合
霊
性
と
い
う
こ
と 

が
何
処
か
ら
問
題
と
し
て
出
て
く
る
の
か
。
こ
れ
こ
れ
こ
う
な
っ
た
時 

こ
れ
を
霊
性
と
言
う
と
ど
こ
か
で
言
え
な
い
と
。

花

岡

(

十
牛
図
の)

第
八
図
で
霊
性
は
霊
性
と
し
て
働
く
、
現
勢
態 

と

し

て

働

く

と

い

う

理
解
で
◊

上
田
閑
照
第
八
図
、
空
円
相
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。
そ
れ
な
ら
霊
性
と 

い
う
こ
と
が
別
に
最
初
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
。 

十
牛
図
の
八
•
九

•
十
あ
れ
で
全
て
が
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
霓 

性
と
い
う

言
葉
で
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
と
は
何
か
。

花
岡
自
己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
が
自
己
同
一
的
に
な
る
、
そ
の
一 

と
、
思
索
の
事
柄
で
あ
る
自
然

•

自
己•

超
越
の
次
元
が
一
で
あ
る
と 

い
う
経
験
に
よ
っ
て
自
己
で
あ
る
と
い
う
0
覚
が
出
て
く
る
わ
け
で
す 

が
、
そ
の
両
者
に
出
て
く
る
一
が
透
明
な
一
と
し
て
自
己
同
一
的
に
自 

己
に
於
い
て
成
り
立
つ
時
に
霊
性
と
し
て
働
く
力
。
た
だ
こ
の
力
が
何
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か
は
、
こ
れ
だ
と
は
示
せ
な
い
も
の
だ
と
。

上

田

閑

照
し
か
し
、
こ
れ
だ
と
は
示
せ
な
い
も
の
だ
と
い
う
と
、
漠 

然
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
うo

花

岡

両
者
に
お
け
る
一
性
が
根
底
的
に
一
で
あ
る
と
本
当
に
透
明
に 

な
っ
た
時
働
き
で
る
力
が
霊
性
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

上

田

閑

照
今
ま
で
一
と
い
う
こ
と
で
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
を
霊
性 

と
い
う
言
葉
で
言
う
と
。
そ
の
必
然
性
は
あ
な
た
の
場
合
は
力
と
い
う 

こ
と
で
す
か
。

花
岡
働
く
、
原
動
力
。
ダ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力
、
働
き
と
い
う
こ
と
が 

出
る
に
は
霊
性
と
。

上

田

閑

照
私
は
霊
性
と
い
う
言
葉
に
積
極
的
な
意
味
を
感
じ
て
い
る
。
 

霊
性
と
い
う
言
葉
で
な
け
れ
ば
言
え
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
思
っ
て
お 

り
ま
す
。
そ
れ
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
今
ま
で
の
宗
教
に
あ
る
考
え
方 

に
あ
る
変
化
が
起
こ
り
う
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
、
は
っ
き
り 

と
は
言
え
ま
せ
ん
が
。
た
と
え
ば
、
霊
峰
富
士
と
。
こ
れ
は
分
か
る
と 

思
う
の
で
す
ね
。
こ
う
言
う
時
す
で
に
感
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ 

れ
は
、
た
だ
自
然
と
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
浄
土
教
で
も 

大
拙
先
生
な
ら
ば
、
浄
土
教
の
あ
り
方
を
霊
性
と
い
う
言
葉
で
強
く
出 

し
て
こ
ら
れ
た
。
禅
で
は
自
性
霊
妙
が
あ
る
。

ま
た
、
霊
と
い
う
と
お
か
し
な
意
味
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
霊 

性
と
い
う
言
葉
は
お
か
し
な
意
味
に
今
の
と
こ
ろ
な
ら
な
い
言
葉
で
は 

な
い
か
と
。

延

原

霊
性s

p
i
r
it
ua
li
ty

で
は
な
く
人
格
性p

e
r
s
o
n
h
o
o
d

と
い

う
用
語
を
も
っ
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
霊
性
は
先
生
の
言
わ
れ
る
意
味 

で
は
英
語
でintrinsic u

n
i
t
y

と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
、
 

p
e
r
s
o
n
h
o
o
d

と
はintrinsic u

n
i
t
y

を
も
た
ら
す
愛
、
形
而
上
学 

的
に
い
い
ま
す
と
、
二
次
的
な
次
元
に
位
置
し
な
が
らintrinsic 

u
n
i
t
y

を
得
さ
せ
る
力
と
し
ま
す
と
、
こ
の
人
格
性
の
レ
ベ
ル
で
三
つ 

の
こ
と
が
分
け
ら
れ
る
。

一
つ
は
人
格
神p

e
rsona

l g
o
d

人
間
と
呼 

応
す
る
神
、一

一
つ
め
は
位
格divine p

e
r
s
o
n
s

、
三
つ
め
は
神
の
中 

の
人
格
性divine p

e
r
^
s
o
n
h
o
o
d

ヽ
こ
のp

e
r
s
o
n
h
o
o
d

は
五
つ
の 

。ハ
ラ
ダ
ィ
ム
の
何
処
に
も
入
っ
て
い
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の 

中
で
は
重
要
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
コ
メ
ン
ト
を
戴
け
れ
ば
と 

思
い
ま
す
。
 

一
 

花

岡

私
は
根
本
的
に
人
格
性
と
非
人
格
性
の
両
方
の
根
源
の
と
こ
ろ
40 

か
ら
考
え
て
お
り
ま
す
。
私
か
こ
の
発
表
の
中
で
考
え
よ
う
と
し
ま
し
一 

た
こ
と
は
、
全
体
の
中
で
霊
性
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
ご 

ざ
い
ま
し
て
、
霊
性
と
は
そ
の
三
者
の
人
格
性
を
全
て
包
み
込
む
よ
う 

な
、
そ
こ
で
働
く
あ
る
力
と
理
解
し
て
お
り
ま
し
て
。
そ
こ
で
は
人
格 

性
と
同
時
に
非
人
格
性
も
成
り
立
つ
よ
う
な
。
こ
の
機
械
化
し
た
世
界 

で
は
人
格
性
だ
け
だ
は
や
っ
て
い
け
な
い
も
の
も
入
っ
て
き
て
お
り
ま 

す
の
で
。


