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霊
的
な
も
の
の
回
復

.大

木

英

夫

l 

〈

H
，

E
ロn
m
w
昨日。ロ。同

ω巳
出
回
。
。
仏
〉

わ
た
し
は
最
近
或
る
英
語
の
神
学
書
を
読
ん
で
い
た
ら
、
可
ロ
ロ
わ
え
芯
ロ
え

ω
巳

p
g己
と
い
う
表
現
に
接
し
た
。
こ
の
意
味

は
円
錐
の
頭
の
部
分
を
切
り
取
る
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
の
自
己
と
い
う
円
錐
の
頭
の
部
分
が
切
り
取
ら
れ
る
こ
と
を
言
い
表

し
て
い
る
。

日
本
語
に
は
こ
の
よ
う
な
表
現
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
吋

E
ロ
g
Z品
名
ω
Z
B
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
。
そ
れ

は
、
た
と
え
ば
、

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
思
想
の
よ
う
に
下
が
自
然
的
、
上
が
超
自
然
的
と
い
う
二
階
建
て
構
造
の
思
想
に

お
い
て
、
そ
の
上
の
部
分
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
わ
た
し
は
、
こ
の
表
現
は
、

日
本
の
精
神
的
、
文
化
的
状
況
を
表
す
の
に
、
暗
示
に
富
む
も
の
だ
と
思
う
。

い
や
、

日
本
だ
け
で
な
く
、
広
く
近
代
精
神
、
近
代
文
化
の
状
況
を
言
い
表
す
の
に
便
利
な
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

円
錐
の
頭
、
が
切
り
取
ら
れ
た
、
ま
さ
に
可
ロ
ロ
の
mw
克
己

ω可
ω
5
5
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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わ
た
し
は
最
近
未
来
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
モ
l
ゼ
ス
お
ば
あ
さ
ん
の
絵
の
世
界
』
と
い
う
本
を
入
手
し
た
。
「
モ
l
ゼ
ス

122 

お
ば
あ
さ
ん
」
と
い
う
名
を
知
っ
た
の
は
、

ア
ッ
プ
ダ
イ
ク
と
い
う
評
論
家
の
文
章
に
お
い
て
で
あ
る
。
次
に
引
用
す
る
が
、

こ
れ
は
実
に
内
容
の
深
い
、
す
ば
ら
し
い
文
章
で
あ
る
。

非
常
に
高
齢
な
人
の
死
が
自
然
の
も
の
で
な
く
、
不
幸
な
出
来
事
で
あ
る
の
は
、
若
者
の
死
と
全
く
同
様
で
あ
る
。

お

そ
ら
く
自
然
自
身
に
と
っ
て
の
み
、
死
は
自
然
な
も
の
と
見
え
る
の
だ
ろ
う
。

い
や
自
然
自
身
さ
え
、
そ
こ
ま
で
割
り
切

れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ア
ン
ナ
・
メ
ア
リ
l

・
ロ
パ

l
ト
ソ
ン
・
モ

l
ゼ
ス
の
今
や
終
結
し
た

生
涯
を
振
り
返
っ
て
み
て
、
私
は
明
る
い
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
農
家
の
主
婦
、
十
人
の
子
の
母
と
し
て
一
つ

の
生
涯
を
生
き
た
後
で
七
十
六
歳
に
し
て
、
も
う
一
つ
の
、
画
家
と
し
て
の
、
グ
ラ
ン
マ
・
モ

l
ゼ
ス
と
し
て
の
、
生
涯

を
始
め
、
し
か
も
仕
事
一
筋
の
、
実
り
多
い
第
二
の
生
涯
を
二
十
五
年
に
わ
た
っ
て
ま
っ
と
う
し
た
。
平
凡
人
の
限
界
を

こ
こ
ま
で
克
服
し
え
た
人
を
前
に
す
る
と
、
悲
し
み
は
湧
か
な
い
も
の
だ
。

た
と
え
悲
し
む
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
自
身

の
た
め
に
悲
し
む
だ
け
だ
。
彼
女
は
百
歳
に
な
る
ま
で
に
、
あ
た
か
も
古
い
建
物
が
都
市
に
風
格
を
添
え
、
円
錐
形
の
教

会
の
尖
塔
が
風
景
に
ま
と
ま
り
を
与
え
る
よ
う
に
、
こ
の
世
界
に
安
定
感
を
与
え
て
く
れ
る
老
人
の
一
人
に
な
っ
て
い
た
。

シ
ョ
!
と

e

フ
ラ
ン
ク

l
シ
は
そ
ん
な
人
だ
っ
た
。

チ
ャ
ー
チ
ル
と
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
ー
は
今
も
な
お
そ
ん
な
人
だ
。
彼
ら

が
こ
の
世
を
去
り
た
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
こ
の
世
に
対
す
る
賞
賛
な
の
で
あ
り
、
こ
の
未
練
は
祝
福
に
ま
で

な
っ
て
い
る
。
老
人
の
知
恵
と
い
う
も
の
は
今
日
、
語
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
恐
ら
く
こ
の
知
恵
は
恐
れ
ら
れ
て
い
る

の
だ
、
悲
哀
を
含
ん
で
い
る
か
ら
。

し
か
し
厄
介
な
真
理
も
表
現
の
し
か
た
で
恵
み
深
い
、
明
る
い
も
の
と
な
り
う
る
。



自
分
の
画
法
に
触
れ
て
、

モ
l
ゼ
ス
夫
人
は
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
私
は
上
か
ら
下
に
描
い
て
い
き
ま
す
。

tま

じ
め
に
空
、
そ
れ
か
ら
や
ま
、
丘
、
家
、
家
畜
、
人
、
と
い
う
順
序
で
」
と
。

こ
こ
に
尖
塔
と
い
う
言
葉
が
で
て
く
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
い
町
は
教
会
の
尖
塔
を
仰
い
で
い
る
。

し
か
し
、

日
本
の
町
に

は
そ
れ
が
な
い
。
多
少
の
高
層
建
築
が
で
き
た
と
し
て
も
、
尖
塔
が
な
い
。
平
板
な
印
象
を
与
え
る
。
或
い
は
人
間
世
界
に
お

け
る
モ

l
ゼ
ス
お
ば
あ
さ
ん
の
よ
う
な
存
在
が
な
い
と
い
う
内
面
的
事
実
の
外
面
的
表
現
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
内
面
的

守
口
口

g
z。
ロ
の
、
外
面
的
な
印
象
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
〈
可
g
g
Z弘
司
ω
Z
B〉
の
典
型
は
、
明
治
政
府
が
た
て
た
「
帝
国
大
学
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
大
学
の
模
倣

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
、
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
大
学
の
重
要
な
学
部
と
し
て
の
「
神
学
部
」
と
い
う
尖
塔
部
分
を
カ
ッ

ト
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
近
代
日
本
の
学
問
と
教
育
を
規
定
し
、
そ
の
中
か
ら
科
学
技
術
面
で
優
秀
な
人
材
を
産
み
出

し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
人
聞
は
、
ま
さ
に
〈
可
ロ
ロ

gzoロ
え

ω
巳
目
。
。
仏
〉
と
い
う
切
除
を
受
け
た
形
態
で
あ

っ
た
。

2 

「
霊
と
心
と
か
ら
だ
」

霊的なものの回復

第
一
テ
サ
ロ
ニ
ケ
五
・
二
三
に
、
「
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
、
わ
た
し
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
来
臨
の
と
き
に
、
責
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め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
な
い
者
に
し
て
下
さ
る
よ
う
に
。
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
こ
に
パ
ウ
ロ
の
人
間
理
解
が
典
型
的
に
出

124 

て
い
る
。
そ
れ
は
「
霊
と
心
と
か
ら
だ
」
と
い
う
三
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
普
通
、
精
神
と
肉
体
と
か
、

理
性
と
肉
体
と
か
、
二
層
構
造
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
三
層
構
造
で
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
た
か
も
ラ
ジ

オ
の
受
信
の
幅
が
大
き
い
よ
う
な
も
の
で
、
普
通
の
波
長
の
も
の
だ
け
で
な
く
、

F
M
も
は
い
る
と
い
う
の
に
似
て
い
る
。
パ

ウ
ロ
は
、
普
通
の
「
心
と
か
ら
だ
」
と
い
う
こ
層
構
造
に
対
し
て
、
そ
の
上
に
も
う
一
つ
の
「
霊
的
次
元
」
が
あ
る
こ
と
を
見

て
い
る
の
で
あ
る
。
可
ロ
ロ

g
t。
ロ
。
同

ω
巳
p
c
o己
と
い
う
場
合
に
、
そ
こ
で
吋

E
ロ
S
Z
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
霊
的
次

元
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
切
除
さ
れ
て
、

い
わ
ば
、
霊
的
次
元
の
電
波
を
う
け
る
ア
ン
テ
ナ
が
な
く
な

っ
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
日
本
の
状
態
、

い
や
、
近
代
世
界
の
状
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
く
に
こ
れ
は
日
本
に

お
け
る
文
化
や
教
育
の
状
態
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は

H

層
μ

と
い
う
言
葉
と
H

次

元
μ

と
い
う
言
葉
を
区
別
す
る
が
、
こ
こ
で
は
区
別
し
な
い
で
用
い
る
〉
。

わ
た
し
は
、
東
神
大
の
同
僚
で
あ
る
J
・
D
-
リ
l
ド
教
授
に
可
ロ
ロ

g
z。
ロ
と
い
う
言
葉
の
用
い
方
に
つ
い
て
聞
い
た
。
そ

し
た
ら
、
霊
的

2
1
ュE
包
)
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
い
に
は
、

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
世
界
も
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
を
言

わ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
点
で
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
勝
れ
て
い
る
、
と
言
わ
れ
た
。

た
し
か
に
そ
れ
は
一
理
あ
る
言
い
方
で
あ

る
よ
う
に
思
う
。
昔
の
こ
と
だ
が
、

へ
i
ゲ
ル
の

『
精
神
現
象
学
』

Q
g
g
E
g
o
-。柱。

門
目
。

ω

。
巴
ω
件。
ω
〉
は
、

同)
}
H
O
D
。目。ロ。-。
mM1
。
問
自
吉
弘
と
訳
さ
れ
た
。
〈
の
巳
巳
〉
と
〈
B
E己
〉
と
は
、
微
妙
に
違
う
。
そ
れ
は
英
語
に
お
い
て
は
、
ド

イ
ツ
語
の
「
ガ
イ
ス
ト
」
と
合
致
す
る
言
葉
が
な
い
と
い
う
事
情
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
聖
書
に
言
う
「
プ
ニ
ュ
ウ



マ
」
を
「
ガ
イ
ス
ト
」
と
訳
す
の
で
よ
い
か
と
い
う
問
題
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
英
語
で
「
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
が
う
ま
く
捉
え
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
聖
霊
を
、
英
語
で
は
、
出
。
-
M
1

の
『
。
民
と
言
う
(
テ
ィ
リ

ッ
ヒ
は
、
こ
の
言
い
方
を
き
ら
う
〉
。
「
ゴ
ー
ス
ト
」
と
は
幽
霊
で
あ
る
。

ハ
ム
レ
ッ
ト
に
現
れ
た
父
王
の
幽
霊
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
霊
的
な
も
の
」
は
分
か
ら
な
い
。

こ
う
し
て
「
霊
的
次
元
」
と
は
荒
唐
無
稽
な
も
の
と
な
り
、
現
代
人
の
話
題
か
ら
失
わ
れ
た
。
そ
し
て

人
間
の
関
心
は
、

「
心
と
か
ら
だ
」
だ
け
と
な
っ
た
。
霊
的
次
元
は
萎
縮
し
、
衰
弱
し
、
退
化
し
て
き
た
。

J
・
D
-
リ
l
ド
教
授
は
、

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
霊
的
な
も
の
」

の
表
弱
を
、
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
の
結
果

と
見
た
。

し
か
し
、
わ
た
し
は
、
そ
れ
は
も
っ
と
深
い
背
景
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
。
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

お
そ
ら
く
、

英
国
の
経
験
論
哲
学
は
「
霊
的
次
元
」
を
可
ロ
宮
山
片
め
す
る
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ロ
ッ
ク
よ
り

も
ヒ
ュ

i
ム
は
更
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
然
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
一
層
決
定
的
に
な
っ
て
行
く
。
英
国
の
経
験

論
に
対
し
て
大
陸
の
合
理
論
が
言
わ
れ
る
が
、
合
理
論
も
ま
た
、
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
の

gm-zwq問。
2
5
の
主
張
に
よ
っ

て
、
「
心
と
か
ら
だ
」
と
の
対
立
が
規
定
さ
れ
、

か
え
っ
て
「
霊
的
な
も
の
」

の
次
元
が
分
か
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

霊的なものの回復

3 

知
識
の
増
大
と
超
越
の
次
元
の
喪
失

わ
た
し
は
、
『
教
育
の
神
学
』

の
中
の
論
文
で
、
こ
の
「
霊
的
な
も
の
」

の
欠
落
の
源
流
を
、
第
十
三
世
紀
の
ト
マ
ス
・
ア
ク

12ラ



ィ
ナ
ス
と
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
と
の
対
比
か
ら
説
明
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
パ
リ
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
。
ボ
ナ
ヴ

126 

ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
思
想
が
下
か
ら
上
へ
と
上
昇
す
る
と
い
う
行
き
方
を
と
る
の
に
た
い
し
て
、
「
そ
れ

は
ス
キ
エ
ン
チ
ア
を
増
大
さ
せ
る
が
、

サ
ピ
エ
ン
チ
ア
は
壊
さ
れ
る
」
と
見
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
近
代
の
経
験
論
や
科
学
一

般
の
行
き
方
は
、
こ
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
起
源
を
持
つ
と
考
え
た
。
そ
し
て
ど
こ
が
違
う
か
と
い
う
と
、
近
代
の
思
想

は
、
先
に
の
べ
た
よ
う
な
可
ロ
ロ
nm拝。仏

ω
可
件
。
自
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
ト
マ
ス
・
ア

ク
イ
ナ
ス
に
反
対
し
て
、
上
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
モ

l
ゼ
ス
お
ば
あ
さ
ん
の
画
法
の
よ

う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
今
日
の
「
霊
的
な
も
の
」
の
萎
縮
、
表
弱
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
思
想
史
の
発
展
、
或
い
は
退
化
の
過
程
を
振
り
返
っ
て
み
て
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
一
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
か
ら
だ
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い

(
病
気
は
あ
る
が
)
、
理
性
も
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
(
狂
い
は
あ
る

が
〉
、
し
か
し
、
「
霊
的
な
も
の
」
は
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ω同

)

目

立

Z
B
ロ。
5
0
0
M
昨日ロ
m
c
o
Z
(「
霊
を
消
す
な
」
)

と
い
う
言
葉
が
、
先
に
引
用
し
た
第
一
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
個
所
の
す
ぐ
前
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
聖
霊
」
を
言
っ
て
い
る
と
解
釈
さ

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
一
般
に
「
霊
的
な
も
の
」
に
も
妥
当
す
る
。
そ
れ
は
消
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

パ
ウ
ロ
が
「
霊
と
心
と
か
ら
だ
」
と
言
っ
た
三
層
構
造
、
が
人
間
の
本
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
無
く
な
っ
て
無
く
な
ら
な

、
，
.
、
、

B
U
1〈

l
v
z
，

い
さ
さ
か
逆
説
め
い
た
言
い
方
で
し
か
言
え
な
い
事
情
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
或
い
は
そ
れ
が
「
無
く

な
っ
て
い
る
」
と
し
て
そ
れ
を
自
覚
的
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
哲
学
的
な
試
み
が
起
こ
り
、
或
い
は
無
自
覚
的
に
そ
れ
が
「
無

く
な
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
事
態
を
分
析
す
る
社
会
学
的
な
試
み
が
起
こ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
近
代
の
、
と
く
に
ア
ン
グ



ロ
・
ア
メ
リ
カ
の
知
性
が

Z
♀
E
S】

5
8。
ロ
し
か
知
ら
な
い
こ
と
を
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し
て
。
昇
。
-
。
包

g-zm窃
。
ロ
を

回
復
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
社
会
学
者
ピ
l
タ

l

・パ

l
ガ
l
の
有
名
な
書
『
天
使
の
う
わ
さ
』
は
、
近
代
的
知
性
に
見
失

わ
れ
た
「
超
越
」
の
次
元
が
社
会
学
的
に
現
象
し
て
い
る
事
例
を
指
し
示
し
て
い
る
。
ま
た
最
近
は
ま
た
宗
教
ブ
l
ム
と
か
言

い
、
或
い
は
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
流
行
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
「
霊
的
次
元
」
の
存
在
を
暗
示
す
る
も
の
も
あ
る
。
あ
る

い
は
「
深
層
」
と
い
う
言
葉
も
、
近
代
に
お
け
る
理
性
主
義
で
は
処
理
で
き
な
い
次
元
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
流
行
と
い
う

現
象
、
こ
れ
は
社
会
心
理
学
だ
け
で
は
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
近
頃
「
情
報
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
が
、
情
報

の
作
用
範
囲
も
ま
た
、
人
間
の
霊
的
次
元
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
し
に
は
見
極
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
山
本
七
平
氏
の

『
風
の
研
究
』
と
い
う
本
は
、
や
は
り
こ
の
「
霊
的
次
元
」
に
関
わ
る
議
論
で
あ
る
。
「
霊
」
と
は
へ
プ
ル
語
に
お
い
て
も
ギ
リ

シ
ャ
語
に
お
い
て
も
「
風
」
を
意
味
し
「
空
気
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
悪
霊
の
問
題
と
も
関
連
す
る
。

し
か
し
、
そ
の

方
面
の
た
た
か
い
は
混
迷
状
態
と
言
っ
て
よ
い
。

わ
た
し
は
最
近
テ
レ
ビ
で
星
野
富
弘
と
い
う
人
の
特
集
を
み
た
。
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
偉
大
な
力
を
見
た
の
で
あ
る
が
、

霊的なものの回復

ま
た
同
時
に
そ
こ
に
「
霊
的
次
元
」
の
世
界
が
あ
る
こ
と
の
証
明
を
も
見
出
し
た
。
そ
れ
は
ロ

l

マ
の
詩
人
ユ
ウ
ェ
ナ
リ
ス
の

い
う

5
8
ω
ω
ω
岡
高
山
口

g
G。円。
ωmg。
(
健
康
な
精
神
は
健
康
な
肉
体
に
〉
と
い
う
こ
元
構
造
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
次
元
が
あ

り
、
そ
の
次
元
の
働
き
が
、
傷
つ
い
た
肉
体
に
あ
っ
て
精
神
の
健
康
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
。
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4 

聖
学
院
大
学
の
理
念

先
の
引
用
聖
句
に
あ
る
よ
う
に
、
「
霊
と
心
と
か
ら
だ
」

の
三
層
全
体
は
「
守
ら
れ
」
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
「
完
全
に
」

「
守
ら
れ
」
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
な
い
と
、
こ
の
歴
史
の
中
で
、

キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の
前
で
、
そ
れ
は
破
壊
さ
れ
る
可
能

性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
聖
書
の
教
え
は
、
わ
れ
わ
れ
に
今
日
の
文
化
的
・
教
育
的
課
題
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

こ
の
事
情
の
認
識
に
お
い
て
、
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
使
命
を
反
省
し
て
み
た
い
。
も
し
今
日
の
文
化
が
可

ggzι

ω
3
Z
B
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
問
題
と
ど
う
取
り
組
む
か
が
課
題
と
な
る
。

日
本
は
、
西
欧
諸
国
に
お
け
る
可
E
M
g
t。
ロ
と
は

異
な
る
要
素
を
も
そ
れ
に
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
パ
ウ
ロ
が
言
う
「
霊
的
次
元
」
の
欠
落
は
、

日
本
本
来
の
そ
の
次
元
の
欠
落

の
度
合
が
、
西
欧
近
代
思
想
の
影
響
に
よ
っ
て
或
る
種
の
強
化
を
受
け
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
本
に

お
い
て
「
霊
的
な
も
の
」
は
、
壊
れ
た
テ
レ
ビ
の
よ
う
な
も
の
で
、
受
像
さ
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
状
況
を
凝
視
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
今
目
新
し
い
大
学
と
し
て
「
聖
学
院
大
学
」
を
構
想
す
る
に
当
た
っ
て
、
議
論

を
経
た
後
で
で
あ
る
が
、
あ
え
て
「
霊
的
」
(
引
用
に
は
傍
点
を
附
し
た
)
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。
「
聖
学
院
大
学
の
理
念
」

に
お
い
て
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

本
大
学
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
基
づ
き
、
自
由
と
敬
度
の
学
風
に
よ
っ
て
、
真
理
を
探
求

し
、
霊
的
次
元
の
成
熟
を
柱
と
し
た
全
体
的
な
人
間
形
成
に
努
め
、
人
類
世
界
の
進
展
に
寄
与
せ
ん
と
す
る
者
の
学
術
研

1 



究
と
教
育
の
文
化
共
同
体
で
あ
る
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
は
、
特
に
近
代
世
界
の
成
立
と
展
開
に
独
特
な
貢
献
を
果
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ゆ

え
ま
た
、
現
代
社
会
に
お
い
て
固
有
な
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
本
大
学
は
真
剣
な
学
術
研
究
と
生
き
た
教
育
、
霊
的
強
化

3 と
を
通
し
て
、
こ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
現
代
文
化
に
対
す
る
責
任
と
い
う
世
界
史
的
課
題
を
大
学
形
成

に
お
い
て
遂
行
し
、
希
望
あ
る
世
界
の
形
成
に
寄
与
せ
ん
と
す
る
。

教
授
は
、
福
音
的
自
由
と
真
理
へ
の
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
、
学
問
的
探
求
に
鋭
意
努
力
し
、
そ
の
研
究
と
教
育
を
通

し
て
、
時
代
の
課
題
に
積
極
的
に
応
え
つ
つ
、
新
し
い
世
代
の
知
的
、
実
践
的
、
霊
的
次
元
で
の
育
成
に
努
め
、
本
大
学

8 9 の
精
神
、
学
問
、
伝
統
の
確
立
と
継
承
、
お
よ
び
新
た
な
創
造
に
努
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

学
生
は
、
知
的
、
実
践
的
の
み
な
ら
ず
霊
的
次
元
に
お
い
て
成
熟
し
、
か
つ
専
門
の
学
問
の
研
讃
と
そ
の
応
用
力
の

修
得
に
努
め
、
現
代
社
会
の
課
題
に
取
り
組
み
、
明
日
の
社
会
を
担
い
得
る
教
養
と
良
識
と
を
身
に
つ
け
、
豊
か
で
個
性

的
な
人
格
形
成
に
努
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

た
「
決
断
」
で
も
あ
っ
た
。
何
か
文
化
的
・
教
育
的
な
戦
場
に
赴
く
よ
う
な
決
断
で
あ
っ
た
。

し
か
し
思
う
に
こ
の
よ
う
な
課

霊的なものの回復

以
上
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
「
霊
的
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
時
代
認
識
に
基
づ
い

題
は
、
新
設
大
学
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
大
学
、
諸
学
校
の
、
回
避
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
思

う
。
そ
の
時
必
要
な
こ
と
は
、
こ
の
「
戦
場
」
の
状
況
を
正
確
に
把
握
し
、
そ
れ
に
対
処
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
わ
た
し
は
、
神
学
の
必
要
と
そ
れ
へ
の
習
熟
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
明
治
の
帝
国
大
学
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け
る
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可
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弓
2
0
5〉
の
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で
形
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受
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で
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は
、
こ
の
問
題
の
認
識
も
で
き
な
い
し
、
そ
れ
故
そ
の
問
題
と
取
り
組
む
こ
と
も
で
き
な
い
。

し
か
も
残
念
な
が
ら
神
学
に
い

ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
認
識
し
、
そ
の
関
係
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
わ
た
し
は
、
東
神
大
の
学
長
の

ル
」
お
C
、
キ
リ
ス
ト
教
諸
学
校
が
東
神
大
と
結
び
つ
く
こ
と
の
必
要
を
、
賛
助
会
の
組
織
強
化
と
い
う
仕
方
で
訴
え
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
寄
付
集
め
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
に
解
消
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
む
し
ろ
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の

使
命
達
成
の
た
め
の
大
勢
を
自
覚
的
に
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
先
ず
、

キ
リ

ス
ト
教
学
校
な
る
が
故
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
、

キ
リ
ス
ト
教
学
校
な
る
が
故
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
に
対

し
て
、
正
し
く
見
、

か
つ
対
処
す
る
た
め
で
あ
る
。
霊
的
次
元
と
の
取
り
組
み
は
、
と
り
わ
け
「
神
学
」

の
課
題
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
現
代
文
明
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
歴
史
的
位
置
と
意
義
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
自
覚
し
、
そ

し
て
課
題
と
取
り
組
む
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5 

「
自
由
の
伝
統
」

の
継
承
と
「
霊
的
次
元
」

の
回
復

第
一
に
言
っ
た
こ
と
は
、
言
わ
ば
思
想
史
的
な
自
己
理
解
で
あ
る
。
別
様
に
言
え
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
学
校
な
る
が
故
に
背
負

っ
て
い
る
「
伝
統
」
を
は
っ
き
り
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
学
校
は
大
変
な
文
化
的
遺
産
相
続
人
で
あ
る
。
東
神

大
に
今
度
図
書
館
が
新
設
さ
れ
た
が
、
図
書
館
と
は
そ
れ
を
文
書
貯
蔵
と
い
う
具
体
的
形
態
に
お
い
て
表
し
て
い
る
も
の
で
あ



る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

い
ろ
い
ろ
な
仕
方
で
キ
リ
ス
ト
教
学
校
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
」
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
第
一
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
的
に
は
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
の
関
係
、
教
派
的
背
景
で
あ
り
、

ま
た
大
き
く
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
キ
リ
ス
ト
教
に
繋
が
り
、
あ
る
い
は
、

キ
リ
ス
ト
教
、
ま
た
旧
約
聖
書
を
も
つ
こ
と
に
よ

っ
て
ユ
ダ
ヤ
教
と
の
か
か
わ
り
に
ま
で
至
る
壮
大
な
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
受
け
継
い
で
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
伝
統
は
、
継
承
の
主
体
な
し
に
は
存
続
で
き
な
い
。
そ
の
継
承
の
主
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校

に
お
い
て
確
立
さ
れ
、
そ
し
て
明
確
に
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
理
事
会
、
教
授
会
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
機
能
に
お
い
て
、

重
要
な
担
い
手
に
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
担
い
手
に
な
る
の
は
、
そ
の
伝
統
の
理
解
者
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
ょ
う
ど

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
「
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ア
」
が
そ
の
伝
統
の
担
い
手
と
し
て
要
求
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
体
制
の
強
弱
は
と

も
か
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
そ
の
種
の
担
い
手
の
形
成
と
確
立
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
「
伝
統
の
継
承
」
と
い
う
意
識
が
な
く
、
そ
の
「
自
由
」
を
誤
解
し
、

か
え
っ
て
「
肉
の

働
く
機
会
」
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
主
体
の
確
立
な
し
に
、
今
日
キ
リ
ス
ト
教
学
校
が
戦
う
べ
き
戦
場
に

出
て
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
伝
統
の
生
き
た
継
承
者
が
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
コ

l
ド」

霊的なものの回復

問
題
の
よ
う
な
律
法
的
な
対
処
が
出
て
く
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
状
況
で
は
、
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
コ

l
ド
」
は
、
第
二
テ
サ
ロ

ニ
ケ
二
章
七
節
の
「
阻
止
し
て
い
る
者
」
と
い
う
よ
う
な
役
割
を
も
っ
故
に
、
こ
れ
以
上
の
崩
壊
を
阻
止
し
、
キ
リ
ス
ト
教
学

校
の
再
建
へ
と
転
向
す
る
機
会
を
掴
む
た
め
に
も
、
必
要
な
制
度
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
「
自
由
の
伝
統
」
は
、
そ
の
「
白

由
」
の
価
値
を
知
る
生
き
た
本
物
の
継
承
者
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
生
き
た
伝
統
継
承
は
、

キ
ャ
ン
パ
ス
内
で

131 



|
|
教
授
で
あ
れ
職
員
で
あ
れ
ー
ー
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
と
い
う
出
来
事
が
継
続
的
に
起
こ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
立
証
さ

132 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
コ
ー
ド
」
が
律
法
で
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教
的
生
命
力
の
し

る
し
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
主
体
の
確
立
と
関
連
し
て
、
も
う
一
度
キ
リ
ス
ト
教
学
校
が
受
け
継
い
で
い
る
伝
統
の
内
容
は
何
か
と
い
う

こ
と
を
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
「
自
由
の
伝
統
」
と
呼
ん
で
き
た
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
「
霊

的
」
と
い
う
時
、
そ
れ
は
何
か
オ
カ
ル
ト
的
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
パ
ウ
ロ
が
人
聞
を

「
霊
と
心
と
か
ら
だ
」
と
に
三
分
法
で
捉
え
た
、
そ
の
「
霊
」

の
次
元
と
は
、
「
自
由
」

の
次
元
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
理
性
の

背
後
、
理
性
の
上
方
に
あ
る
次
元
で
あ
る
。
理
性
も
肉
体
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
高
次
の
次
元
で
あ
る
。

そ
の
次
元
で
「
自
由
」
が
実
現
さ
れ
、
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
人
間
を
束
縛
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
根
底
に

あ
る
究
極
的
な
束
縛
か
ら
の
解
放

(
H
自
由
)

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
は
、
死
か
ら
の
解
放
と
し
て
の
復
活
に
対
応
し
て

お
り
、
そ
れ
故
復
活
信
仰
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
、
ま
た
確
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

聖
書
が
「
聖
霊
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
霊
的
」
次
元
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
述
べ
た
そ
の
よ
う
な

解
放
が
聖
霊
の
経
験
な
の
で
あ
る
。
単
な
る
生
得
的
能
力
で
は
な
い
。
生
得
的
宗
教
性
で
は
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
を
「
情
操
」

(
感
情
の
う
ち
、
道
徳
的
、
芸
術
的
、
宗
教
的
な
ど
の
社
会
的
価
値
を
も
っ
た
複
雑
で
高
次
な
も
の

l
l広
辞
苑
〉
と
い
う
の

も
駿
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
内
容
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
聖
霊
に
よ
っ
て
人
聞
が
も
つ
こ
と
に

な
る
「
信
仰
」
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
信
仰
」
は
、
「
信
心
」

の
よ
う
な
宗
教
性
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
聞
が
そ



の
生
得
の
能
力
で
造
り
だ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
が
そ
の
生
得
の
能
力
を
発
揮
し
て
獲
得
し
た
状
態
で
は
な
く
、

人
聞
が
受
容
し
た
解
放
の
経
験
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
を
自
分
か
ら
解
放
で
き
な
い
。
人
間
は
、
外
か
ら
牢
獄
の
鍵
が
開
け
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
外
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
か
ら
、
或
い
は
上
か
ら
、
来
臨
す
る
自
由
、
我
を
超

え
る
、
我
が
も
の
と
は
思
え
ぬ
自
由
、
人
聞
が
自
分
の
自
由
を
も
っ
て
は
自
分
を
解
放
で
き
な
い
最
後
に
残
っ
た
束
縛
か
ら
の

究
極
的
な
自
由
、
そ
れ
は
上
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
た
し
か
に
人
間
に
お
け
る

自
由
を
確
か
め
、
強
め
、
自
由
を
共
通
の
文
化
的
財
産
の
よ
う
に
客
観
化
し
、

い
わ
ば
社
会
資
本
の
よ
う
な
文
化
価
値
と
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
価
値
と
し
て
の
「
自
由
の
伝
統
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
認

識
し
た
上
な
ら
ば
、
「
情
操
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
を
浅
薄
に
宗
教
的
情
操
教
育
と

言
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
今
日
キ
リ
ス
ト
教
学
校
が
、
そ
の
使
命
を
自
覚
し
、
現
代
の
問
題
に
取
り
組
む
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
文
化
価
値
を
、
そ
の
形
成
の
過
程
に
お
い
て
歴
史
的
に
認
識
し
、
ま
た
そ
の
形
成
力
の
根
源
を
神
学
的
に
捉
え
直

さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
次
元
が
未
熟
で
あ
る
た
め
、
今
や
科
学
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
増
大
さ
れ
た
外
的
「
自
由
」
が
洪
水
の
よ
う
に
世
界
を

押
し
流
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
現
代
は
、
肉
的
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
か
え
っ
て

「
霊
的
」
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
霊
的
な
次
元
を
捉
え
そ
こ
に
正
し
く
生
き
る
こ
と
の
訓
練
な
し
に
、
霊
的
に
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
悪
い
意
味
で
、

い
ろ
い
ろ
「
霊
的
」
な
も
の
に
捉
え
ら
れ
や
す
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
次
元
は
、
未
熟
な
ま
ま
、
各
種
の
霊
的
な
活
動
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
今
日
の
問
題
は
、
結
局
は
「
自
由
の
問
題
」
な
の

霊的なものの回復133 



で
あ
る
。
霊
的
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
と
取
り
組
む
の
は
、
こ
の
次
元
に
お
い
て
成
熟
し
た
者
で
あ
り
、
ま
た
霊
的
に
成

134 

熟
し
た
者
を
養
う
教
育
機
関
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
成
熟
は
、

た
だ
「
自
由
の
伝
統
」

の
正
し
い
継
承
と
い
う
仕
方
で

の
み
起
こ
る
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
可
能
性
は
な
い
。
ま
た
「
自
由
の
伝
統
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
、
言
わ
ば

無
手
勝
流
で
そ
の
課
題
に
取
り
組
め
る
も
の
で
も
な
い
。
無
手
勝
流
に
は
塚
原
卜
伝
の
い
わ
ゆ
る
賢
明
な
戦
い
の
意
味
も
あ
る

が
、
辞
書
に
よ
れ
ば
最
後
に
「
師
伝
に
よ
ら
ず
自
分
で
勝
手
に
定
め
た
流
儀
、
自
己
流
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
も
キ
リ

ス
ト
教
学
校
は
こ
の
種
の
自
己
流
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
く
に
そ
れ
が
「
キ
リ
ス
ト
教
学
」
や
「
聖
書
学
」
の
教

育
に
で
て
い
る
。
先
に
戦
場
に
赴
く
と
い
う
た
と
え
話
し
を
し
た
が
、
そ
こ
で
重
要
な
の
は
「
決
断
」
と
か
「
判
断
」
と
か
で

あ
る
。
戦
後
キ
リ
ス
ト
教
学
校
は
発
展
し
て
い
た
が
、
も
し
キ
リ
ス
ト
教
学
校
が
現
代
社
会
で
果
た
す
べ
き
よ
き
た
た
か
い
を

戦
う
た
め
に
も
、
特
に
そ
の
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
携
わ
る
責
任
者
た
ち
は
、
こ
の
「
自
由
の
伝
統
」

の
継
承
者
と
し

て
、
そ
の
伝
統
を
ど
う
生
か
す
か
を
基
本
に
お
い
て
判
断
し
、
決
断
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
う
で
な
く
、
自

己
流
に
伝
統
を
生
か
さ
な
い
形
で
そ
う
す
る
、

つ
ま
り
無
手
勝
流
に
な
る
、
そ
し
て
そ
の
力
を
失
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

む

す

び

は
じ
め
の
問
題
に
立
ち
戻
り
、
現
代
世
界
の
今
日
的
な
問
題
は
、
そ
の
霊
的
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
取
り
組

む
の
は
、

た
ん
な
る
暖
昧
な
宗
教
性
と
か
、
宗
教
的
情
操
と
か
で
は
な
く
、
あ
の
グ
ラ
ン
マ
・
モ

l
ゼ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
「
上



か
ら
」
始
め
、
「
聖
霊
に
よ
っ
て
」
健
全
化
さ
れ
た
霊
的
な
力
を
も
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
創
世
記
に
あ
る
よ
う
に
、

人
聞
が
神
か
ら
息

(
H
霊
一
)
を
吹
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
生
き
る
者
」
(
創
世
記
二
・
七
)
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

今
日
に
も
妥
当
す
る
真
理
で
あ
る
と
思
う
。

ア
ッ
プ
ダ
イ
ク
の
言
う
尖
塔
の
あ
る
光
景
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
キ
ャ
ン

パ
ス
に
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
今
日
の
社
会
や
人
間
に
お
け
る
霊
的
次
元
の
切
除
さ
れ
た
状
態
、

〈可

g
g
z。
ロ
。
同

ω巳
出
回
。
。
仏
〉
、
〈
可

5
3件。己
ω
3
g
g〉
か
ら
の
回
復
、
が
、

キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
特
別
の
使
命
と
な
る
と
思
う
。

今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
は
、
そ
の
よ
う
な
重
大
な
課
題
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
所
感
で
あ
る
。

(
キ
リ
ス
ト
教
学
校
教
育
同
盟
関
東
部
会
で
の
講
演
原
稿

松
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