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107 ヨーロッパ思想と霊性

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
と
霊
性

金　

子　

晴　

勇

は
じ
め
に

わ
た
し
た
ち
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
か
た
ち
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
が
も
っ
て
い
る
最
大
の
特
徴
と
思
想
内
容
か
ら
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
文
化
は
そ
れ
を
全
体
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
総
合
と
し
て
生
ま
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
を

実
現
し
た
主
体
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
で
あ
っ
た
）
1
（

。
そ
の
際
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
が
ギ
リ
シ
ア
的
な
「
理
性
」
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
霊
性
」
と
の

総
合
か
ら
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
に
思
わ
れ
る
と
し
て
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
契
機
で
あ
る
。

日
本
語
の
「
霊
魂
」
が
「
霊
」
と
「
魂
」
の
合
成
語
で
あ
る
よ
う
に
、「
魂
」
と
い
う
実
体
に
は
「
霊
」
の
働
き
も
含
ま
れ
る
。
と
こ
ろ

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
は
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
総
合
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
、
自
然
本
性
的
な
「
霊
・
魂
・
身
体
」
の
三
分

法
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
で
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
的
な
神
関
係
に
立
つ
「
霊
と
肉
」
が
大
き
く
関
与
し
、「
霊
」
の
意

味
内
容
が
一
般
的
な
意
味
で
の
「
精
神
」
と
区
別
さ
れ
た
独
自
の
内
容
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
。

今
日
で
は
「
霊
」（spirit

）
や
「
霊
性
」（spirituality

）
と
い
う
言
葉
が
鈴
木
大
拙
の
『
日
本
的
霊
性
』
に
よ
っ
て
日
本
語
と
し
て
も
定

着
し
つ
つ
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
で
も
一
般
に
は
明
確
に
は
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
で
は
キ
リ
ス
ト
教
に
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よ
っ
て
「
霊
」
と
「
霊
性
」
と
が
明
瞭
に
説
か
れ
て
は
い
て
も
、
総
じ
て
「
心
」・「
心
情
」・「
良
心
」
な
ど
が
そ
の
代
用
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
ま
で
は
日
本
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
は
近
代
化
や
合
理
化
の
典
型
と
し
て
賛
美
さ
れ
、
模
倣
さ
れ
て
き
た
。
明
治
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
学
ぶ
こ
と
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
近
代
化
と
合
理
化
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
代
化
や
合
理
化
の
起
こ
し
た
弊
害
が
大
き
い

の
も
確
か
で
、
現
在
、
手
放
し
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
賛
美
す
る
人
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
中
世
か
ら
の
流
れ
を
追
っ
て
み
る
と
、
近
代
化
や
合

理
化
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
ほ
ん
の
一
側
面
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
文
明
の
「
知
性
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
霊
性
」
の
融
合
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
化
は
、
そ
の
他
に
も
素
晴
ら
し
い
卓
越
し
た
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
受
容

は
生
命
の
根
源
で
あ
る
霊
性
を
除
い
た
、
亡
霊
と
な
っ
た
屍
を
有
り
難
く
採
り
入
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想

の
生
命
源
で
あ
る
霊
性
を
学
び
直
す
こ
と
は
今
日
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

（
1
）
日
本
的
霊
性
に
つ
い
て

そ
こ
で
ま
ず
日
本
人
の
霊
性
理
解
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
最
近
で
は
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
鈴
木
大
拙
の
『
日
本
的
霊
性
』

が
も
っ
と
も
先
駆
的
な
業
績
な
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
じ
め
た
い
。
大
拙
の
説
く
「
日
本
的
霊
性
」
は
鎌
倉
仏
教
に
お
い
て
創
造
さ
れ
、
日
本

的
な
宗
教
性
の
伝
統
を
形
成
し
て
い
る
。

霊
性
は
普
遍
性
を
も
っ
て
い
て
、
ど
こ
の
民
族
に
限
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
漢
民
族
の
霊
性

も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
の
霊
性
も
日
本
民
族
の
霊
性
も
、
霊
性
で
あ
る
限
り
、
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
し

霊
性
の
目
覚
め
か
ら
、
そ
れ
が
精
神
活
動
の
諸
事
象
の
上
に
現
わ
れ
る
様
式
に
は
、
各
民
族
に
相
異
す
る
も
の
が
あ
る
、
即
ち
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109 ヨーロッパ思想と霊性

日
本
的
霊
性
な
る
も
の
が
話
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
）
2
（

。

彼
は
宗
教
の
大
地
性
を
強
調
す
る
。「
霊
性
の
奥
の
院
は
、
実
に
大
地
の
座
に
在
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
宗
教
は
、
親
し
く
大
地
の
上
に
起

臥
す
る
人
間
、
即
ち
農
民
の
中
か
ら
出
る
と
き
に
、
最
も
真
実
性
を
も
つ
」（
同
上
）。
こ
う
し
て
彼
は
日
本
的
霊
性
の
特
質
を
越
後
の
農
民

の
間
に
あ
っ
て
大
地
的
霊
性
を
経
験
し
た
親
鸞
の
『
歎
異
抄
』
か
ら
解
明
し
た
。
と
こ
ろ
で
大
拙
の
書
の
「
緒
言
」
に
は
霊
性
の
定
義
が
次

の
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

精
神
ま
た
は
心
を
物
〔
物
質
〕
に
対
峙
さ
せ
た
考
え
の
中
で
は
、
精
神
を
物
質
に
入
れ
、
物
質
を
精
神
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
精
神
と
物
質
と
の
奥
に
、
今
一
つ
何
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
が
対
峙
す
る
限
り
、
矛

盾
・
闘
争
・
相
克
・
相
殺
な
ど
い
う
こ
と
は
免
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
人
間
は
ど
う
し
て
も
生
き
て
行
く
わ
け
に
い
か
な
い
。
な

に
か
二
つ
の
も
の
を
包
ん
で
、
二
つ
の
も
の
が
畢
竟
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
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
霊
性
で
あ
る
。
…
…
い
わ
ば
、
精
神
と
物
質
の
世
界
の
裏

に
今
一
つ
の
世
界
が
開
け
て
、
前
者
と
後
者
と
が
、
た
が
い
に
矛
盾
し
な
が
ら
、
し
か
も
映
発
す
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
霊
性
的
直
覚
ま
た
は
自
覚
に
よ
り
て
可
能
と
な
る
。
霊
性
を
宗
教
的
意
識
と
い
っ
て
よ
い
。
…
…
霊
性
の

直
覚
力
は
精
神
の
よ
り
も
高
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
か
ら
精
神
の
意
志
力
は
霊
性
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
我
を
超
越
し
た
も
の
に
な
る
）
3
（

。

こ
こ
に
は
日
本
的
な
霊
性
に
つ
い
て
の
優
れ
た
見
解
が
非
人
格
的
な
仏
教
的
な
視
点
か
ら
、
と
り
わ
け
禅
宗
の
立
場
か
ら
示
さ
れ
て
い
る

が
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
晩
年
の
西
田
幾
多
郎
が
こ
の
霊
性
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
大
拙
の
書
物
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が
出
た
翌
年
、
西
田
は
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』（
一
九
四
六
）
の
中
で
こ
の
霊
性
を
「
心
の
根
底
」
と
し
て
捉
え
て
、
次
の
よ

う
に
語
っ
た
。

我
々
の
自
己
の
根
底
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
意
識
的
自
己
を
越
え
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々
の
自
己
の
自
覚
的

事
実
で
あ
る
。
自
己
自
身
の
自
覚
の
事
実
に
つ
い
て
、
深
く
反
省
す
る
人
は
、
何
人
も
こ
こ
に
気
附
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鈴
木
大
拙
は
こ
れ
を
霊
性
と
い
う
（
日
本
的
霊
性
）。
し
か
し
て
精
神
の
意
志
の
力
は
、
霊
性
に
裏
附
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
己
を
超
越
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
…
…
宗
教
心
と
い
う
の
は
、
何
人
の
心
の
底
に
も
あ
る
。
し
か
も
多
く
の
人
は
こ
れ

に
気
附
か
な
い
。
…
…
宗
教
的
信
仰
と
は
、
客
観
的
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
我
々
の
自
己
に
絶
対
の
事
実
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
大
拙
の
い
わ
ゆ
る
霊
性
の
事
実
で
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
の
底
に
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
越
え
た
も
の
が

あ
る
、
し
か
も
そ
れ
は
単
に
自
己
に
他
な
る
も
の
で
は
な
い
、
自
己
の
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
我
々
の
自
己
の
自

己
矛
盾
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
我
々
は
自
己
の
在
処
に
迷
う
。
し
か
も
我
々
の
自
己
が
ど
こ
ま
で
も
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
真

の
自
己
自
身
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
、
宗
教
的
信
仰
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
を
主
観
的
に
は
安
心
と
い

い
、
客
観
的
に
は
救
済
と
い
う
）
4
（

。

西
田
は
霊
性
を
「
心
の
底
」
と
い
う
自
覚
的
に
認
め
ら
れ
る
宗
教
心
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
「
底
」、
つ
ま
り
「
根
底
」
概
念
は

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
や
タ
ウ
ラ
ー
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
西
田
は
こ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
的
な
超
越
と
「
矛
盾
的

自
己
同
一
」
も
し
く
は
「
逆
対
応
」
の
事
実
が
見
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
大
拙
も
西
田
も
、
精
神
と
物
質
の
二
元
論
を
超
克

す
る
の
が
両
者
の
根
底
に
あ
る
霊
の
作
用
で
あ
る
、
と
説
い
た
。
こ
こ
に
は
「
精
神
・
物
質
・
霊
」
の
三
分
法
が
説
か
れ
て
い
る
。
同
じ
こ

と
は
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
お
い
て
も
「
霊
・
魂
・
身
体
」
の
三
分
法
が
聖
書
以
来
今
日
ま
で
説
き
続
け
ら
れ
て
い
る
）
5
（

。
こ
の
よ
う
に
霊
性
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111 ヨーロッパ思想と霊性

が
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
で
は
相
違
点
も
明
瞭
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
根
源
的
聖
者
イ
エ
ス
も
し
く
は

そ
の
使
徒
た
ち
と
の
時
空
を
超
え
た
人
格
的
な
触
れ
合
い
を
通
し
て
聖
な
る
も
の
を
霊
性
が
感
得
す
る
の
に
対
し
、
仏
教
で
は
悟
り
が
中
心

で
あ
る
た
め
知
的
な
直
観
に
よ
っ
て
自
然
を
超
え
た
聖
な
る
法
を
捉
え
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
霊
性
の
人
格
的
情
緒
的
側
面
と

知
性
的
直
観
的
側
面
と
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
理
解
が
人
格
的
な
特
質
に
あ
る
と

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
鈴
木
大
拙
や
西
田
幾
多
郎
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
神
秘
思
想

が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
集
中
し
て
お
り
、
西
谷
啓
治
に
お
い
て
も
こ
の
傾
向
は
変
わ
ら
ず
）
6
（

、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
主
義
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
霊

性
思
想
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
世
に
お
い
て
展
開
し
た
神
秘
主
義
は
シ
ェ
ル
ド
レ
イ
ク
が
言
う
よ
う
に
神
秘
主

義
的
霊
性
と
い
う
特
質
を
備
え
て
い
る
に
し
て
も
）
7
（

、
神
秘
主
義
の
流
れ
の
中
で
は
思
弁
的
で
知
性
的
な
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
と
人
格
的
で
情
意

的
な
花
嫁
神
秘
主
義
と
の
対
立
が
あ
っ
て
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
立
つ
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
弁
的
神
秘
主
義
が
鈴
木
大
拙
や
西
田
幾
多
郎
ま

た
西
谷
啓
治
た
ち
の
禅
宗
の
立
場
か
ら
受
容
さ
れ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
経
験
に
根
ざ
し
た
人
格
主
義
的
で
情
意
的
な
神
秘
主
義
は
全

く
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
実
は
こ
の
人
格
的
で
情
意
的
な
神
秘
主
義
こ
そ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
衆
の
間
に
も
広
く
歓
迎
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
霊
性
の
土
台
に
据
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
）
8
（

。

神
秘
主
義
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
区
別
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
ア
ン
ダ
ー
ヒ
ル
の
『
神
秘
主
義
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
神

秘
的
な
合
一
を
捉
え
る
神
秘
主
義
に
は
神
化
と
霊
的
結
婚
と
の
二
種
類
の
神
秘
主
義
が
認
め
ら
れ
る
）
9
（

。

こ
の
二
種
類
の
表
現
は
そ
れ
ぞ
れ
超
越
的
・
形
而
上
的
神
秘
家
と
個
人
的
・
人
格
的
神
秘
家
の
二
つ
の
型
に
帰
属
す
る
の
で

あ
り
、
定
式
的
表
現
と
な
っ
た
場
合
、
両
者
は
切
り
離
さ
れ
て
個
々
に
検
討
さ
れ
る
と
、
互
い
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
の

で
あ
る
。（
1
）「
絶
対
者
」
を
非
人
格
的
で
超
越
的
な
も
の
と
み
な
す
形
而
上
的
神
秘
家
は
、「
絶
対
者
」
へ
の
最
終
的
到
達
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を
神
化
、
あ
る
い
は
自
我
の
神
へ
の
完
全
な
変
容
と
し
て
描
く
。（
2
）個
人
的
、
人
格
的
交
わ
り
と
い
う
相
の
も
と
で
最
も

よ
く
「
真
実
」
を
把
握
す
る
型
の
神
秘
家
は
、
こ
の
交
わ
り
の
達
成
、
す
な
わ
ち
完
成
さ
れ
恒
久
的
な
も
の
と
な
っ
た
形
態

を
、
魂
と
神
と
の
霊
的
結
婚
と
し
て
語
る
。

こ
の
よ
う
な
「
神
化
」
と
「
霊
的
結
婚
」
の
神
秘
主
義
の
二
類
型
は
神
秘
家
の
気
質
に
基
づ
い
て
お
り
、
主
観
的
体
験
の
在
り
方
に
関

わ
っ
て
い
る
。「
一
方
は
、
神
秘
家
が
自
分
自
身
の
人
格
に
起
こ
っ
た
根
底
的
な
変
化
―
―
彼
の
「
塩
と
硫
黄
と
水
銀
」
が
「
霊
的
黄
金
」

に
変
容
す
る
こ
と
――
を
驚
愕
と
と
も
に
認
め
る
そ
の
認
識
を
叙
述
し
、
も
う
一
方
は
喜
悦
溢
れ
る
愛
の
成
就
を
叙
述
す
る
」。
ア
ン
ダ
ー

ヒ
ル
自
身
は
思
弁
的
な
神
秘
主
義
よ
り
も
人
格
主
義
的
な
神
秘
主
義
を
重
要
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
た
し
た
ち
と
し
て
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
神
秘
主
義
に
見
ら
れ
る
こ
の
区
別
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
2
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
学
に
お
け
る
霊
性
の
特
質

こ
の
よ
う
な
神
秘
主
義
の
区
別
を
わ
た
し
た
ち
が
重
ん
じ
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
「
霊
性
」（spirituality

）
が
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ

て
人
格
的
特
質
を
明
瞭
に
形
成
し
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
書
に
よ
っ
て
「
霊
」
が
ギ
リ
シ
ア
思
想
に
は
見
ら
れ
な
い
特
質
を
も
っ
て

い
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
れ
が
人
間
学
的
に
捉
え
た
三
分
法
（
霊
・
魂
・
身
体
）
と
心
性
の
三
段
階
（
感
性
・
理
性
・
霊
性
）
と

し
て
歴
史
的
に
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
歴
史
に
お
い
て
昔
か
ら
心
の
作
用
は
三
つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
）
10
（

。
第
一
に
感
性

（
感
覚
的
対
象
の
感
受
作
用
と
印
象
の
形
成
）
が
、
第
二
に
理
性
（
感
覚
的
デ
ー
タ
を
判
断
し
知
識
を
造
る
作
用
つ
ま
り
判
断
力
と
推
理
力
）

が
、
第
三
に
霊
性
（
感
覚
的
世
界
を
超
越
し
、
法
則
的
思
想
世
界
を
も
超
え
て
永
遠
者
を
捉
え
る
作
用
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
に
生
ま
れ
な
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が
ら
備
わ
っ
て
い
る
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
介
入
に
よ
っ
て
心
身
の
総
合
と
し
て
の
「
霊
」（spirit

）
と
「
霊
性
」（spirituality

）

が
強
調
さ
れ
、「
霊
（spiritus

）・
魂
（anim

a

）・
身
体
（corpus

）」
と
い
う
三
分
法
の
伝
統
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
三
分
法
は
パ
ウ
ロ
の

言
葉
「
あ
な
た
が
た
の
霊
も
魂
も
体
も
何
一
つ
欠
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
」（
第
一
テ
サ
ロ
ニ
ケ
五
・
二
一
）
に
由
来
し
て
お
り
）
11
（

、
ギ
リ

シ
ア
的
な
心
身
の
二
区
分
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
霊
」
が
加
え
ら
れ
て
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
以
来
説
か
れ
て
き
た
。
ま
た
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
影

響
を
受
け
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
心
身
の
二
元
論
と
は
別
に
霊
性
を
説
い
た
。
こ
の
三
分
法
は
一
六
世
紀
の
人
文
主
義
者
エ
ラ
ス
ム
ス
に

「
オ
リ
ゲ
ネ
ス
的
区
分
」
と
し
て
伝
わ
り
、
聖
書
学
者
で
あ
っ
た
ル
タ
ー
で
は
聖
書
か
ら
直
接
に
継
承
さ
れ
た
。
さ
ら
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が

こ
れ
を
独
自
の
思
想
的
な
視
点
か
ら
発
展
さ
せ
て
い
る
。

そ
の
中
で
ル
タ
ー
の
理
解
が
も
っ
と
も
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
『
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ト
（
マ
リ
ア
の
讃
歌
）』
で
次
の
よ
う
に
言

う
。

第
一
の
部
分
で
あ
る
霊
（G

eist

）
は
人
間
の
最
高
、
最
深
、
最
貴
の
部
分
で
あ
り
、
人
間
は
こ
れ
に
よ
り
理
解
し
が
た
く
、

目
に
見
え
な
い
永
遠
の
事
物
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
短
く
い
え
ば
、
そ
れ
は
家
（H

aus

）
で
あ
り
、
そ
こ
に

信
仰
と
神
の
言
葉
が
内
住
す
る
。
第
二
の
部
分
で
あ
る
魂
（seele

）
は
自
然
本
性
に
よ
れ
ば
ま
さ
に
同
じ
霊
で
あ
る
が
、
他

な
る
働
き
の
う
ち
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
魂
が
身
体
を
生
け
る
も
の
と
な
し
、
身
体
を
と
お
し
て
活
動
す
る
働
き
の
う
ち
に
あ

る
。
…
…
そ
し
て
そ
の
技
術
は
理
解
し
が
た
い
事
物
を
把
捉
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
理
性
（vornunfft

）
が
認
識
し
推
量
し

う
る
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
理
性
が
こ
の
家
の
光
で
あ
る
。
そ
し
て
霊
が
よ
り
高
い
光
で

あ
る
信
仰
に
よ
っ
て
照
明
し
、
こ
の
理
性
の
光
を
統
制
し
な
い
な
ら
ば
、
理
性
は
誤
謬
な
し
に
あ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な

い
。
な
ぜ
な
ら
理
性
は
神
的
事
物
を
扱
う
に
は
余
り
に
無
力
で
あ
る
か
ら
。
…
…
第
三
の
部
分
は
身
体
（leip

）
で
あ
り
、
四
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肢
を
備
え
て
い
る
。
身
体
の
働
き
は
、
魂
が
認
識
し
、
霊
が
信
じ
る
も
の
に
し
た
が
っ
て
実
行
し
適
用
す
る
に
あ
る
（W

A
. 7, 

550, 28

―551, 13.  

ド
イ
ツ
語
の
表
記
は
原
典
に
従
う
。
以
下
同
じ
）。

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
霊
性
に
よ
っ
て
理
性
が
導
か
れ
て
初
め
て
理
性
も
正
し
く
用
い
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
霊
性
の
意
義
は
き

わ
め
て
重
要
と
な
る
）
12
（

。
そ
こ
で
霊
の
概
念
に
わ
た
し
た
ち
は
ま
ず
注
目
し
て
み
た
い
。
こ
の
「
霊
」
に
つ
い
て
の
記
述
の
中
で
最
初
に
注
目

す
べ
き
は
、
そ
の
在
り
方
で
あ
り
、
ま
ず
「
人
間
の
最
高
、
最
深
、
最
貴
の
部
分
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
次
い
で
そ
れ
が
「
家
」
で
あ
る

と
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
霊
」
の
機
能
は
不
可
解
で
不
可
視
な
永
遠
の
事
物
を
把
握
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
「
永
遠
の

事
物
」
は
御
言
葉
に
よ
り
啓
示
さ
れ
た
神
自
身
で
あ
っ
て
、
霊
は
信
仰
に
よ
り
こ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
先
述
の
「
家
」
の

中
に
「
信
仰
と
神
の
言
葉
が
内
住
す
る
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
霊
は
理
性
の
光
も
自
然
の
陽
光
も
照
ら
さ
な
い
、
し

た
が
っ
て
暗
闇
の
中
に
あ
る
、
神
の
住
ま
い
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
内
住
す
る
神
の
言
葉
の
語
り
か
け
を
聞
い
て
信
じ
る
と
い
う
機
能
を
備
え

も
っ
て
い
る
）
13
（

。 

し
た
が
っ
て
理
性
が
信
仰
内
容
を
合
理
的
に
解
明
し
、
知
識
を
組
織
的
に
叙
述
し
て
い
く
の
に
対
し
、
霊
性
は
理
性
に
よ
っ

て
は
把
握
し
が
た
い
キ
リ
ス
ト
・
神
・
神
性
と
の
信
仰
に
よ
る
一
体
化
を
め
ざ
す
。
し
か
し
、
こ
の
理
性
と
霊
性
と
の
関
係
は
、
理
性
が
霊

性
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
限
り
理
性
活
動
に
誤
り
は
生
じ
な
い
と
説
か
れ
た
）
14
（

。

さ
ら
に
『
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ト
』
で
は
続
け
て
「
霊
」
の
作
用
が
説
明
さ
れ
、
そ
の
特
性
の
い
く
つ
か
が
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
。

（
1
）
霊
の
超
越
性
と
認
識
能
力　
　

霊
の
作
用
は
自
然
本
性
の
能
力
で
あ
る
理
性
の
力
を
超
え
て
い
る
。「
霊
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
を
、
つ
ま
り
理
解
し
が
た
い
も
の
を
、
信
仰
に
よ
っ
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
」（C

L,2, 144, 26

―279

）。
こ
こ
に
あ
る
「
理
解
し
が
た
い
も
の
」
と
は
理
性
に
よ
っ
て
は
把
握
で
き
な
い
超
越
的
な
も
の
で
あ
り
、
理
性
を
超
越
し
た
霊
性

の
作
用
は
超
越
的
な
も
の
に
関
わ
る
が
ゆ
え
に
、
信
仰
を
意
味
す
る
。

（
2
）「
心
の
奥
底
」
と
し
て
の
「
霊
」　　
霊
は
魂
と
い
う
実
体
の
深
部
に
、
理
性
や
感
性
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
「
心
の
奥
底
」（tieffes 

ky5022思想と霊性d.indd   114 11.7.25   2:17:40 PM



115 ヨーロッパ思想と霊性

hertzen

）
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の「
根
底
」
と
同
様
の
傾
向
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
根
底
」（grund

）

と
も
、「
真
の
正
し
い
根
底
」（rechte w

are grund

）
と
も
呼
ば
れ
（C

L. 2, 146, 32; 32, 151, 17

）、「
深
み
」（die tieffe

）
と
も
「
無
」

（nichtickeit
）
と
も
規
定
さ
れ
る
（ibid., 148, 22; 3

）
15
（7

）。

（
3
）
霊
と
信
仰
と
は
同
義
で
あ
る　
　

さ
ら
に
霊
と
信
仰
と
は
等
し
い
働
き
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
霊
は
「
信
じ
る
霊
」（der glew

-

bige geist

）
と
も
「
霊
の
信
仰
」（glaw

ben des geists

）
と
も
言
わ
れ
る
（C

L. 2, 141, 20

―21

）。
信
仰
は
こ
こ
で
も
人
格
的
な
信
頼
で

あ
っ
て
、
一
般
的
に
「
見
る
こ
と
も
経
験
す
る
こ
と
も
な
い
」
も
の
に
関
わ
り
、
救
い
主
に
対
す
る
「
堅
い
信
頼
」（fester zuuorsicht

）

を
意
味
す
る
（ibid., 144, 28
）。
こ
の
霊
は
「
た
だ
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
高
く
挙
げ
ら
れ
た
霊
で
あ
る
」（ibid., 146, 33

―4

）
と
あ
る
よ

う
に
信
仰
に
よ
っ
て
高
揚
す
る
。

（
4
）
信
じ
る
霊
と
聖
化　
　

高
揚
し
た
霊
は
正
し
く
神
を
愛
し
、
自
己
の
も
の
を
求
め
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
聖き
よ

い
、
純
粋
な
、
高
貴

な
性
質
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
不
信
仰
な
霊
は
自
己
愛
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
汚
れ
た
霊
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
霊
が

〔
神
に
よ
っ
て
〕
守
ら
れ
て
い
る
と
き
、
魂
も
か
ら
だ
も
過
ち
や
邪
悪
な
行
為
に
陥
ら
な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
」（ibid., 141, 21

―7

）。

そ
れ
ゆ
え
神
が
霊
を
顧
み
、
守
り
た
も
う
こ
と
を
知
り
、
謙
虚
に
神
の
力
を
受
容
す
る
こ
と
が
力
説
さ
れ
る
。

（
5
）
信
仰
の
受
動
性　
　

こ
の
よ
う
に
神
の
力
を
受
容
す
る
霊
は
自
ら
を
価
値
あ
る
者
と
は
考
え
ず
、「
そ
れ
は
貧
し
く
、
病
ん
で
お

り
、
飢
え
、
渇
き
、
捕
わ
れ
、
苦
し
ん
で
お
り
、
死
に
瀕
す
る
人
々
で
あ
る
」（ibid., 173, 16

―9

）。
こ
の
無
一
物
と
な
っ
た
、
裸
の
霊
こ

そ
神
に
対
し
純
粋
に
受
動
的
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
信
仰
の
状
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
存
在
に
対
し
て
こ
そ
神
は
恩
恵
を
も
っ
て
顧
み
た

も
う
。
し
た
が
っ
て
「
純
粋
な
本
来
の
神
の
み
わ
ざ
は
、
何
人
も
彼
と
と
も
に
働
か
ず
、
た
だ
神
の
み
が
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
わ

た
し
た
ち
が
無
力
と
な
り
、
わ
た
し
た
ち
の
正
義
や
意
見
が
圧
迫
さ
れ
、
わ
た
し
た
ち
の
中
に
神
の
力
を
受
け
る
と
き
に
生
じ
る
」（ibid.

）。

こ
う
し
て
霊
性
は
神
に
対
す
る
受
動
的
な
作
用
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
霊
性
が
有
す
る
神
関
係
に
お
け
る
徹
底
し
た
受
動
性
の
特
質
を

ル
タ
ー
は
端
的
に
「
神
の
活
動
は
人
の
受
動
で
あ
る
」（A

ctio D
ei est passio nosra.

（W
A

 57, G
al. 31, 19

）
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
提
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示
す
る
。

と
こ
ろ
で
ル
タ
ー
の
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
で
は
信
仰
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
と
魂
の
関
係
が
人
格
主
義
的
に
把
握
さ
れ
て
お
り
、
し
か

も
そ
の
関
係
が
「
逆
対
応
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
か
よ
う
に
富
裕
な
高
貴
な
義
な
る
花
婿
キ
リ
ス
ト
が
貧
し
い
卑
し
い

娼
婦
を
娶
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
悪
か
ら
こ
れ
を
解
放
し
、
あ
ら
ゆ
る
善
き
も
の
を
も
っ
て
こ
れ
を
飾
り
た
も
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
と
す
ば

ら
し
い
取
引
で
は
な
い
か
）
16
（

」
と
。
こ
こ
で
の
「
義
な
る
花
婿
」
と
「
卑
し
い
娼
婦
の
花
嫁
」
と
の
結
合
関
係
は
、
完
全
に
「
逆
対
応
」
と

な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
神
と
人
と
の
結
合
は
花
婿
と
花
嫁
と
の
結
婚
の
よ
う
に
一
般
に
は
類
似
性
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
に
、
こ
こ

で
は
義
人
と
娼
婦
と
い
っ
た
非
類
似
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
17
（

。

さ
ら
に
重
要
な
点
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
で
は
霊
を
単
独
に
理
性
や
感
性
と
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
宗
教
改
革
時
代
の
霊
性
主
義
者
た
ち
の
よ
う
に
霊
性
だ
け
に
立
脚
す
る
と
、
過
激
な
思
想
に
走
っ
て
、
社
会
に
混
乱
を
生
み
出

し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
で
は
霊
性
は
人
間
学
の
区
分
法
の
中
で
考
察
さ
れ
た
。

（
3
）
霊
性
の
機
能

「
霊
」
お
よ
び
「
霊
性
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
近
シ
ェ
ル
ド
レ
イ
ク
が
『
キ
リ
ス
ト
教
霊
性
の
歴
史
』

（
二
〇
一
〇
年
）
で
試
み
た
よ
う
に
、
そ
の
多
様
な
形
態
を
概
観
す
る
だ
け
で
も
厖
大
な
資
料
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

わ
た
し
は
多
様
に
展
開
す
る
形
態
の
中
に
も
同
一
の
作
用
が
認
識
さ
れ
る
う
る
と
考
え
、
霊
性
思
想
の
歴
史
的
展
開
に
中
に
も
同
じ
特
質
を

も
っ
た
霊
性
機
能
が
把
握
で
き
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
霊
性
機
能
の
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
機
能
の
中
で
感
得
作
用

と
超
越
作
用
お
よ
び
媒
介
作
用
に
つ
い
て
典
型
的
事
例
に
則
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
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総
じ
て
霊
性
に
は
次
の
よ
う
な
段
階
的
構
成
と
機
能
区
分
が
認
め
ら
れ
る
。

感
性

（
1
）
認
識
機
能
の
構
成　
　
　

理
性　
　
　

人
間
学
の
自
然
本
性
的
三
分
法

霊
性

感
得
作
用
（
霊
的
感
覚
）

（
2
）
霊
性
の
認
識
作
用　
　
　

知
性
認
識
（
上
智
の
認
識
力
）

霊
的
直
観
知
（
ビ
ジ
ョ
ン
と
幻
視
）

離
脱
（excessus

）

（
3
）
霊
性
の
超
越
作
用　
　
　

脱
自
（exstasis

）

拉
致
（raptus
）

受
容
作
用
（
受
動
的
な
力
）

（
4
）
霊
性
の
媒
介
機
能　
　
　

統
合
作
用
（
対
立
の
克
服
・
合
一
）

創
造
作
用
（
愛
の
わ
ざ
）

変
容
（m

utatio

）
作
用
（
能
動
的
暗
夜
と
受
動
的
暗
夜
）

（
5
）
発
展
的
な
機
能　
　
　
　

神
化
（deificatio

）
作
用
（
没
入
と
交
わ
り
）

論
理
力
（logica

）（
逆
対
応
や
反
対
の
一
致
）

こ
こ
で
は
重
要
な
点
だ
け
を
要
約
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。
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（
1
）
感
得
作
用
と
受
容
機
能　
　

感
得
作
用
と
は
単
な
る
外
的
な
感
覚
で
は
な
く
、
心
の
奥
深
く
感
じ
と
る
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
は
パ

ス
カ
ル
が
心
情
の
直
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
と
き
に
明
瞭
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
真
理
を
知
る
の
は
、
理
性
に
よ
る
だ
け

で
な
く
、
ま
た
心
情
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
第
一
原
理
を
知
る
の
は
、
後
者
に
よ
る
の
で
あ
る
。
…
…
原
理
は
直
感
さ
れ
、
命
題

は
結
論
さ
れ
る
。
…
…
そ
れ
だ
か
ら
、
神
か
ら
心
情
の
直
感
に
よ
っ
て
宗
教
を
与
え
ら
れ
た
者
は
、
非
常
に
幸
福
で
あ
る
）
18
（

」。
こ
の
心
情
の

直
観
は
宗
教
の
真
理
を
認
識
す
る
さ
い
に
重
要
な
働
き
を
す
る
。「
神
を
直
感
す
る
の
は
心
で
あ
っ
て
、
理
性
で
は
な
い
。
信
仰
と
は
そ
う

い
う
も
の
な
の
だ
。
理
性
で
は
な
く
、
心
に
感
じ
ら
れ
る
神
（D

ieu sensible au cœ
ur

）
19
（

）」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
心
情
の
直
観
は

思
惟
（pense

）
で
あ
り
な
が
ら
、
神
を
愛
す
る
傾
倒
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
心
情
の
直
観
は
「
信
仰
の
目
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
パ
ス
カ
ル
の
真
理
認
識
の
方
法
は
、
理
性
を
否
定
し
て
、
そ
の
廃
絶
の
上
に
信
仰
を
立
て
よ
う
と
は
し
な
い
。
理
性
は
幾
何
学
の
よ

う
な
確
実
な
論
証
し
か
な
し
え
な
い
が
、「
理
性
の
最
後
の
歩
み
は
、
理
性
を
超
え
る
も
の
が
無
限
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に

あ
る
）
20
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
謙
虚
に
自
己
の
本
分
に
立
ち
返
っ
て
い
る
。
こ
の
理
性
は
現
実
を
認
知
す
る
働
き
を
も
っ
て
お
り
、
論
理
的
理
性

に
代
わ
る
「
現
実
の
理
性
（
理
由
）」（raison des effets

）
と
呼
ば
れ
る
）
21
（

。
謙
虚
に
な
っ
た
霊
は
神
に
対
し
徹
底
的
な
受
容
機
能
を
発
揮

す
る
。

（
2
）
超
越
作
用　
　

次
に
霊
性
の
機
能
は
内
的
な
感
得
作
用
だ
け
で
な
く
、
自
己
を
超
え
て
神
に
向
か
う
運
動
で
あ
る
。
典
型
的
な
事

例
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
内
面
性
の
命
法
」
で
観
察
で
き
る
。
そ
れ
は
聖
な
る
も
の
（
神
）
へ
向
か
っ
て
超
越
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、

外
的
な
感
覚
か
ら
自
己
の
内
面
た
る
「
精
神
へ
の
超
越
」
と
精
神
を
超
え
る
聖
な
る
「
神
へ
の
超
越
」
と
の
二
重
の
運
動
か
ら
成
っ
て
い

る
。
ま
ず
、
自
己
の
内
面
へ
の
超
越
は
「
外
に
出
て
い
こ
う
と
す
る
な
。
汝
自
身
に
帰
れ
。
内
的
人
間
の
内
に
真
理
は
宿
っ
て
い
る
」
と
い

う
言
葉
で
示
さ
れ
る
。「
外
に
」
と
は
自
己
の
面
前
に
広
が
っ
て
い
る
世
界
の
全
体
で
あ
る
。
世
界
の
外
的
現
象
は
感
覚
を
通
し
て
知
覚
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
感
覚
ほ
ど
人
を
欺
く
も
の
は
な
い
。
感
覚
で
は
な
く
理
性
の
作
用
に
よ
っ
て
こ
そ
世
界
は
認
識
さ
れ
る
。
そ
こ

で
理
性
の
認
識
対
象
で
あ
る
真
理
が
宿
っ
て
い
る
、
精
神
の
領
域
に
立
ち
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
第
一
の
命
法
の
説
い
て
い
る
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と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
の
精
神
は
残
念
な
が
ら
有
限
で
、
誤
謬
を
犯
す
こ
と
を
免
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
第
二
命
法
が
第
一
の

そ
れ
に
続
い
て
「
そ
し
て
も
し
汝
の
本
性
が
可
変
的
で
あ
る
の
を
見
い
だ
す
な
ら
、
汝
自
身
を
超
越
せ
よ
）
22
（

」
と
告
げ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の

「
汝
」
と
い
う
の
は
「
理
性
的
魂
」（ratiocinans anim

a

）
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
を
超
え
て
い
く
上
位
の
機
能
は
「
知
性
」（intellectus

）

も
し
く
は
「
直
観
知
」（intelligentia

）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
の
認
識
機
能
は
永
遠
の
理
念
の
よ
う
な
超
自
然
的
な
対
象
に
向
か
う
が
ゆ

え
に
、
理
性
を
も
超
越
し
て
お
り
、
宗
教
的
に
は
霊
性
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
霊
性
の
機
能
が
「
外
か
ら
内
へ
、
内
か
ら
上
へ
」
と
い

う
二
重
の
超
越
の
道
と
な
っ
て
い
る
。

（
3
）
媒
介
機
能
（
心
身
の
統
合
と
し
て
の
霊
の
作
用
）　　
「
霊
・
魂
・
身
体
」
の
三
分
法
の
中
で
霊
は
魂
と
身
体
と
い
う
心
身
を
統
合

す
る
媒
介
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
の
点
を
も
っ
と
も
明
ら
か
説
い
た
。
そ
れ
は
「
精
神
」
の
定
義
に
示
さ
れ
る
。
彼
は

『
死
に
い
た
る
病
』
で
人
間
的
な
精
神
を
「
関
係
と
し
て
の
自
己
」
と
し
て
捉
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
人
間
は
精
神
で
あ
る
。
し
か

し
、
精
神
と
は
何
で
あ
る
か
。
精
神
と
は
自
己
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
。
自
己
と
は
、
ひ
と
つ
の
関
係
、
そ
の
関
係
そ

れ
自
身
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
）
23
（

」。
こ
の
よ
う
に
精
神
は
関
係
す
る
行
為
主
体
で
あ
っ
て
、自
己
に
関
係
し
な
が
ら
他
者
に
「
関
係
す
る
」、

つ
ま
り
態
度
決
定
す
る
と
語
ら
れ
る
。
し
か
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
人
間
学
的
前
提
か
ら
す
る
と
、
人
間
は
身
体
と
魂
の
総
合
と
し
て
精
神
で

あ
る
。
こ
の
「
精
神
」
こ
そ
「
自
己
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
精
神
が
自
己
の
内
な
る
関
係
に
お
い
て
不
均
衡
に
陥
る

と
、
絶
望
と
苦
悩
の
状
態
が
生
じ
る
。
そ
の
さ
い
精
神
は
身
体
と
魂
に
対
し
て
総
合
す
る
第
三
者
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
精
神

を
置
い
た
永
遠
者
、
つ
ま
り
神
と
の
関
係
に
お
い
て
、
絶
望
を
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
「
精
神
」（G

eist

）
は
「
霊
」
と
も

訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
は
水
平
的
な
自
己
内
関
係
と
垂
直
的
な
神
関
係
を
内
属
さ
せ
て
お
り
、
動
的
で
質
的
に
飛
躍
す
る
「
信
仰
」
を

秘
め
て
い
る
。
こ
う
い
う
精
神
こ
そ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
霊
性
を
意
味
す
る
。
な
お
彼
は
人
間
学
的
三
分
法
に
つ
い
て
言
及
し
「
人
間
は
だ
れ

で
も
、
精
神

0

0

た
る
べ
き
素
質
を
も
っ
て
造
ら
れ
た
心
身

0

0

の
総
合
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
こ
に
精
神
で
あ
る
霊
の
機
能
が
、
心
身
を
媒
介
す
る

機
能
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
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心
身
の
統
合
と
し
て
の
霊
の
作
用
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
を
と
お
し
て
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
い
た
る
理

性
的
な
哲
学
の
普
遍
思
考
の
中
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
に
も
多
様
な
仕
方
で
現
れ
て
い
る
）
24
（

。
一
般
的
に
言
っ
て
理
性
的
な
精
神
は
身

体
に
比
べ
る
と
無
力
で
あ
り
、
パ
ト
ス
的
な
情
念
の
反
発
を
引
き
起
こ
す
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
心
身
を
統
合
す
る
霊
に
は
自
己
を
超

え
た
力
に
よ
っ
て
統
合
を
混
乱
さ
せ
た
り
、
回
復
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
こ
の
統
合
作
用
が
全
く
無
視
さ
れ
た
り
、
弱
め

ら
れ
た
り
、
あ
た
か
も
無
い
か
の
よ
う
に
隠
蔽
さ
れ
た
り
す
る
場
合
に
起
こ
る
事
態
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合

に
は
最
高
価
値
（
神
と
聖
価
値
）
の
否
定
と
し
て
無
神
論
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
、
世
界
観
と
し
て
定
着
す
る
と
、
今
日
、
世
紀
の
病
と

し
て
猛
威
を
ふ
る
う
よ
う
に
な
る
。

（
4
）
霊
性
の
二
類
型
お
よ
び
霊
性
と
愛
の
関
係

先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
ア
ン
ダ
ー
ヒ
ル
は
『
神
秘
主
義
』
の
中
で
神
秘
主
義
を
二
つ
の
類
型
に
分
け
て
い
る
が
、
そ
の
視
点
は
霊
性
に

も
応
用
で
き
る
。
二
つ
の
類
型
と
い
う
の
は
超
越
的
・
形
而
上
学
的
神
秘
主
義
と
個
人
的
・
人
格
的
神
秘
主
義
で
あ
る
。
前
者
は
「
絶
対

者
」
を
非
人
格
的
で
超
越
的
な
も
の
と
み
な
す
形
而
上
的
神
秘
主
義
で
あ
り
、「
絶
対
者
」
へ
の
最
終
的
到
達
を
「
神
化
」、
あ
る
い
は
自

我
の
神
へ
の
完
全
な
変
容
と
し
て
捉
え
る
。
後
者
は
個
人
的
、
人
格
的
交
わ
り
に
よ
っ
て
神
秘
を
把
握
し
、
神
秘
を
魂
と
神
と
の
「
霊
的
結

婚
」
と
し
て
語
る
）
25
（

。

青
年
時
代
の
ル
タ
ー
は
前
者
の
「
思
弁
的
な
思
惟
の
神
秘
主
義
」
か
ら
後
者
の
「
信
仰
的
な
交
わ
り
の
神
秘
主
義
」
へ
と
移
行
し
た
。
一

般
的
に
言
っ
て
神
秘
主
義
は
神
的
存
在
と
触
れ
合
う
経
験
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
。
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の
伝
統
に
お
い
て
は
こ
の
経
験
は

「
神
秘
的
合
一
」（unio m

ystica

）
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
神
も
し
く
は
神
性
と
の
直
接
的
な
合
一
が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
が
、
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ル
タ
ー
の
神
秘
的
な
経
験
に
お
い
て
は
神
と
の
直
接
的
な
接
触
は
恐
る
べ
き
戦
慄
を
伴
っ
た
試
練
の
中
に
彼
を
転
落
さ
せ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
神
と
の
直
接
無
媒
介
の
関
係
は
否
定
さ
れ
、
彼
は
試
練
か
ら
の
救
い
を
求
め
て
、
聖
霊
の
助
け
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
と
霊
に
お
い

て
一
つ
と
な
る
救
済
体
験
に
到
達
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
神
秘
的
な
合
一
は
「
神
―

神
秘
主
義
」
で
は
な
く
て
、「
キ
リ
ス
ト
―

神
秘
主
義
」

と
い
う
根
本
的
な
性
格
規
定
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
性
格
規
定
は
ル
タ
ー
の
神
秘
思
想
が
信
仰
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
成

立
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
信
仰
神
秘
主
義
」
と
も
「
交
わ
り
の
神
秘
主
義
」
と
し
て
も
解
明
で
き
る
。
こ
の
点
を
と
く
に
強
調
し
た
の

が
『
詩
編
四
五
編
の
講
解
』
で
あ
っ
て
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
と
信
徒
と
集
い
で
あ
る
教
会
と
の
親
密
な
関
係
を
一
二
世
紀
の
神
学
者
ク
レ
ル

ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
淵
源
す
る
「
花
嫁
神
秘
主
義
」（B

rautm
ystik

）
に
よ
っ
て
説
い
た
。

こ
の
こ
と
は
霊
性
に
つ
い
て
も
応
用
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
非
人
格
的
な
「
思
弁
的
な
霊
性
」
と
人
格
的
な
「
交
わ
り
の
霊
性
」
と
の
二

つ
の
類
型
に
霊
性
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
区
別
は
キ
リ
ス
ト
教
に
も
仏
教
に
も
妥
当
す
る
が
、
主
た
る
傾
向
か
ら
分
け
る
と
、
キ

リ
ス
ト
教
で
は
人
格
主
義
的
傾
向
が
主
流
で
あ
り
、
仏
教
で
は
非
人
格
的
・
思
弁
的
傾
向
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

人
格
主
義
に
お
い
て
は
人
格
間
の
交
流
と
し
て
情
意
的
な
愛
が
理
性
よ
り
も
創
造
的
な
作
用
を
起
こ
し
、
非
人
格
的
形
而
上
学
的
な
霊
性

で
は
情
意
の
作
用
よ
り
も
理
性
作
用
に
重
き
が
置
か
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
霊
性
思
想
で
は
霊
性
の
生
命
は
愛
に
よ
っ
て
他
者
に
積
極
的
に
働
き
か
け
る
と
理
解
さ
れ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
神
秘

的
な
霊
性
に
生
き
る
者
は
内
面
性
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
隣
人
・
社
会
・
政
治
に
対
し
積
極
的
に
関
与
し
、
外
的
な
実
践
活
動
に
携

わ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
東
洋
的
な
静
寂
主
義
と
は
基
本
的
に
相
違
し
て
い
る
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
、

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
タ
ウ
ラ
ー
、
ジ
ェ
ル
ソ
ン
が
そ
の
よ
い
例
で
あ
っ
た
し
、
ル
タ
ー
と
激
し
く
対
決
し
た
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
や
霊
性
主
義
者
た

ち
も
こ
の
系
列
に
属
す
る
。
こ
こ
で
一
般
的
に
霊
性
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
「
内
面
に
深
ま
る
こ
と
が
同
時
に
外
に
向
か
っ
て
活
動
す
る

実
践
を
生
み
出
す
」、
つ
ま
り
霊
性
の
深
化
が
力
強
い
実
践
へ
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
）
26
（

。

比
較
宗
教
学
者
ワ
ッ
ハ
が
あ
げ
た
真
正
な
宗
教
経
験
の
特
質
の
一
つ
に
は
「
真
正
の
宗
教
的
経
験
の
第
四
の
基
準
は
そ
れ
が
行
為
に
駆
り
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立
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
っ
て
）
27
（

、
霊
性
と
社
会
的
実
践
と
の
関
連
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ

ム
ズ
に
よ
る
と
「
わ
た
し
た
ち
の
実
践
的
態
度
こ
そ
自
分
が
本
当
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
の
唯
一
確
実
な
証
明
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た

わ
た
し
た
ち
自
身
に
と
っ
て
も
妥
当
す
る
）
28
（

」。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
経
験
が
行
為
に
な
っ
て
い
く
度
合
い
が
霊
性
の
度
合
い
を
示

す
こ
と
に
な
る
。
東
洋
と
西
洋
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
、
ま
た
伝
統
主
義
者
と
進
歩
主
義
者
と
の
間
で
、
宗
教
的
行

為
に
関
し
消
極
的
で
あ
る
べ
き
か
そ
れ
と
も
積
極
的
で
あ
る
べ
き
か
と
論
議
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
現
代
の
す
ぐ
れ
た
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
で
あ
る

ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
は
、
カ
ー
ス
ト
制
度
の
下
で
は
こ
れ
ま
で
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
が
社
会
的
行
動
と
社
会
的
関
係
の
改
善
に
関
し
て
不
十
分
で

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
「
マ
リ
ア
と
マ
ル
タ
」
姉
妹
の
物
語
に
よ
っ
て
信
仰
と
行
為
と
の
関
係
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
言
っ
て
宗
教
は
先
ず
自
己
が
「
ど
う
在
る
べ
き
か
」
と
い
う
存
在
の
問
題
に
集
中
し
、
次
に
「
何
を
な
す
べ
き

か
」
と
い
う
倫
理
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
マ
リ
ヤ
〔
信
仰

者
〕
は
成
熟
し
て
マ
リ
ヤ
と
な
る
た
め
に
は
マ
ル
タ
〔
奉
仕
者
〕
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
29
（

」
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ま
で
語
っ
て
き
た
「
霊
性
」
は
超
越
的
な
存
在
で
あ
る
神
を
捉
え
る
働
き
で
あ
っ
た
が
、
実
は
そ
れ
に
優
っ
て
「
愛
の
わ
ざ
」
を
生

み
出
し
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
が
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
第
一
の
手
紙
で
「
霊
的
な
賜
物
」
に
つ
い
て
論
じ
「
知
恵
・
知
識
・
信
仰
・
癒
し
・
奇

跡
・
預
言
・
異
言
」
に
つ
い
て
述
べ
て
か
ら
「
も
っ
と
大
き
な
賜
物
」
ま
た
「
最
高
の
道
」
と
し
て
「
愛
の
わ
ざ
」
を
指
摘
し
た
（
第
一
三

章
参
照
）。
そ
の
中
で
も
「
愛
は
自
分
の
利
益
を
求
め
な
い
」（
五
節
）
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
の
特

質
は
実
に
こ
の
よ
う
な
自
己
愛
を
否
定
し
他
者
に
向
か
う
愛
の
わ
ざ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
愛
は
人
間
に
由
来
す
る

愛
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
神
の
愛
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
愛
の
動
向
転
換
が
認
め
ら
れ
る
）
30
（

。
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（
5
）
心
身
の
統
合
機
能
で
あ
る
霊
性
の
今
日
的
な
意
義

わ
た
し
た
ち
は
先
に
論
じ
た
心
身
を
媒
介
し
て
統
合
す
る
霊
性
の
作
用
を
今
日
と
く
に
強
調
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
一
般
的
に

言
っ
て
理
性
的
な
精
神
は
、
身
体
に
比
べ
る
と
無
力
で
あ
り
、
パ
ト
ス
的
な
情
念
の
反
発
を
引
き
起
こ
し
、
混
乱
と
不
調
和
に
陥
り
、
統
合

失
調
を
来
す
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
受
動
的
な
機
能
で
あ
る
霊
に
は
元
来
自
己
を
超
え
た
力
に
よ
っ
て
統
合
を
混
乱

さ
せ
ら
れ
た
り
、
ま
た
そ
の
反
対
に
統
合
を
回
復
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
起
こ
る
。
問
題
は
こ
の
統
合
作
用
が
全
く
無
視
さ
れ
た
り
、
弱
め

ら
れ
た
り
、
あ
た
か
も
無
い
か
の
よ
う
に
隠
蔽
さ
れ
た
り
す
る
場
合
に
起
こ
る
事
態
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合

に
は
最
高
価
値
（
神
と
聖
価
値
）
の
否
定
と
し
て
無
神
論
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
発
生
し
、
世
界
観
と
し
て
定
着
す
る
と
、
今
日
、
そ
れ
が
世
紀

の
病
と
し
て
猛
威
を
ふ
る
う
よ
う
に
な
る
。

そ
の
際
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
霊
性
の
統
合
作
用
、
し
た
が
っ
て
霊
性
が
心
身
を
媒
介
す
る
作
用
を
、
医
学
的
人
間
学
か
ら
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
身
体
・
魂
・
霊
と
い
う
人
間
学
的
三
分
法
を
好
ん
で
説
い
た
フ
ラ
ン
ク
ル
と
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
の
医
学
的
人
間

学
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

（
1
）
ウ
ィ
ー
ン
の
精
神
医
学
者
フ
ラ
ン
ク
ル
（V

iktor E
m

iI Frankl, 1905

―97

）
は
、
人
生
の
意
味
を
問
う
実
存
分
析
を
提
唱
し
、
無

意
識
の
中
に
ひ
そ
む
「
精
神
的
な
も
の
」
を
重
視
す
る
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
と
い
う
治
療
法
を
実
施
し
た
）
31
（

。
彼
に
よ
れ
ば
人
間
は
価
値
の
実
現
を

め
ざ
す
「
意
味
へ
の
意
志
」
を
も
つ
存
在
で
あ
る
。
こ
の
意
志
に
よ
っ
て
価
値
が
実
現
さ
れ
る
。
人
間
は
自
ら
の
人
生
を
意
味
に
よ
っ
て
満

た
す
存
在
で
あ
っ
て
、
生
き
る
意
味
を
求
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
が
阻
止
さ
れ
る
と
き
、
人
間
は
欲
求
不
満
に
陥
り
、
病
む
者
と
な
る
。

彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
間
学
の
伝
統
的
な
三
分
法
を
重
要
視
す
る
。
そ
れ
は
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
心
身
関
係
を
精
神
的
な
も
の
か
ら
切
り
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離
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
心
身
と
精
神
と
の
関
連
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

人
間
と
い
う
の
は
、
身
体
と
心
と
精
神
と
の
三
つ
の
存
在
層
の
交
点
、
そ
れ
ら
の
交
叉
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
三
つ
の
存
在
層
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
明
確
に
区
別
し
て
も
明
確
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
し

か
し
こ
の
統
一
体
、
こ
の
全
体
の
内
部
で
、
人
間
の
中
に
あ
る
精
神
的
な
も
の
が
、
人
間
に
付
随
し
て
い
る
身
体
的
な
も
の
や

心
的
な
も
の
と
〈
対
決
し
て
〉
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
成
立
し
て
い
る
関
係
が
、私
が
か
つ
て
精
神
と
心
の
結
抗
関
係
（der 

noo-psychische A
ntagonism

us

）
と
名
づ
け
た
も
の
な
の
で
す
。
心
身
の
並
行
関
係
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
精
神
と
心
と
の
拮
抗
関
係
は
随
意
的
な
も
の
で
す
。
…
…
外
見
の
み
は
き
わ
め
て
強
大
な
も
の
に
み
え
る
心
身
に
対
し
て

〈
精
神
の
抵
抗
力
〉
を
喚
起
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
つ
ね
に
か
わ
る
こ
と
な
く
大
切
な
の
で
す
）
32
（

。

人
間
は
、
一
方
で
は
遺
伝
や
環
境
な
ど
の
心
身
的
な
「
事
実
性
」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
で
は
本
来
的
に
そ
う
し
た
「
事

実
性
を
超
え
て
」
跳
躍
す
る
自
由
な
「
制
約
さ
れ
ざ
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
精
神
」
の
ゆ
え
に
実
現
で
き
る
と
い
う
の
が
フ
ラ
ン
ク

ル
の
主
張
で
あ
る
。
人
間
と
は
心
身
を
統
一
す
る
精
神
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
由
意
志
を
も
っ
て
自
己
実
現
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
が
彼
の
医
学
的
人
間
学
の
中
心
思
想
と
し
て
論
究
さ
れ
た
）
33
（

。

精
神
と
し
て
の
人
間
は
人
格
で
あ
っ
て
、
良
心
を
と
お
し
て
神
と
の
関
係
を
維
持
し
て
い
る
。「
人
間
が
人
格
で
あ
る
と
い
う
の
も
や

は
り
た
だ
、
彼
が
超
越
者
に
よ
っ
て
人
格
た
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
超
越
者
か
ら
の
呼
び
か
け
が
彼
に
鳴
り
わ
た
り
響
き
わ
た
る

（personare

）、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
な
の
で
す
。
人
間
は
良
心
に
お
い
て
こ
の
超
越
者
か
ら
の
呼
び
か
け
を
聴
き
取
り
ま
す
。
良

心
は
超
越
者
が
み
ず
か
ら
の
来
訪
を
告
げ
る
場
所
な
の
で
す
）
34
（

」。
こ
う
い
う
良
心
の
場
所
は
霊
性
の
機
能
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
こ
の
霊
性
は
宗
教
的
な
良
心
と
同
様
に
神
と
の
関
係
の
中
で
超
越
す
る
と
い
う
作
用
を
も
っ
て
い
る
か
ら
。「
良
心
は
、
固
有
の
心
理
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学
的
事
実
と
し
て
、
す
で
に
自
分
か
ら
超
越
性
を
指
示
し
て
い
る
の
で
す
。
良
心
の
超
越
的
性
格
は
わ
れ
わ
れ
人
間
を
、
そ
し
て
と
り
わ
け

そ
の
人
格
性
一
般
を
は
じ
め
よ
り
深
い
意
味
で
理
解
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
的
人
格
の
良
心
を
と
お
し
て
人
間
外
の
審
級
が

反
響
し
て
く
る
か
ら
で
す
）
35
（

」。
し
た
が
っ
て
良
心
は
神
と
人
間
と
の
関
係
を
保
つ
場
で
あ
っ
て
、
霊
性
の
機
能
を
併
せ
も
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

（
2
）
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
（V

ictor von W
eizsaecker, 1886

―1957

）
は
『
医
学
的
人
間
学
の
根
本
問
題
』

の
中
で
、
デ
カ
ル
ト
的
心
身
二
元
論
か
ら
離
れ
て
、
生
け
る
人
格
の
本
質
を
、「
反
論
理
的
な
る
も
の
」、「
パ
ト
ス
的
な
る
も
の
」、「
交
渉
」

な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
試
み
た
。
人
間
の
現
実
は
こ
こ
で
は
自
己
と
環
境
と
の
不
断
の
対
決
、
常
に
新
た
に
さ
れ
る
自

己
と
環
境
と
の
出
合
い
、
自
己
と
環
境
と
の
流
動
的
な
交
渉
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
交
渉
の
挫
折
か
ら
生
け
る
人
間
の
反
論
理
が
語

ら
れ
る
。
人
格
は
理
性
、
自
由
、
自
己
存
在
と
い
う
古
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
出
会
い
・
出
来
事
・
確
証
・
責
任
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
。
ま
た
「
交
渉
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
現
実
の
人
間
の
根
本
規
定
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
デ
カ
ル
ト
的
主
観
性
を
克
服
し

た
）
36
（

。
こ
こ
に
人
は
他
者
と
の
出
会
い
と
対
話
を
と
お
し
て
心
身
相
関
の
多
様
性
か
ら
捉
え
ら
れ
た
。

彼
は
『
病
因
論
研
究
』
で
心
身
相
関
の
医
学
を
追
究
し
、
心
で
体
験
し
精
神
で
意
識
し
た
こ
と
の
意
味
を
身
体
的
事
象
の
側
か
ら
開
示
す

る
こ
と
が
、
可
能
で
も
あ
り
必
要
で
も
あ
っ
た
点
を
反
省
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
器
質
身
体
的
な
事
態
（
感
染
と
炎
症
、
組
織
中
の
水
分
の

病
的
な
動
き
、
心
拍
の
調
節
障
害
、
筋
肉
の
協
調
運
動
の
調
節
異
常
な
ど
）
の
考
察
と
並
ん
で
心
因
性
を
追
求
し
、
専
門
別
の
医
学
で
は
な

い
総
合
の
医
学
を
探
究
す
る
。
そ
の
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
人
間
学
の
三
分
法
（
彼
の
言
葉
で
言
う
な
ら
「
身
体
・
心
・

精
神
と
い
う
組
合
せ
」）
を
語
る
と
、
や
や
も
す
る
と
抽
象
的
思
考
の
線
に
沿
っ
て
哲
学
的
に
問
題
を
整
理
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
伝
統
的
な
病
理
学
の
発
展
か
ら
自
然
に
出
て
く
る
問
題
設
定
に
向
か
っ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
た
の
は
む
し
ろ
、
病
歴
〔
病
気
の
歴
史
〕
を
記
述
す
る
特
定
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
病
歴
の
も
っ
て
い
る

価
値
と
地
位
は
、
自
然
科
学
で
実
験
的
、
あ
る
い
は
体
系
的
な
観
察
が
占
め
て
い
る
価
値
や
地
位
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
実
証
的
な
素
材
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を
出
発
点
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
帰
結
や
新
し
い
問
い
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
）
37
（

」。
こ
こ
か
ら
彼
は
独
特
の
仕
方
で
類
型
的
に
反

復
し
て
出
現
す
る
の
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
生
活
史
上
の
危
機
（K

rise

）
と
い
う
転
回
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
生

活
史
と
い
う
ド
ラ
マ
か
ら

病
気
と
症
状
は
心
的
な
努
力
目
標
、
道
徳
的
な
立
場
の
設
定
、
精
神
的
な
力
な
ど
と
い
っ
た
価
値
を
お
び
て
い
る
こ
と
、
そ

れ
に
よ
っ
て
生
活
史
が
、
人
格
を
構
成
し
て
い
る
身
体
・
心
・
精
神
の
各
部
分
に
共
通
の
基
盤
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
成
立
し

て
い
る
こ
と
な
ど
も
わ
か
っ
て
き
た
。
次
い
で
わ
れ
わ
れ
は
…
…
生
の
ド
ラ
マ
に
内
在
す
る
必
然
的
な
構
造
の
よ
う
な
も
の
を

見
出
し
た
。
経
過
と
形
式
が
示
す
こ
の
よ
う
な
構
造
秩
序
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
そ
の
下
部
構
造
の
諸
部
分
を

個
々
に
規
定
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
正
反
両
方
向
の
力
、
緊
張
、
転
機
的
な
転
回
と
交
換
、
外
部
か
ら
の
因
果
的
条
件
と

内
部
の
主
体
的
因
果
性
、
破
滅
と
保
存
の
関
係
、
断
念
に
よ
る
調
停
、
別
の
実
存
様
式
へ
の
変
化
、
個
人
的
次
元
と
超
個
人
的

次
元
の
あ
い
だ
の
動
き
な
ど
の
個
別
的
な
規
定
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
）
38
（

。

こ
の
よ
う
な
生
活
史
的
方
法
と
い
う
の
は
説
明
で
は
な
く
、
も
の
を
観
察
す
る
知
覚
の
一
種
で
あ
っ
て
、
心
身
相
関
の
問
題
を
説
明
す
る

た
め
の
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
導
入
を
意
味
す
る
。
こ
こ
か
ら
観
察
者
の
主
体
を
導
入
す
る
新
し
い
バ
ラ
タ
イ
ム
の
転
換
が
遂
行
さ
れ
た

が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
何
ら
か
の
概
念
的
規
定
な
し
に
済
ま
せ
る
も
の
で
も
な
い
と
彼
は
考
え
る
）
39
（

。

偶
像
化
作
用
＝「
も
の
の
虜
と
な
る
」　
こ
う
し
た
霊
性
の
媒
介
機
能
が
医
学
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
病
気
に
罹
っ

て
は
い
な
い
一
般
的
な
日
常
生
活
の
中
で
も
、
生
活
に
変
調
を
引
き
起
こ
す
現
象
を
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は

彼
の
説
く
「
も
の
の
虜
と
な
る
」
と
い
う
現
象
に
よ
っ
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
は
ま
ず
霊
の
作
用
（
霊
性
）
を
宗
教
的
作
用
と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
は
神
の
啓
示
を
受
容
す
る
と
き
の
心
の
働
き
で
あ
っ
て
、
信
仰
に
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よ
っ
て
啓
示
内
容
を
受
容
す
る
作
用
で
あ
る
と
説
い
た
。
す
べ
て
の
人
は
こ
の
宗
教
的
な
作
用
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
永

遠
者
へ
と
引
き
寄
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
的
な
作
用
を
満
た
す
も
の
は
永
遠
な
る
神
で
あ
り
、
そ
こ
に
間
違
っ
て
有
限
な
も
の
が
闖
入

す
る
と
、
そ
れ
は
「
偶
像
」
と
な
る
。
と
く
に
「
有
限
的
な
財
」
に
絶
対
的
な
信
頼
を
寄
せ
る
と
、「
財
の
偶
像
化
」
が
起
こ
り
、「
人
間
は

自
分
の
作
っ
た
偶
像
に
魔
法
に
か
か
っ
た
よ
う
に
縛
り
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
を
〈
あ
た
か
も
〉
神
で
あ
る
か
の
ご
と
く
も
て
な
す
。
こ
の
よ
う

な
財
を
も
つ
か
も
た
ぬ
か
と
い
う
選
択
は
成
り
立
た
な
い
。
成
り
立
つ
の
は
た
だ
、
自
分
の
絶
対
領
域
に
神
を
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
作
用
に

ふ
さ
わ
し
い
財
を
も
つ
か
、
そ
れ
と
も
偶
像
を
も
つ
か
、
と
い
う
選
択
だ
け
で
あ
る
）
40
（

」。
こ
の
偶
像
に
は
金
銭
・
国
家
・
無
限
の
知
識
・
女

性
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
有
限
的
な
も
の
が
絶
対
的
領
域
に
侵
入
す
る
こ
と
は
「
偶
像
化
」
の
発
端
で
あ
り
、
昔
の
神
秘
家
の
言
葉
に

よ
っ
て
そ
れ
は
「
も
の
の
虜
と
な
る
」（vergaffen

）
と
言
わ
れ
た
）
41
（

。

こ
の
「
も
の
の
虜
と
な
る
」
と
い
う
現
象
こ
そ
心
身
の
総
合
で
あ
る
霊
性
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
心
身
相
関
に
変
調
や
転
調
を

も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
心
身
の
総
合
で
あ
る
霊
性
が
変
質
し
て
亡
霊
の
働
き
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
本
来
は
永
遠
者
な
る
神

に
向
か
っ
て
ゆ
く
べ
き
霊
性
が
、
間
違
っ
て
有
限
な
財
に
捕
わ
れ
て
い
る
状
態
こ
そ
「
亡
霊
」
つ
ま
り
「
死
ん
だ
も
同
然
の
霊
」（spiritus 

m
ortuum

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
よ
い
出
た
霊
は
わ
た
し
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
心
身
相
関
に
変
調

や
転
調
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
「
有
限
な
財
」
を
絶
対
視
す
る
と
マ
モ
ン
（
財
神
）
が
猛
威
を
ふ
る
っ
て
拝
金
主
義

者
と
な
り
、
異
性
や
政
治
を
絶
対
視
す
る
と
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
（
愛
欲
神
）
や
リ
ビ
ド
ー
・
ド
ミ
ナ
ン
デ
ィ
（
支
配
欲
）
な
ど
の
デ
ー
モ
ン

が
荒
れ
狂
う
こ
と
に
も
な
る
。

「
出
世
主
義
者
」
と
「
高
貴
な
人
」　
心
身
に
変
調
を
き
た
す
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
「
出
世
主
義
者
」（Streber

）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
に
は
通
常
競
争
原
理
し
か
見
ら
れ
な
い
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
「
出
世
主
義
者
」
と
い
う
の
は
単
に
権
力
・
富
・
名
誉
な
ど

を
追
求
す
る
人
を
言
う
の
で
は
な
く
、
他
人
と
の
比
較
に
お
い
て
よ
り
優
っ
て
い
る
、
よ
り
価
値
が
あ
る
こ
と
を
努
力
目
標
と
し
、
そ
れ
を

す
べ
て
の
事
象
価
値
に
優
先
さ
せ
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
こ
う
し
た
種
類
の
﹇
他
人
と
の
﹈
比
較
に
お
い
て
生
じ
る
〈
よ
り
劣
っ
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て
い
る
〉
と
い
う
抑
圧
的
な
感
情
を
解
消
さ
せ
る
た
め
に
」
ど
ん
な
事
象
で
も
無
差
別
に
利
用
す
る
人
で
あ
る
）
42
（

。
彼
は
卑
俗
な
人
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
心
身
に
変
調
を
起
こ
さ
な
い
例
と
し
て
「
高
貴
な
人
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
自
他
の
比
較
を
行
う
前
に
自
己
価
値

に
つ
い
て
の
素
朴
な
意
識
が
あ
り
、「
そ
れ
は
あ
た
か
も
自
立
的
に
宇
宙
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
自
己
充
実
感
の
意
識
な
の

で
あ
る
）
43
（

」
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
比
較
さ
れ
る
両
者
が
比
較
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
独
特
な
仕
方
で
自
己
価
値
を
自
覚
し
て
い
る
。
引
用
文
の

「
宇
宙
」
を
「
神
」
と
言
い
換
え
れ
ば
、
高
位
な
人
は
神
の
導
き
を
信
じ
る
霊
的
な
人
で
あ
る
。

む
す
び

た
と
え
現
代
社
会
に
お
い
て
競
争
原
理
な
し
に
は
わ
た
し
た
ち
は
生
き
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
競
争
原
理
だ
け
で
は
人
は
生
き
ら
れ
な

い
。
霊
性
の
作
用
に
よ
っ
て
競
争
原
理
に
対
す
る
抑
制
と
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
不
可
欠
で
あ
る
。
同
様
に
心
身
を
総
合
す
る
精
神
は
そ
の
根
底

に
あ
る
霊
性
に
お
い
て
外
部
か
ら
の
影
響
を
絶
え
ず
受
け
て
お
り
、
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
や
す
い
。
こ
れ
に
対
処
す
る
方
法
は
内
な
る

霊
性
を
正
し
く
導
く
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
霊
性
思
想
は
今
日
こ
の
よ
う
な
霊
性
作
用
の
正
し
い
理
解
を
わ
た
し
た
ち
に

教
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
本
稿
は
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
四
日
に
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
研
究
」
の
研
究
会
で
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
し
た
論
文
で
あ
る
）。
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注

（
1
） 

歴
史
家
ド
ー
ソ
ン
（C

. H
. D

aw
son, 1889

―1970

）
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
文
化
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
と
い
う
三
つ
の

要
素
の
融
合
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
文
化
的
生
命
体
と
し
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

（
2
） 

鈴
木
大
拙
『
日
本
的
霊
性
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
頁
。

（
3
） 

鈴
木
大
拙
『
日
本
的
霊
性
』
岩
波
文
庫
、
一
六
―
一
八
頁
。

（
4
） 

西
田
幾
多
郎
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」『
自
覚
に
つ
い
て
』
所
収
、
岩
波
文
庫
、
三
四
九
頁
。

（
5
） 

こ
の
点
を
詳
論
し
た
の
が
金
子
晴
勇
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
間
学
の
歴
史
』
と
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
学
』
で
あ
る
。

（
6
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
西
谷
啓
治
は
西
田
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
強
い
影
響
の
も
と
に
意
識
を
超
え
た
存
在
の
根
底
を
虚
無
に

お
い
て
捉
え
て
い
る
。「
意
識
の
場
は
、
自
己
と
い
ふ
存
在
と
事
物
と
い
ふ
存
在
と
の
係
は
り
の
場
で
あ
り
、
要
す
る
に
存
在
だ
け
の
場
、
存
在

の
根
底
に
あ
る
虚
無
が
覆
ひ
隠
さ
れ
て
ゐ
る
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
自
己
も
、
一
種
の
客
観
化
を
受
け
、〈
存
在
〉
と
し
て
捉
へ
ら
れ
る
。
併
し

そ
の
意
識
の
場
、
存
在
だ
け
の
場
を
破
っ
て
、
そ
の
根
抵
な
る
虚
無
に
立
つ
時
、
自
己
は
初
め
て
客
観
化
を
受
け
ぬ
主
体
性
に
達
し
得
る
。
そ

れ
は
自
己
意
識
よ
り
も
一
層
根
源
的
な
自
覚
で
あ
る
」（
西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』
創
文
社
、
一
九
六
一
、
二
二
―
二
三
頁
）。

（
7
） 

シ
ェ
ル
ド
レ
イ
ク
『
キ
リ
ス
ト
教
霊
性
の
歴
史
』
木
寺
廉
太
訳
、
教
文
館
、
一
二
頁
参
照
。

（
8
） 

こ
の
点
は
神
秘
主
義
的
「
根
底
」
が
「
霊
」
に
変
換
さ
れ
る
若
き
ル
タ
ー
の
思
想
に
お
い
て
歴
史
的
に
き
わ
め
て
明
瞭
な
プ
ロ
セ
ス
を
残
し
て

い
る
。
金
子
晴
勇
『
ル
タ
ー
と
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
』
創
文
社
、
一
六
七
―
二
〇
〇
頁
参
照
。

（
9
） 

ア
ン
ダ
ー
ヒ
ル
『
神
秘
主
義
』
門
脇
由
紀
子
他
訳
、
シ
ャ
ブ
ラ
ン
出
版
、
三
九
二
―
三
九
四
頁
。

（
10
） 

金
子
晴
勇
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
間
学
の
歴
史
――
心
身
論
の
展
開
に
よ
る
研
究
――
』
知
泉
書
館
、
参
照
。

（
11
） 「
ど
う
か
平
和
の
神
ご
自
身
が
、
あ
な
た
が
た
を
全
く
き
よ
め
て
下
さ
る
よ
う
に
。
ま
た
、
あ
な
た
が
た
の
霊
と
心
と
か
ら
だ
と
を
完
全
に
守
っ

て
、
責
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
な
い
者
に
し
て
下
さ
る
よ
う
に
」。
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（
12
） 

霊
性
と
い
っ
て
も
神
の
言
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
を
無
視
し
た
霊
性
主
義
者
た
ち
（Spiritualisten

）
に
対
し
て
は
ル
タ
ー
は
戦
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。

（
13
） 
こ
の
「
霊
」
概
念
は
直
接
的
に
は
タ
ウ
ラ
ー
に
由
来
す
る
が
、
そ
れ
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
魂
の
根
底
」
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。「
根
底
」

（G
rund

）
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
タ
ウ
ラ
ー
と
の
共
通
し
た
説
で
あ
り
、
魂
の
上
級
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
魂
の
閃
光
」（Fünklein

）
と
か

「
神
の
像
」（im

ago dei

）
ま
た
「
諸
力
の
根
」（W

urzel

）
と
等
し
く
、
理
性
よ
り
も
深
い
魂
の
能
力
で
あ
っ
て
、
も
っ
と
も
高
貴
で
深
淵
な
部

分
を
指
す
。
し
か
し
ル
タ
ー
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
タ
ウ
ラ
ー
に
認
め
ら
れ
る
形
而
上
学
的
要
素
を
、
人
格
主
義
の
観
点
か
ら
完
全
に
払
拭
し

て
い
る
。

（
14
） 

こ
の
点
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
明
瞭
に
説
か
れ
て
い
る
。

（
15
） 

し
か
も
こ
の
霊
は
「
心
」（hertz

）
や
「
心
情
」（gem

ut

）
と
同
義
語
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
精
神
」（synn

）
と
も
同
一
視
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の

霊
は
「
霊
す
な
わ
ち
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
処
す
る
か
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
（C

L. 2, 177, 2

―3

）、「
人
間
の
振
舞
い
」
と
し
て
の
倫

理
的
な
「
人
格
」
を
も
暗
示
す
る
。

（
16
） M

. Luther, W
A

. 7, 26, 4ff.

（
17
） 

そ
れ
に
反
し
一
五
世
紀
の
神
秘
主
義
者
ジ
ェ
ル
ソ
ン
に
よ
る
と
「
神
が
霊
で
あ
り
、
類
似
が
合
一
の
原
因
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
清
め
ら
れ
洗
わ

れ
た
理
性
的
な
霊
が
ど
う
し
て
神
の
霊
と
合
一
す
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
に
似
た
も
の
に
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
」

（G
erson, D

e M
ystica T

heologia, ed. A
ndre C

om
bes, 1958, p.100

―101

）
と
説
か
れ
た
。
一
般
的
に
は
義
な
る
キ
リ
ス
ト
と
清
い
魂
と
が

類
似
性
の
ゆ
え
に
合
一
す
る
と
理
解
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ル
タ
ー
は
こ
の
対
応
関
係
を
「
逆
対
応
」
の
関
係
と
し
て
捉
え
た
。

（
18
） 

パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』L110, B

282  

前
田
・
由
木
訳
（
前
出
）
一
八
二
頁
。「
だ
が
、
宗
教
を
持
た
な
い
人
た
ち
に
対
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
推

理
に
よ
っ
て
し
か
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
も
、
神
が
彼
ら
に
心
情
の
直
感
に
よ
っ
て
お
与
え
に
な
る
の
を
待
っ
て
い
る
あ
い
だ
の
こ

と
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
信
仰
は
、
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
と
ど
ま
り
、
魂
の
救
い
の
た
め
に
は
無
益
で
あ
る
」。

（
19
） 

パ
ス
カ
ル
前
掲
訳
書
、L424, B

278.  

一
八
一
頁
。

（
20
） 

パ
ス
カ
ル
前
掲
訳
書
、L188, B

267.  

一
七
九
頁
。

（
21
） 

こ
の
現
実
が
与
え
て
い
る
理
由
は
、
論
理
的
理
性
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
不
可
解
に
映
じ
て
い
て
も
、
真
で
あ
り
、
事
実
に
合
致
し
て
お
り
、

事
実
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
聖
書
の
啓
示
は
こ
の
よ
う
な
事
実
に
立
っ
て
い
る
が
、
人
間
的
実
存
の
現
実
に
も
こ
の
よ
う
な
理
由
が
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多
く
存
在
し
て
い
る
。

（
22
） A

ugustinus, D
e vera religione, 39, 72.

（
23
） 
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
「
死
に
い
た
る
病
」
桝
田
啓
三
郎
訳
、
世
界
の
名
著
『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
』
四
三
五
頁
。

（
24
） 

詳
し
く
は
金
子
晴
勇
『
人
間
学
講
義
』
知
泉
書
館
、
一
二
七
―
一
三
一
頁
参
照
。

（
25
） 

ア
ン
ダ
ー
ヒ
ル
『
神
秘
主
義
』（
前
出
）、
三
九
二
―
三
九
四
頁
。

（
26
） 

金
子
晴
勇
『
エ
ラ
ス
ム
ス
と
ル
タ
ー
――
一
六
世
紀
宗
教
改
革
の
二
つ
の
道
』
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
27
）  J. W

ach, Vergleichende R
eligionsforschung, 1962, S. 55

―61.

（
28
） 

W
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
下
、
枡
田
啓
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
八
三
―
一
八
五
頁
。

（
29
） 「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
説
教
集
」
植
田
兼
義
訳
、『
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
著
作
集
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
』
教
文
館
、
一
四
三
頁
。

（
30
） 

こ
の
点
に
関
し
て
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
カ
リ
タ
ス
説
が
典
型
と
な
っ
て
い
る
。
金
子
晴
勇
『
愛
の
思
想
史
』
知
泉
書
館
、
四
六
頁
参
照
。

（
31
） 

フ
ラ
ン
ク
ル
は
フ
ロ
イ
ト
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
の
影
響
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
書
斎
に
は
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー

と
フ
ロ
イ
ト
の
写
真
が
並
べ
て
か
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
「
フ
ラ
ン
ク
ル
の
人
間
学
の
系
譜
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
精
神
分
析
は
人

間
の
自
我
が
、
エ
ス
だ
け
に
よ
っ
て
駆
り
た
て
ら
れ
る
と
は
考
え
な
い
（
フ
ラ
ン
ク
ル
『
精
神
医
学
的
人
間
像
』
宮
本
忠
雄
、
小
田
晋
訳
、
著

作
集
6
、
み
す
ず
書
房
、
一
二
九
頁
参
照
）。

（
32
） 

フ
ラ
ン
ク
ル
『
識
ら
れ
ざ
る
神
』
佐
野
利
勝
、
木
村
敏
訳
、
著
作
集
7
、
み
す
ず
書
房
、
一
七
二
―
一
七
三
頁
。
続
け
て
こ
う
言
わ
れ
る
。「
こ

と
に
構
神
療
法
に
と
っ
て
は
こ
の
喚
起
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
私
は
こ
の
こ
と
を
第
二
の
、
精
神
療
法
の
信
条

と
各
づ
け
た
の
で
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
人
間
の
中
に
あ
る
精
神
的
な
も
の
が
い
か
な
る
制
約
の
も
と
で
も
、
ま
た
い
か
な
る
事
情
の
な
か
で

も
、
人
間
に
付
随
し
た
心
身
か
ら
身
を
引
き
離
し
、
み
ず
か
ら
と
心
身
と
の
間
に
実
り
豊
か
な
距
離
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
こ
の
精

神
の
力
に
対
す
る
信
念
な
の
で
す
」。

（
33
） 「
彼
は
言
う
、〈
皆
さ
ん
、
私
は
、
臨
床
医
と
し
て
、
真
の
人
間
像
を
証
言
し
よ
う
と
試
み
て
き
ま
し
た
。
私
は
、
制
約
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
無
制
約
で
も
あ
る
人
間
、
身
体
的
存
在
や
心
的
存
在
で
あ
る
以
上
の
人
間
、
精
神
的
で
自
由
で
責
任
あ
る
人
間
に
つ
い
て
証
言
し
よ
う

と
試
み
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
〉
と
」
フ
ラ
ン
ク
ル
前
掲
訳
書
、
二
五
二
頁
。

（
34
） 

フ
ラ
ン
ク
ル
前
掲
訳
書
、
一
七
五
頁
。
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（
35
） 

フ
ラ
ン
ク
ル
『
精
神
医
学
的
人
間
像
』（
前
出
）、
八
八
―
八
九
頁
。

（
36
） 
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
『
医
学
的
人
間
学
の
根
本
問
題
』（『
医
学
的
人
間
学
と
は
何
か
』
青
木
茂
、
滝
口
直
彦
訳
、
知
泉
書
館
所
収
）
参
照
。

（
37
） 
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
『
病
因
論
研
究
――
心
身
相
関
の
医
学
』
木
村
敏
、
大
原
貢
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
四
六
―
一
四
七
頁
。

（
38
） 

ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
前
掲
訳
書
、
一
四
七
頁
。

（
39
） 

こ
こ
で
言
う
「
概
念
規
定
」
と
い
う
の
は
引
用
に
あ
る
「
身
体
・
心
・
精
神
」
と
い
う
人
間
学
的
三
分
法
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
医
者
と
し
て

そ
れ
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
し
か
し
三
分
法
の
意
義
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

（
40
） M

ax Scheler, Vom
 E

w
igen im

 M
enschen, S.263 『

人
間
に
お
け
る
永
遠
な
る
も
の
』
亀
井
裕
他
訳
「
シ
ェ
ー
ラ
ー
著
作
集
7
」
白
水
社
、

二
八
一
頁
。

（
41
） M

ax Scheler, op.cit., S.262
、
前
掲
訳
書
、
二
七
九
頁
。

（
42
） 

シ
ェ
ー
ラ
ー
『
ル
サ
ン
テ
ィ
マ
ン
――
愛
憎
の
現
象
学
と
文
化
病
理
学
』
津
田
淳
訳
、
北
望
社
、
二
四
頁
。
こ
う
し
た
人
間
類
型
は
身
分
が
固
定

さ
れ
て
い
た
古
代
や
中
世
に
は
現
れ
ず
、
自
由
な
競
争
体
系
か
ら
な
る
近
代
社
会
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
る
。
そ
こ
で
は
自
他
の
価
値
が
絶
え

ず
比
較
さ
れ
、
今
日
の
競
争
社
会
に
通
弊
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
常
に
他
人
を
凌
駕
す
る
こ
と
が
人
生
の
目
標
で
あ
り
課
題
と
な
る
。

（
43
） 

シ
ェ
ー
ラ
ー
前
掲
訳
書
、
二
二
頁
。
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J. W
ach, Vergleichende R

eligionsforschung, 1962
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
説
教
集
」
植
田
兼
義
訳
、『
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
著
作
集
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
』
教
文
館
、
一
九
八
九

シ
ェ
ル
ド
レ
イ
ク
『
キ
リ
ス
ト
教
霊
性
の
歴
史
』
木
寺
廉
太
訳
、
教
文
館
、
二
〇
一
〇

ア
ン
ダ
ー
ヒ
ル
『
神
秘
主
義
』
門
脇
由
紀
子
他
訳
、
シ
ャ
ブ
ラ
ン
出
版
、
一
九
九
〇

パ
ス
カ
ル
「
パ
ン
セ
」
前
田
・
由
木
訳
、
世
界
の
名
著
『
パ
ス
カ
ル
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
「
死
に
い
た
る
病
」
桝
田
啓
三
郎
訳
、
世
界
の
名
著
『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六

ジ
ェ
イ
ム
ズ
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
全
二
巻
、
枡
田
啓
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八

シ
ェ
ー
ラ
ー
『
ル
サ
ン
テ
ィ
マ
ン
――
愛
憎
の
現
象
学
と
文
化
病
理
学
』
津
田
淳
訳
、
北
望
社
、
一
九
七
二

フ
ラ
ン
ク
ル
『
識
ら
れ
ざ
る
神
』
佐
野
利
勝
、
木
村
敏
訳
、
著
作
集
7
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
二

フ
ラ
ン
ク
ル
『
精
神
医
学
的
人
間
像
』
宮
本
忠
雄
、
小
田
晋
訳
、
著
作
集
6
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
六

ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
「
医
学
的
人
間
学
の
根
本
問
題
」
青
木
茂
、
滝
口
直
彦
訳
、『
医
学
的
人
間
学
と
は
何
か
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
六

ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
『
病
因
論
研
究
――
心
身
相
関
の
医
学
』
木
村
敏
、
大
原
貢
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
四

鈴
木
大
拙
『
日
本
的
霊
性
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
二

西
田
幾
多
郎
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」『
自
覚
に
つ
い
て
』
所
収
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九

西
谷
啓
治
『
宗
教
と
は
何
か
』
創
文
社
、
一
九
六
一

金
子
晴
勇
『
ル
タ
ー
と
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
』
創
文
社
、
二
〇
〇
〇

金
子
晴
勇
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
間
学
の
歴
史
――
心
身
論
の
展
開
に
よ
る
研
究
――
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
八

金
子
晴
勇
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
学
――
精
神
と
生
命
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
――
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
〇

金
子
晴
勇
『
エ
ラ
ス
ム
ス
と
ル
タ
ー
――
一
六
世
紀
宗
教
改
革
の
二
つ
の
道
』
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
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