
は
じ
め
に

こ
の
「
身
心
変
容
技
法
」
の
研
究
会
で
扱
わ
れ
て
い
る
多

様
な
実
践
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
陶
酔
／
覚
醒
と
い
う

対
語
で
色
分
け
す
る
と
、
時
間
的
、
段
階
的
、
次
元
的
な
変

化
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
特
徴
が
際
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
、

思
い
つ
い
た
。

た
と
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
た
『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
の

八
支
則
の
う
ち
、
後
半
の
四
つ
、
プ
ラ
テ
ィ
ヤ
ハ
ー
ラ
（
制

感
）、
ダ
ー
ラ
ナ
ー
（
凝
念
）、
デ
ィ
ヤ
ー
ナ
（
静
慮
）、
サ
マ

ー
デ
ィ
（
三
昧
）
も
、
陶
酔
／
覚
醒
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
ど

れ
に
も
二
つ
の
成
分
が
含
ま
れ
、
互
い
に
衝
突
し
た
り
交
替

し
た
り
、
あ
る
い
は
浸
透
し
た
り
相
乗
し
た
り
し
て
、
段
階

的
、
ラ
セ
ン
的
、
反
復
的
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、

身
心
変
容
の
体
験
は
、
通
常
の
意
識
で
は
陶
酔
し
つ
つ
、
高

次
の
意
識
は
覚
醒
し
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
、
複
数
の
意

識
層
で
、
陶
酔
／
覚
醒
が
並
行
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

1
永
遠
の
哲
学・宗
教
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

日
常
と
い
う
出
発
点
か
ら
究
極
の
到
達
点
（
が
あ
る
と
し

て
）
ま
で
を
説
く
、
い
わ
ゆ
る
「
永
遠
の
哲
学
」
を
読
み
直

し
て
、
身
心
の
変
容
に
、
陶
酔
／
覚
醒
が
ど
う
か
ら
ん
で
い

る
か
、
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
現
代
に
お
け
る
「
永
遠
の
哲

学
」
の
代
弁
者
の
一
人
、
ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
初
期
の

『
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
、「
心
的
成
長
は
ア
ー

ト
マ
ン
を
目
指
す
」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
中
期
の
『
統
合

心
理
学
へ
の
道
』
で
は
、
永
遠
の
哲
学
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
大

文
字
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
が
「
す
べ
て
の
発
達
と
進
化
の
到
達

点
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
す
べ
て
の
基
盤
」
と
い
う
超
越

と
内
在
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
あ
り
、
基
盤
か
ら
到
達
点
に
至

る
の
が
「
永
遠
の
哲
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
あ
る
と
述
べ

て
い
た
。
宗
教
を
水
平
的
／
垂
直
的
に
大
別
し
た
ウ
ィ
ル
バ

ー
に
お
い
て
、「
永
遠
の
哲
学
・
宗
教
」
に
か
か
わ
る
の
は
、

垂
直
的
な
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
「
質
的
な
深
度
」
は
、
真
正

性
（
本
格
性
）（authenticity

）
で
測
ら
れ
た
。
瞑
想
実
践
者
と

し
て
の
ウ
ィ
ル
バ
ー
が
、
技
法
と
と
も
に
説
い
て
い
る
と
こ

ろ
は
、「
永
遠
の
宗
教
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
に
即
し
て
、
垂
直
的
宗
教
の
理
想
的
な

プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
を
描
き
分
け
る
こ
と
は
、
多

少
と
も
行
な
っ
た
の
で1

、
今
回
は
や
や
古
い
、
オ
ル
ダ
ス
・

ハ
ク
ス
リ
ー
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
、
あ
ま
り
追
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
読
み
分
け

て
み
た
い
。

ハ
ク
ス
リ
ー
の
『
永
遠
の
哲
学
』
は
、
古
今
東
西
の
瞑
想

や
祈
り
の
達
人
た
ち
の
証
言
を
編
集
、
解
説
し
た
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
で
あ
り
、
諸
宗
教
の
原
典
に
当
た
る
能
力
の
な
い
者
に
、

「
全
世
界
の
各
宗
教
に
共
通
す
る
最
高
の
因
子
」
の
見
取
り
図

を
提
供
し
よ
う
と
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
ハ
ク
ス
リ
ー
は

冒
頭
で
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
内
在
す
る
と
と
も
に
そ
れ
を
超

越
し
て
い
る
「
根
拠
」、「
神
的
な
『
現
実
』」
が
あ
り
、
人
間

身
心
変
容
に
お
け
る
陶
酔
と
覚
醒　
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は
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
「
永
遠
の
哲

学
」
の
最
大
公
約
数
だ
と
定
式
化
し
、
そ
れ
を
リ
ア
ル
に
知

る
こ
と
を
「
合
一
（
的
な
）
知
（unitive knowledge

）」
と
呼

ん
だ2

。
用
語
に
つ
い
て
、
邦
訳
で
は
、translation

に
変
身
・
革

命
・
改
造
・
変
形
・
変
貌
な
ど
の
訳
語
が
当
て
ら
れ
、
類
語

と
し
て
、
変
革
・
修
正
（m

odification

）、
変
身

（transfiguration

）、
改
革
（am

elioration

）、
な
ど
が
多
用
さ
れ

て
お
り
、「
変
容
」
の
訳
語
は
な
い
が3

、
一
〇
年
ほ
ど
の
ち
の

『
知
覚
の
扉
』
で
は
、transform

ation
と
そ
の
訳
語
「
変
容
」

が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る4

。
ハ
ク
ス
リ
ー
を
身
心
変
容

論
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
的
外
れ
で
は
な
い
。

ハ
ク
ス
リ
ー
の
特
徴
は
、「
終
極
の
境
地
に
到
達
す
る
た
め

の
…
…
具
体
的
な
方
法
は
あ
ま
り
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
」
と

い
う
解
説
ど
お
り
、
出
発
点
と
到
達
点
と
の
間
を
つ
な
ぐ
「
技

法
」
に
は
あ
ま
り
関
心
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。『
知
覚

の
扉
』
で
は
、
そ
れ
を
メ
ス
カ
リ
ン
と
い
う
薬
物
が
つ
な
い

で
い
る
。
じ
っ
さ
い
、「
魂
が
『
実
在
』
と
の
合
一
知
に
達
す

る
」
の
は
、「
像

イ
メ
ー
ジを
抱
か
ず
に
行
な
う
（im

ageless

）
観
照
」

に
よ
っ
て
で
あ
り
、「
シ
ン
ボ
ル
が
少
な
い
ほ
ど
い
い
」
と
い

う
よ
う
に
、
ハ
ク
ス
リ
ー
は
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
活
用
を
含
む

技
法
一
般
、
多
彩
な
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
な
い
。
他
方
、「
神

を
包
括
的
に
知
ろ
う
…
…
世
界
内
に
お
い
て
も
実
感
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
誘
惑
や
気
散
じ
は
避
け
て
は
な
ら
ず
、

…
…
進
歩
の
た
め
の
機
会
と
し
て
…
…
神
聖
な
活
動
と
な
る

よ
う
に
そ
れ
を
変
形
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
よ
う

に
、
日
常
は
重
視
す
る5

。

2
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
危
険

目
的
地
に
至
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
が
あ
る
。
カ
ト
リ

ッ
ク
で
は
、「
活
動
」
と
「
観
照
」
が
大
別
さ
れ
、
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
で
は
、「
仕
事
の
道
」「
知
識
の
道
」「
信
仰
の
道
」
が
説

か
れ
た
。
二
つ
に
せ
よ
三
つ
に
せ
よ
、「
道
徳
上
の
行
動
と
霊

知
と
の
関
係
は
い
わ
ば
円
環
状
で
、
相
互
作
用
的
」、
か
つ
そ

の
「
循
環
過
程
が
際
限
な
く
続
く
」
と
あ
る
と
お
り
、
こ
れ

ら
は
相
乗
的
で
あ
る
。
そ
し
て
ど
の
道
を
辿
る
に
せ
よ
、「
精

神
ま
た
は
霊
の
辿
る
道
は
、
両
側
に
深
淵
が
口
を
開
い
て
い

る
…
…
片
側
に
は
単
な
る
棄
却
と
逃
避
の
…
…
反
対
側
に
は

…
…
受
け
容
れ
て
享
受
す
る
だ
け
」
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
に

固
有
の
危
険
が
伴
う6

。
こ
れ
は
「
霊
的
暴
力
」
と
い
う
主
題

に
ほ
か
な
ら
ず
、
以
下
は
、
そ
の
ハ
ク
ス
リ
ー
な
り
の
整
理

で
あ
る
。

2-

1　

信
仰
・
知
識

そ
の
ま
ま
で
す
で
に
救
わ
れ
て
い
る
、
す
で
に
神
的
な
根

拠
と
一
つ
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
何
も
し
な
く
て
よ
い
、
さ

ら
に
は
何
で
も
好
き
な
こ
と
を
し
て
よ
い
、
と
い
う
、「
永
遠

の
哲
学
」
の
異
端
思
想
や
、
信
仰
さ
え
あ
れ
ば
道
徳
律
に
従

う
必
要
は
な
い
、
と
す
る
信
仰
至
上
主
義
（antinom

ianism

）

が
、
古
今
東
西
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
立
場
は
、
な

ぜ
苦
行
や
瞑
想
、
信
仰
や
儀
礼
が
必
要
か
と
い
う
問
い
に
は
、

答
え
な
い
。

霊
的
意
識
の
レ
ベ
ル
で
は
す
で
に
、「
私
た
ち
は
神
の

『
根グ

ラ
ウ
ン
ド拠
』
と
い
う
も
の
に
対
す
る
合
一
的
な
知
識
を
有
し
て
い

る
…
…
そ
の
知
識
そ
の
も
の
で
も
あ
る
」
と
あ
え
て
主
張
す

る
に
は
、
か
な
り
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。「
万
物
は
神
で
、
神
は
万
物
で
あ
る
と
い
う
単
に
知
的

な
、
実
感
さ
れ
て
い
な
い
理
論
を
…
…
実
際
面
に
応
用
す
る

と
ど
う
い
う
結
果
に
な
る
か
…
…
悲
惨
な
結
果
…
…
陰
惨
な

話
が
私
た
ち
に
警
告
」
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
科
学
で
も
問

わ
れ
る
宇
宙
の
発
生
、
生
命
の
発
生
、
意
識
の
発
生
、
知
性

の
発
生
と
い
っ
た
先
端
科
学
の
探
究
は
、
万
物
に
内
在
し
つ

つ
超
越
し
て
い
る
「
根
拠
」
と
い
う
『
永
遠
の
哲
学
』
の
前

半
部
分
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
あ
る
。
ハ
ク
ス
リ
ー
も
、

「
下
は
原
子
か
ら
、
上
は
…
…
精
神
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る

個
体
は
…
…
絶
対
神
の
光
線
が
、
同
じ
絶
対
神
の
創
造
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
分
化
し
た
被
造
放
射
物
の
一
つ
と
出
会
う
点
と
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る7

。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
教
え
や
知
識
を
耳
に
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
合
一

知
」
の
体
現
者
、
表
現
者
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
頂
点
的

な
知
識
や
信
仰
を
、
そ
の
ま
ま
行
動
に
移
し
て
よ
い
の
は
、
頂

点
的
な
達
人
の
み
で
あ
る
。

2-

2　

観
照
・
瞑
想

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
観
照
や
瞑
想

も
、
落
と
し
穴
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
初
歩
の
段
階
で
、「
最
高

の
も
の
で
は
な
い
対
象
に
向
か
っ
て
一
点
集
中
式
に
観
照
を

行
な
う
の
は
、
危
険
な
偶
像
崇
拝
に
な
り
か
ね
な
い
」
し
、
ス

テ
ー
ジ
が
進
ん
で
「
外
面
的
」
な
実
践
が
放
棄
さ
れ
「
内
な

る
光
へ
の
集
中
」
が
追
及
さ
れ
る
と
、「
静
寂
主
義

（quietism

）」
や
「
道
徳
律
廃
棄
主
義
（antinom

ianism

）」
に

陥
る
危
険
が
あ
る8

。

2-

3　

苦
行

ハ
ク
ス
リ
ー
は
、
苦
行
そ
の
も
の
は
常
に
批
判
し
て
い
る
。

苦
行
は
、「
剃
刀
の
刃
を
行
く
が
ご
と
く
に
危
険
に
満
ち
て

…
…
片
側
に
は
自
己
中
心
的
な
耐
乏
や
苦
行
と
い
う
陥
穽
が
、

他
の
側
に
は
何
ご
と
も
気
に
か
け
ぬ
寂
静
の
態
度
と
い
う
危

険
地
帯
」
が
あ
る
。
苦
行
者
は
、「
傲
慢
…
…
嫉
妬
…
…
怒
り

…
…
残
酷
さ
…
…
無
愛
」
な
ど
を
伴
い
、
一
般
人
よ
り
も
「
は

な
は
だ
し
く
悪
い
場
合
が
多
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
根
本
原
因
は
、「
自
己
中
心
」
的
な
こ
と
で
あ
り
、「
禁
欲
」

「
修
行
」
で
得
ら
れ
る
の
は
、「
解
脱
で
は
な
く
…
…
い
わ
ゆ
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る
『
心
霊
』」
能
力
な
の
で
あ
る9

。 
2-
4　

儀
礼
、組
織

儀
式
主
義
の
弊
害
に
つ
い
て
は
、
随
所
で
批
判
さ
れ
る
。

と
く
に
「
組
織
化
さ
れ
た
聖
餐
本
位
の
宗シ

ス

テ

ム

教
体
系
に
内
在
す

る
弊
害
」
は
、
儀
式
や
聖
餐
が
、「
霊
力
が
魅
惑
的
な
心
霊
宇

宙
か
ら
肉
体
化
さ
れ
た
自
己
の
宇
宙
へ
と
流
れ
通
る
水
路
」

と
な
っ
て
、
参
加
す
る
人
の
自
己
拡
大
を
促
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
「
人
を
解
脱
の
道
か
ら
逸
ら
せ
て
し
ま
う
可
能
性
」
が

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
「
権
力
を
僧
侶
階
級
に
与
え

る
」
こ
と
で
あ
る
。

組
織
的
儀
式
に
反
対
す
る
ハ
ク
ス
リ
ー
も
、
そ
こ
に
一
定

の
「
部
分
的
効
能
」
が
あ
る
こ
と
は
認
め
る
。
儀
式
、
秘
蹟
、

祭
典
は
、
そ
こ
で
象
徴
化
さ
れ
た
対
象
が
、「
神
的
な
『
実

在
』
の
一
面
」
で
あ
り
、
世
界
と
そ
の
「
神
的
な
『
根
拠
』」

と
の
関
係
を
「
考
え
さ
せ
る
」
と
き
に
は
、
価
値
が
あ
る
。
旧

約
の
預
言
者
た
ち
が
口
を
揃
え
て
「
儀
式
主
義
に
反
対
」
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
で
儀
式
が

執
り
行
な
わ
れ
続
け
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人

が
、
瞑
想
や
観
照
に
よ
る
「
霊
性
や
解
脱
」
よ
り
も
、
儀
式

の
与
え
る
「
感
情
的
な
満
足
」「
超
常
能
力
」「
部
分
的
に
救

わ
れ
る
こ
と
」
を
求
め
た
こ
と
、
も
う
一
つ
に
は
、「
霊
性
や

解
脱
に
至
る
う
え
で
自
分
に
と
っ
て
最
も
効
果
の
あ
る
手
段

は
儀
式
」
で
あ
る
人
々
が
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず

れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
「
儀
式
を
重
ん
じ
る
過
度
の
戒
律

主
義
」
は
、「
永
遠
の
哲
学
」
に
お
い
て
は
低
価
値
な
「
人
格

神
」
の
観
念
に
由
来
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
組
織
化
さ
れ
な
い
、
生
活
の
中
で
の
儀
礼
に

は
、
む
し
ろ
積
極
的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。「
生
活
全
体
が

本
人
に
よ
っ
て
一
種
の
絶
え
ま
な
い
儀
式
」
と
な
り
、「
自
分

の
行
動
も
聖
餐
」
と
し
て
行
な
い
、「
い
か
な
る
物
体
も
す
べ

て
世
界
の
永
遠
な
る
『
根
拠
』
の
一
象
徴
」
と
見
な
す
、
そ

の
よ
う
な
霊
的
生
活
は
、「
事
物
が
象
徴
で
、
行
為
が
秘
蹟
で

あ
る

0

0

と
い
う
こ
と
を
、
意
識
的
に
想
い
出
す
」
こ
と
に
つ
な

が
る
か
ら
で
あ
る10

。
こ
の
よ
う
に
、
儀
式
の
基
準
も
、
究
極

の
目
的
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
妨
げ
る

か
ど
う
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
か
れ
る
。

2-

5　

自
我
愛

「
自
己
」
と
「
自
我
」
は
、
区
別
さ
れ
る
と
き
も
あ
る
が
、

引
用
文
と
の
関
係
で
、
流
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
価
値
が

高
い
の
は
、
大
き
く
開
か
れ
た
永
遠
の
自
己
で
あ
り
、
小
さ

く
閉
じ
ら
れ
た
束
の
間
の
自
我
で
は
な
い
。
終
極
の
目
的
で

あ
る
、
個
別
の
魂
と
「
根
拠
」
と
の
合
一
の
条
件
は
、
個
人

の
欲
望
を
消
す
こ
と
、
従
順
で
あ
る
こ
と
、
行
為
の
結
果
に

無
関
心
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
自
我
を
去
る
こ
と
に
お
か
れ
、
信

仰
や
儀
礼
、
さ
ら
に
は
瞑
想
や
祈
り
も
、
そ
れ
に
添
う
か
ど

う
か
と
い
う
基
準
で
、
判
定
さ
れ
る
。

神
的
な
「
根
拠
」
を
分
有
す
る
生
命
を
救
い
出
し
、「
あ
る

も
の
に
到
達
す
る
」
た
め
に
は
、「
自
我
中
心
的
な
生
命
を
失

う
」
こ
と
、「
自
己
否
定
…
…
自
己
滅
却
…
…
自
己
を
死
な
せ

る
こ
と
」
が
不
可
欠
で
あ
り
、「
自
己
」
を
垣
間
見
る
こ
と
、

「
無
我
、
無
執
着
、
無
関
心
、
単
純
」
が
必
要
で
あ
る
。
あ
る

い
は
、
利
害
を
離
れ
た
愛
が
、
充
分
に
強
烈
と
な
る
と
き
、

「
知
は
合
一
的
な
知
と
な
っ
て
無
謬
性
を
帯
び
る
」
の
に
対
し

て
、「
偏
見
に
捉
わ
れ
た
自
己
」
は
部
分
的
で
歪
ん
だ
知
し
か

も
て
ず
、「
感
覚
的
な
愛
」
は
「
合
一
に
至
る
道
で
最
後
の
障

害
と
な
る
あ
の
自
我
を
強
め
る
」。
同
様
に
、「
我
意
、
利
己

心
、
自
己
中
心
的
な
考
え
方
、
願
望
や
想
像
」
な
ど
を
消
し

去
る
の
が
「
最
良
の
修
行
」
で
あ
る11

等
々
が
、
繰
り
返
し
説

か
れ
る
。

2-

6　

心
霊
的
な
る
も
の

以
上
、
ハ
ク
ス
リ
ー
が
『
永
遠
の
哲
学
』
で
主
題
化
し
、
整

理
し
て
い
る
危
険
を
概
観
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
ハ
ク
ス

リ
ー
が
随
所
で
言
及
し
な
が
ら
、
自
覚
的
に
主
題
化
し
て
い

な
い
こ
と
を
、
あ
え
て
読
み
こ
ん
で
み
た
い
。

ハ
ク
ス
リ
ー
は
、
同
時
代
に
お
け
る
心
霊
研
究
の
第
一
人

者
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
哲
学
者
C
・
D
・
ブ
ロ
ー
ド
を

参
照
し
て
、「
心
霊
的
（psychic

）」
と
い
わ
れ
る
現
象
の
事
実

性
と
、
そ
の
パ
ワ
ー
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
弊
害
に
随
所
で

説
き
及
ん
で
い
る
。
儀
礼
、
儀
式
、
聖
餐
式
は
た
だ
の
形
式

で
は
な
く
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
シ
ン
ボ
ル
は
、「
崇
拝
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
力
の
場
の
い
く
つ
か
の
中
心
…
…

持
続
す
る
渦
巻
き
（vortex

）
…
…
精
神
的
な
媒
体
（psychic 

m
edium

）」
と
な
る
の
で
あ
り
、「
心
霊
術
に
夢
中
に
な
る
こ

と
」
は
、「
真
の
霊
性
へ
の
道
の
大
き
な
障
害
」
に
な
る
の
で

あ
る12

。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
や
や

心
霊
研
究
に
立
ち
入
っ
た
説
明
が
、
随
所
に
出
て
く
る
。「
敬

虔
な
信
徒
た
ち
の
体
験
す
る
恩
寵
の
多
く
」
は
、「
憧
憬
お
よ

び
想
像
の
（
当
人
と
他
の
人
た
ち
と
の
）
行
為
が
繰
り
返
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
心
霊
能
力
の
渦
巻
き
」
か
ら
礼

拝
者
に
は
ね
返
っ
て
く
る
人
間
的
な
恩
寵
」
で
は
な
い
か
。
儀

式
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、「
霊
媒
（
心
霊
媒
体
）（psychic 

m
edeium

）」
の
心
の
「
非
人
格
的
な
下
層
部
の
枠
内
で
、
比

喩
的
に
渦
巻
き
と
い
う
形
で
考
え
て
も
よ
い
何
か
が
、
独
立

し
た
存
在
と
し
て
継
続
し
つ
づ
け
…
…
こ
の
投
射
さ
れ
た
心

霊
実
体
（projected psychic entity

）
は
…
…
客
観
性
を
有
し

…
…
「
外
に
」
実
在
」
す
る
に
至
る
の
で
は
な
い
か
。
儀
式

の
「
神
聖
化
さ
れ
た
演
技
と
呪
文
と
読
経
」
に
よ
っ
て
、「
観

念
ま
た
は
記
憶
が
客
体
化
さ
れ
て
、
何
ら
か
の
形
で
荘
厳
な

本
物
の
現
前
」
を
創
り
出
し
、「
魔
術
的
」
な
「
霊
力
、
霊

験
」
が
生
じ
る
の
は
、「
必
ず
し
も
神
か
ら
出
た
も
の
」
で
は

な
く
、「
先
祖
の
信
仰
、
献
身
が
投
射
さ
れ
て
、
い
わ
ば
幽
霊

の
よ
う
に
特
定
の
場
所
や
、
経
文
や
、
演
技
ま
た
は
行
為
な
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は
じ
め
に

こ
の
「
身
心
変
容
技
法
」
の
研
究
会
で
扱
わ
れ
て
い
る
多

様
な
実
践
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
陶
酔
／
覚
醒
と
い
う

対
語
で
色
分
け
す
る
と
、
時
間
的
、
段
階
的
、
次
元
的
な
変

化
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
特
徴
が
際
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
、

思
い
つ
い
た
。

た
と
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ
た
『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
の

八
支
則
の
う
ち
、
後
半
の
四
つ
、
プ
ラ
テ
ィ
ヤ
ハ
ー
ラ
（
制

感
）、
ダ
ー
ラ
ナ
ー
（
凝
念
）、
デ
ィ
ヤ
ー
ナ
（
静
慮
）、
サ
マ

ー
デ
ィ
（
三
昧
）
も
、
陶
酔
／
覚
醒
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
ど

れ
に
も
二
つ
の
成
分
が
含
ま
れ
、
互
い
に
衝
突
し
た
り
交
替

し
た
り
、
あ
る
い
は
浸
透
し
た
り
相
乗
し
た
り
し
て
、
段
階

的
、
ラ
セ
ン
的
、
反
復
的
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、

身
心
変
容
の
体
験
は
、
通
常
の
意
識
で
は
陶
酔
し
つ
つ
、
高

次
の
意
識
は
覚
醒
し
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
、
複
数
の
意

識
層
で
、
陶
酔
／
覚
醒
が
並
行
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

1
永
遠
の
哲
学・宗
教
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

日
常
と
い
う
出
発
点
か
ら
究
極
の
到
達
点
（
が
あ
る
と
し

て
）
ま
で
を
説
く
、
い
わ
ゆ
る
「
永
遠
の
哲
学
」
を
読
み
直

し
て
、
身
心
の
変
容
に
、
陶
酔
／
覚
醒
が
ど
う
か
ら
ん
で
い

る
か
、
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
現
代
に
お
け
る
「
永
遠
の
哲

学
」
の
代
弁
者
の
一
人
、
ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
、
初
期
の

『
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
、「
心
的
成
長
は
ア
ー

ト
マ
ン
を
目
指
す
」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
中
期
の
『
統
合

心
理
学
へ
の
道
』
で
は
、
永
遠
の
哲
学
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
大

文
字
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
が
「
す
べ
て
の
発
達
と
進
化
の
到
達

点
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
す
べ
て
の
基
盤
」
と
い
う
超
越

と
内
在
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
あ
り
、
基
盤
か
ら
到
達
点
に
至

る
の
が
「
永
遠
の
哲
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
あ
る
と
述
べ

て
い
た
。
宗
教
を
水
平
的
／
垂
直
的
に
大
別
し
た
ウ
ィ
ル
バ

ー
に
お
い
て
、「
永
遠
の
哲
学
・
宗
教
」
に
か
か
わ
る
の
は
、

垂
直
的
な
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
「
質
的
な
深
度
」
は
、
真
正

性
（
本
格
性
）（authenticity

）
で
測
ら
れ
た
。
瞑
想
実
践
者
と

し
て
の
ウ
ィ
ル
バ
ー
が
、
技
法
と
と
も
に
説
い
て
い
る
と
こ

ろ
は
、「
永
遠
の
宗
教
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
。
ウ
ィ
ル
バ
ー
に
即
し
て
、
垂
直
的
宗
教
の
理
想
的
な

プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
を
描
き
分
け
る
こ
と
は
、
多

少
と
も
行
な
っ
た
の
で1

、
今
回
は
や
や
古
い
、
オ
ル
ダ
ス
・

ハ
ク
ス
リ
ー
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
、
あ
ま
り
追
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
読
み
分
け

て
み
た
い
。

ハ
ク
ス
リ
ー
の
『
永
遠
の
哲
学
』
は
、
古
今
東
西
の
瞑
想

や
祈
り
の
達
人
た
ち
の
証
言
を
編
集
、
解
説
し
た
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
で
あ
り
、
諸
宗
教
の
原
典
に
当
た
る
能
力
の
な
い
者
に
、

「
全
世
界
の
各
宗
教
に
共
通
す
る
最
高
の
因
子
」
の
見
取
り
図

を
提
供
し
よ
う
と
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
ハ
ク
ス
リ
ー
は

冒
頭
で
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
内
在
す
る
と
と
も
に
そ
れ
を
超

越
し
て
い
る
「
根
拠
」、「
神
的
な
『
現
実
』」
が
あ
り
、
人
間

身
心
変
容
に
お
け
る
陶
酔
と
覚
醒　
　

第
四
部
❖
心
の
模
様

津
城
寛
文

筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
教
授
／
比
較
宗
教
学
・
神
道
行
法
研
究
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は
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
「
永
遠
の
哲

学
」
の
最
大
公
約
数
だ
と
定
式
化
し
、
そ
れ
を
リ
ア
ル
に
知

る
こ
と
を
「
合
一
（
的
な
）
知
（unitive knowledge

）」
と
呼

ん
だ2

。
用
語
に
つ
い
て
、
邦
訳
で
は
、translation

に
変
身
・
革

命
・
改
造
・
変
形
・
変
貌
な
ど
の
訳
語
が
当
て
ら
れ
、
類
語

と
し
て
、
変
革
・
修
正
（m

odification

）、
変
身

（transfiguration

）、
改
革
（am

elioration

）、
な
ど
が
多
用
さ
れ

て
お
り
、「
変
容
」
の
訳
語
は
な
い
が3

、
一
〇
年
ほ
ど
の
ち
の

『
知
覚
の
扉
』
で
は
、transform

ation
と
そ
の
訳
語
「
変
容
」

が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る4

。
ハ
ク
ス
リ
ー
を
身
心
変
容

論
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
的
外
れ
で
は
な
い
。

ハ
ク
ス
リ
ー
の
特
徴
は
、「
終
極
の
境
地
に
到
達
す
る
た
め

の
…
…
具
体
的
な
方
法
は
あ
ま
り
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
」
と

い
う
解
説
ど
お
り
、
出
発
点
と
到
達
点
と
の
間
を
つ
な
ぐ
「
技

法
」
に
は
あ
ま
り
関
心
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。『
知
覚

の
扉
』
で
は
、
そ
れ
を
メ
ス
カ
リ
ン
と
い
う
薬
物
が
つ
な
い

で
い
る
。
じ
っ
さ
い
、「
魂
が
『
実
在
』
と
の
合
一
知
に
達
す

る
」
の
は
、「
像

イ
メ
ー
ジを
抱
か
ず
に
行
な
う
（im

ageless

）
観
照
」

に
よ
っ
て
で
あ
り
、「
シ
ン
ボ
ル
が
少
な
い
ほ
ど
い
い
」
と
い

う
よ
う
に
、
ハ
ク
ス
リ
ー
は
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
活
用
を
含
む

技
法
一
般
、
多
彩
な
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
な
い
。
他
方
、「
神

を
包
括
的
に
知
ろ
う
…
…
世
界
内
に
お
い
て
も
実
感
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
誘
惑
や
気
散
じ
は
避
け
て
は
な
ら
ず
、

…
…
進
歩
の
た
め
の
機
会
と
し
て
…
…
神
聖
な
活
動
と
な
る

よ
う
に
そ
れ
を
変
形
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
よ
う

に
、
日
常
は
重
視
す
る5

。

2
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
危
険

目
的
地
に
至
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
が
あ
る
。
カ
ト
リ

ッ
ク
で
は
、「
活
動
」
と
「
観
照
」
が
大
別
さ
れ
、
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
で
は
、「
仕
事
の
道
」「
知
識
の
道
」「
信
仰
の
道
」
が
説

か
れ
た
。
二
つ
に
せ
よ
三
つ
に
せ
よ
、「
道
徳
上
の
行
動
と
霊

知
と
の
関
係
は
い
わ
ば
円
環
状
で
、
相
互
作
用
的
」、
か
つ
そ

の
「
循
環
過
程
が
際
限
な
く
続
く
」
と
あ
る
と
お
り
、
こ
れ

ら
は
相
乗
的
で
あ
る
。
そ
し
て
ど
の
道
を
辿
る
に
せ
よ
、「
精

神
ま
た
は
霊
の
辿
る
道
は
、
両
側
に
深
淵
が
口
を
開
い
て
い

る
…
…
片
側
に
は
単
な
る
棄
却
と
逃
避
の
…
…
反
対
側
に
は

…
…
受
け
容
れ
て
享
受
す
る
だ
け
」
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
に

固
有
の
危
険
が
伴
う6

。
こ
れ
は
「
霊
的
暴
力
」
と
い
う
主
題

に
ほ
か
な
ら
ず
、
以
下
は
、
そ
の
ハ
ク
ス
リ
ー
な
り
の
整
理

で
あ
る
。

2-

1　

信
仰
・
知
識

そ
の
ま
ま
で
す
で
に
救
わ
れ
て
い
る
、
す
で
に
神
的
な
根

拠
と
一
つ
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
何
も
し
な
く
て
よ
い
、
さ

ら
に
は
何
で
も
好
き
な
こ
と
を
し
て
よ
い
、
と
い
う
、「
永
遠

の
哲
学
」
の
異
端
思
想
や
、
信
仰
さ
え
あ
れ
ば
道
徳
律
に
従

う
必
要
は
な
い
、
と
す
る
信
仰
至
上
主
義
（antinom

ianism

）

が
、
古
今
東
西
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
立
場
は
、
な

ぜ
苦
行
や
瞑
想
、
信
仰
や
儀
礼
が
必
要
か
と
い
う
問
い
に
は
、

答
え
な
い
。

霊
的
意
識
の
レ
ベ
ル
で
は
す
で
に
、「
私
た
ち
は
神
の

『
根グ

ラ
ウ
ン
ド拠
』
と
い
う
も
の
に
対
す
る
合
一
的
な
知
識
を
有
し
て
い

る
…
…
そ
の
知
識
そ
の
も
の
で
も
あ
る
」
と
あ
え
て
主
張
す

る
に
は
、
か
な
り
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。「
万
物
は
神
で
、
神
は
万
物
で
あ
る
と
い
う
単
に
知
的

な
、
実
感
さ
れ
て
い
な
い
理
論
を
…
…
実
際
面
に
応
用
す
る

と
ど
う
い
う
結
果
に
な
る
か
…
…
悲
惨
な
結
果
…
…
陰
惨
な

話
が
私
た
ち
に
警
告
」
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
科
学
で
も
問

わ
れ
る
宇
宙
の
発
生
、
生
命
の
発
生
、
意
識
の
発
生
、
知
性

の
発
生
と
い
っ
た
先
端
科
学
の
探
究
は
、
万
物
に
内
在
し
つ

つ
超
越
し
て
い
る
「
根
拠
」
と
い
う
『
永
遠
の
哲
学
』
の
前

半
部
分
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
あ
る
。
ハ
ク
ス
リ
ー
も
、

「
下
は
原
子
か
ら
、
上
は
…
…
精
神
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る

個
体
は
…
…
絶
対
神
の
光
線
が
、
同
じ
絶
対
神
の
創
造
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
分
化
し
た
被
造
放
射
物
の
一
つ
と
出
会
う
点
と
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る7

。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
教
え
や
知
識
を
耳
に
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
合
一

知
」
の
体
現
者
、
表
現
者
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
頂
点
的

な
知
識
や
信
仰
を
、
そ
の
ま
ま
行
動
に
移
し
て
よ
い
の
は
、
頂

点
的
な
達
人
の
み
で
あ
る
。

2-

2　

観
照
・
瞑
想

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
観
照
や
瞑
想

も
、
落
と
し
穴
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
初
歩
の
段
階
で
、「
最
高

の
も
の
で
は
な
い
対
象
に
向
か
っ
て
一
点
集
中
式
に
観
照
を

行
な
う
の
は
、
危
険
な
偶
像
崇
拝
に
な
り
か
ね
な
い
」
し
、
ス

テ
ー
ジ
が
進
ん
で
「
外
面
的
」
な
実
践
が
放
棄
さ
れ
「
内
な

る
光
へ
の
集
中
」
が
追
及
さ
れ
る
と
、「
静
寂
主
義

（quietism

）」
や
「
道
徳
律
廃
棄
主
義
（antinom

ianism

）」
に

陥
る
危
険
が
あ
る8

。

2-

3　

苦
行

ハ
ク
ス
リ
ー
は
、
苦
行
そ
の
も
の
は
常
に
批
判
し
て
い
る
。

苦
行
は
、「
剃
刀
の
刃
を
行
く
が
ご
と
く
に
危
険
に
満
ち
て

…
…
片
側
に
は
自
己
中
心
的
な
耐
乏
や
苦
行
と
い
う
陥
穽
が
、

他
の
側
に
は
何
ご
と
も
気
に
か
け
ぬ
寂
静
の
態
度
と
い
う
危

険
地
帯
」
が
あ
る
。
苦
行
者
は
、「
傲
慢
…
…
嫉
妬
…
…
怒
り

…
…
残
酷
さ
…
…
無
愛
」
な
ど
を
伴
い
、
一
般
人
よ
り
も
「
は

な
は
だ
し
く
悪
い
場
合
が
多
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
根
本
原
因
は
、「
自
己
中
心
」
的
な
こ
と
で
あ
り
、「
禁
欲
」

「
修
行
」
で
得
ら
れ
る
の
は
、「
解
脱
で
は
な
く
…
…
い
わ
ゆ
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ど
と
結
び
つ
い
て
独
立
し
た
心
霊
的
存
在
と
な
っ
た
も
の
」

か
ら
の
恩
寵
や
霊
力
で
は
な
い
か
、「
儀
式
的
宗
教
」
の
多
く

は
、「
オ
カ
ル
ト
」
で
あ
り
「
洗
練
さ
れ
た
善
意
の
白
魔
術
」

で
あ
っ
て
、「
霊
的
な
恩
寵
」
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
肉

体
的
な
修
行
」「
苦
行
」
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
、

「
解
脱
で
は
な
く
…
…
い
わ
ゆ
る
『
心
霊
』
能
力
」
で
あ
る
の

と
同
様
で
は
な
い
か13

。

こ
う
し
て
、
儀
式
や
苦
行
か
ら
発
生
す
る
効
果
が
、
魔
術

的
、
オ
カ
ル
ト
的
、
心
霊
的
な
る
も
の
と
し
て
、「
永
遠
の
哲

学
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
逸
れ
た
と
こ
ろ
で
、
世
界
に
リ

ア
ル
な
作
用
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
、
警
戒
さ
れ
て
い
る
。

3
陶
酔
と
覚
醒

ハ
ク
ス
リ
ー
の
立
場
を
、
陶
酔
／
覚
醒
と
い
う
対
語
で
説

明
し
よ
う
と
す
る
と
、
概
し
て
、
覚
醒
に
価
値
が
置
か
れ
、
陶

酔
は
否
定
さ
れ
る
。「
神
に
酔
う
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
神

秘
家
の
陶
酔
に
は
言
及
さ
れ
ず
、「
夢
か
ら
目
ざ
め
る
と
い
う

喩
え
」
を
「
幻
の
快
楽
な
ど
か
ら
目
を
さ
ま
し
て
、
永
遠
を

意
識
す
る
状
態
に
入
る
過
程
」
と
す
る
の
は
、
端
的
に
覚
醒

を
評
価
し
て
い
る
し
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
を
引
用
し
て
、「
ア
ー
ト

マ
ン
」
は
個
人
の
心
と
そ
の
作
用
の
「
証
人
」
で
あ
る
と
い

う
の
も
、「
絶
え
ず
心
を
集
中
さ
せ
て
お
く
こ
と
な
し
に
は
完

全
な
解
脱
も
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
の
も
、「
覚
醒
」
の
強
調

で
あ
ろ
う14

。

3-

1　

陶
酔
の
批
判

陶
酔
に
つ
い
て
は
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
や
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
の
よ
う
な
芸
術
家
は
、「
万
物
に
一
を
視
る
」
能
力
に
恵

ま
れ
な
が
ら
、「『
一
』
を
認
め
る
べ
く
努
力
を
し
な
か
っ
た

人
」
た
ち
で
あ
り
、「
宇
宙
意
識
」
と
い
う
「
無
償
の
恩
寵
」

「
天
与
の
贈
り
物
」
が
も
た
ら
す
「
恍
惚
の
喜
び
」
を
た
だ
享

受
し
た
だ
け
、
と
批
判
さ
れ
る15

。

「
陶
酔
」
の
危
険
・
脅
威
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
・
警
告

さ
れ
る
。「
呪
文
」
や
「
繰
り
返
し
ご
と
」
は
、「
実
際
に
成

果
を
あ
げ
る
」
が
、
そ
れ
は
「
自
己
暗
示
の
結
果
」
で
あ
る
。

「
感
情
的
宗
教
」「
儀
式
的
な
神
秘
宗
教
」「
感
情
喚
起
的
な
教

理
や
修
練
」
は
、「
音
楽
や
香
、
荘
厳
な
闇
と
神
聖
な
光
と
い

っ
た
手
段
に
よ
っ
て
畏
敬
と
美
的
恍
惚
」
を
も
た
ら
す
こ
と

で
、「
特
殊
な
霊
的
危
険
」
を
も
た
ら
す
。
何
か
の
主
題
に
夢

中
に
な
っ
て
「
没
頭
」
す
る
と
、「
一
点
集
中
的
な
観
照
が
神

を
対
象
と
し
て
い
る
場
合
」
で
も
、
そ
の
一
面
を
除
く
す
べ

て
の
面
が
「
萎
縮
」
し
て
し
ま
う16

。

な
お
、
呪
文
や
祭
祀
が
「
自
我
を
魅
了
す
る
」
と
「
陶
酔
」

め
い
て
訳
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
はego-

enhancing

をego-enchanting

と
読
み
ま
ち
が
え
た
た
め
で
あ

る
。
文
脈
か
ら
い
え
ば
、
ど
ち
ら
で
も
文
意
が
通
る
誤
訳
で

は
あ
る17

。

3-
2　

究
極（
に
近
い
レ
ベ
ル
）に
お
け
る
陶
酔
と
覚
醒

さ
て
、
究
極
に
近
い
と
こ
ろ
、
凡
人
の
考
え
及
ば
な
い
レ

ベ
ル
に
な
る
と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
名
言
も
、
浸
透
的
、
交
替

的
、
同
時
的
、
矛
盾
的
な
表
現
に
な
り
、
ハ
ク
ス
リ
ー
の
解

説
も
、
陶
酔
と
も
覚
醒
と
も
、
ど
ち
ら
と
も
定
め
難
く
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
レ
ベ
ル
を
、
陶
酔
／
覚
醒
と
い
う
対
語

で
考
え
る
の
は
、
あ
ま
り
生
産
的
で
は
な
い
と
も
思
わ
れ
よ

う
が
、
ひ
と
ま
ず
続
け
て
、
あ
と
で
ま
と
め
て
再
考
し
よ
う
。

ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
を
知
り
、
か
つ
両
者
を
意
識

的
に
区
別
す
る
こ
と
で
、
意
識
の
大
変
革
が
起
こ
り
、「
無

心
」
の
状
態
が
出
現
す
る
が
、
こ
の
状
態
を
保
つ
に
は
、「
強

烈
活
発
な
注
意
力
（alertness

）
と
、
平
静
で
自
己
否
定
的
な

受
動
性
と
を
結
合
」
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
あ
る
い

は
「
梵
我
一
如
と
い
う
内
面
的
な
高
い
境
地
に
は
、
消
滅
そ

の
も
の
か
ら
消
滅
す
る
と
い
う
恍
惚
（ecstatic

）」
が
あ
る
が
、

さ
ら
に
「
目
ざ
め
て
い
る
（waking

）
日
常
的
な
状
態
で
十
全

に
神
を
知
る
」
と
い
う
境
地
も
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
は18

、
陶

酔
と
覚
醒
が
高
度
な
状
態
で
併
存
、
共
存
、
交
替
可
能
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

「
自
分
を
委
ね
る
こ
と
、
聖
霊
の
導
き
に
従
順
で
あ
る
こ
と

（docility

）」
は
、「
夢
が
終
わ
っ
て
『
真
理
』
が
現
わ
れ
る
よ

う
に
目
を
開
い
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
」
と
同
じ
で
あ
る19

と
い
う
の
は
、「
委
ね
る
」
を
強
調
す
れ
ば
陶
酔
的
で
あ
り
、

「
目
を
開
い
た
ま
ま
」
を
強
調
す
れ
ば
覚
醒
的
で
あ
る
。「
事

物
の
神
性
に
お
の
れ
を
順
応
さ
せ
る
者
た
ち
」
は
、「
子
供
や

阿
呆
…
…
酔
漢
」
に
喩
え
ら
れ
た
り
、「
霊
感
」
の
「
忍
耐
強

い
下
僕
と
な
っ
て
、
完
璧
な
表
現
の
自
由
」
を
得
る
芸
術
家

に
喩
え
ら
れ
た
り
す
る20

と
い
う
の
は
、
陶
酔
の
極
に
近
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

瞑
想
と
同
義
で
あ
る
祈
り
に
つ
い
て
は
、「
緊
張
し
た
受
け

身
（alert passivity

）
の
態
度
で
…
…
内
在
す
る
と
共
に
超
越

も
し
て
い
る
絶
対
神
に
向
け
て
み
ず
か
ら
を
開
き
、
ひ
れ
伏

す
こ
と
」21

な
ど
と
さ
れ
る
の
は
、
覚
醒
だ
ろ
う
か
、
陶
酔
だ

ろ
う
か
、
二
つ
の
混
ざ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
、
時
間
的
に
交

替
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
一
途
な
注
意
力
…
…
を
長
時
間
に
わ

た
っ
て
持
続
す
る
の
は
難
し
い
」
の
で
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず

「
ゆ
る
む
」
が
、
そ
こ
を
「
と
り
と
め
の
な
い
夢
想
や
空
想

（day-dream
ing

）
で
満
た
す
か
、
も
っ
と
ま
し
な
何
か
で
満
た

す
か
」、
ど
ち
ら
か
に
な
る22

と
い
う
の
は
、
覚
醒
の
ゆ
る
み
が
、

下
降
的
な
陶
酔
に
な
る
か
、
上
昇
的
な
陶
酔
に
な
る
か
、
と

い
う
分
か
れ
道
を
描
写
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

3-

3　

霊
媒
に
お
け
る
覚
醒
と
陶
酔

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ハ
ク
ス
リ
ー
は
随
所
で
「
心
霊
」

的
な
る
も
の
に
接
近
し
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
霊
媒
に

つ
い
て
も
触
れ
な
が
ら
、
ま
た
心
霊
現
象
一
般
の
事
実
性
を

214

第四部 ❖心の模様



よ
く
知
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
否
定
的

で
あ
る
。
心
霊
現
象
の
一
つ
の
焦
点
で
あ
る
霊
媒
は
、「
入
神

霊
媒
（trance m

edium

）」
と
い
う
用
語
が
あ
る
よ
う
に
、
眠

り
込
ん
で
、
死
者
と
交
流
す
る
こ
と
が
多
い
が
、『
永
遠
の
哲

学
』
か
ら
す
れ
ば
、
重
要
な
の
は
「
不
死
」
で
あ
り
、「
死
後

の
生
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
、「
神
的
な
『
根

拠
』
の
永
遠
な
る
今
に
参
与
す
る
こ
と
」「
神
的
『
根
拠
』
と

同
一
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
い
く
つ
も

あ
る
時
間
の
一
つ
に
お
い
て
存
続
す
る
こ
と
」「
私
意
識
」
に

す
ぎ
な
い23

。

他
方
、
ハ
ク
ス
リ
ー
を
離
れ
て
、
著
名
な
霊
媒
の
報
告
を

見
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。「
は
じ
め
の
こ
ろ
は

身
体
か
ら
二
、
三
フ
ィ
ー
ト
離
れ
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
た

り
、
あ
る
い
は
身
体
の
上
の
方
で
宙
ぶ
ら
り
ん
の
格
好
で
自

分
の
口
か
ら
出
る
言
葉
を
一
語
一
語
聞
き
取
る
（conscious 

of

）
こ
と
が
で
き
た
。
…
…
私
自
身
に
と
っ
て
入
神
（trance
）

は
い
わ
ば
〝
心
地
よ
い
降
服
（surrender

）〞
で
あ
る
。
…
…

意
識
が
薄
ら
い
で
い
き
、
ま
わ
り
の
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な

り
（loose awareness

）、
柔
ら
か
い
毛
布
で
包
ま
れ
た
み
た
い

な
感
じ
に
な
る
。
そ
し
て
つ
い
に
〝
私
〞
が
消
え
て
し
ま
う

（I have gone

）」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
直
前
に
、
原
文
で
は
興
味
深
い
一
節
が
あ
る
の
だ
が
、

邦
訳
で
は
言
葉
を
省
略
し
、
か
つ
意
訳
し
て
い
る
の
で
、
内

容
が
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
拙
訳
す
る
と
、「
霊
が
ト
ラ
ン
ス

を
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
ま
で
の
遅
々
と
し
た
進
歩
に

つ
い
て
、
バ
ー
バ
ネ
ル
（
霊
媒
）
は
、『
霊
に
よ
っ
て
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
自
覚
し
な
く
な
る
（com

plete 

unawareness

）
ま
で
数
年
を
要
し
た
』
と
述
べ
て
い
る
」
と
あ

る24

。「
自
覚
（awareness

）
の
程
度
、
意
識
（consciousness

）
の

程
度
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
上
で
、
特

殊
な
役
割
を
担
う
霊
媒
に
お
い
て
、
自
覚
や
意
識
つ
ま
り
「
覚

醒
」
を
失
っ
て
、
ト
ラ
ン
ス
つ
ま
り
「
陶
酔
」
に
至
る
こ
と

の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
永
遠
の
哲
学
』
で
は

見
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
徴
で
あ
る
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ

ム
が
も
た
ら
す
、
初
歩
的
な
が
ら
実
効
的
な
英
知
に
価
値
を

認
め
る
初
心
者
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
意
識
論
は
、
重
要
な

意
義
を
も
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
一
般
人
の
地
上
生
活
に
関
し
て
、「
霊
性（spiritual 

nature

）
に
気
づ
い
た
人
は
…
…
神
性
（the divine

）
が
目
を

覚
ま
し
た
の
で
す
（awakened

）」
と
、
日
常
で
高
い
意
識
状

態
に
目
覚
め
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
永
遠
の
哲

学
』
の
日
常
版
と
通
い
合
う
表
現
で
あ
る25

。
技
法
面
、
現
象

面
で
は
な
く
、
思
想
面
に
注
目
し
て
み
て
も
、「
高
等
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
は
、『
永
遠
の
哲
学
』
で
い
わ
れ

る
究
極
の
根
拠
と
の
つ
な
が
り
が
、
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
も
共
通
す
る
。
し
か
し
そ
れ
と
の
合
一
は
「
あ

ま
り
に
遠
す
ぎ
る
」
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
世
の
未
熟
な
人
間

に
と
っ
て
は
、
成
熟
し
た
霊
に
よ
る
指
導
の
必
要
性
、
そ
の

献
身
的
な
働
き
の
重
要
性
、
実
際
の
働
き
か
け
が
、
強
調
さ

れ
る
の
で
あ
る26

。

4
意
識・存
在・世
界
の
多
重
性

陶
酔
と
覚
醒
は
、
一
つ
の
意
識
層
で
、
時
間
的
に
交
替
す

る
こ
と
も
あ
り
、
複
数
の
意
識
層
を
移
動
す
る
こ
と
で
、
い

わ
ば
場
所
的
に
交
替
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
冒
頭
で
「
複

数
の
意
識
層
で
、
陶
酔
／
覚
醒
が
並
行
し
て
い
る
」
と
述
べ

た
よ
う
に
、
共
存
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
気

づ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る

よ
う
で
あ
る
。

意
識
・
存
在
・
世
界
の
相
互
依
存
関
係
と
、
そ
れ
ら
の
階

層
性
、
多
重
性
は
、「
永
遠
の
哲
学
」
の
公
約
数
の
一
つ
で
あ

る
。
井
筒
俊
彦
の
最
も
単
純
化
し
た
説
明
を
借
り
れ
ば
、「
表

層
意
識
に
身
を
置
く
人
」
と
、「
深
層
意
識
に
身
を
据
え
た

人
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
る
世
界
は
違
う
が
、「
東
洋

的
哲
人
」
は
、「
深
層
意
識
と
表
層
意
識
と
を
二
つ
な
が
ら
同

時
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
存
在
』
の
無
と
有
と
を

い
わ
ば
二
重
写
し
に
観
る
」
こ
と
が
で
き
る
、
と
な
る27

。

意
識
・
存
在
・
世
界
の
多
重
性
の
中
で
、
陶
酔
と
覚
醒
は

ど
の
よ
う
に
か
ら
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
実
践
と
思
索
を
編

み
合
わ
せ
た
本
山
博
の
証
言
か
ら
は
、
よ
り
大
い
な
る
存
在
・

意
識
と
一
体
化
す
る
と
き
の
一
時
的
な
「
陶
酔
」
と
、
自
ら

が
「
場
所
」
と
い
う
世
界
に
な
っ
た
と
き
の
「
覚
醒
」、
あ
る

い
は
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
「
覚
醒
」
が
、
読
み
取
れ
る
。

本
山
は
、
意
識
・
存
在
・
世
界
の
次
元
を
五
つ
（
物
理
的
、

ア
ス
ト
ラ
ル
、
カ
ラ
ー
ナ
、
プ
ル
シ
ャ
、
絶
対
無
と
、
由
来
を
異

に
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
）
に
区
別
し
て
、
そ

の
相
互
転
換
を
考
え
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、「
宗
教
体

験
」
は
「
三
つ
の
段
階
」
を
持
つ
と
し
た
。

第
一
段
階
は
、（
そ
の
次
元
の
）「
利
己
的
存
在
（
自
我
性
）

が
全
く
否
定
」
さ
れ
、
短
時
間
、（
上
位
の
次
元
の
）
超
越
者

と
の
「
一
致
の
恍
惚
状
態
」
に
留
ま
る
が
、
こ
の
「
単
純
な

一
致
」
で
は
、
ま
だ
「
人
間
の
意
識
は
失
わ
れ
な
い
」。

第
二
段
階
は
、「
超
越
者
の
個
的
存
在
へ
の
流
入
あ
る
い
は

顕
現
が
、
全
的
に
」
起
こ
り
、「
個
は
そ
の
意
識
、
感
覚
、
肉

体
に
お
け
る
活
動
に
お
い
て
は
全
く
仮
死
状
態
」
と
な
る
。
こ

の
「
意
識
し
て
し
た
こ
と
で
は
な
い
…
…
エ
ク
ス
タ
シ
ー
」

体
験
の
あ
と
、
体
験
の
「
記
憶
」
が
、「
明
瞭
に
意
識
の
領
域

に
上
が
っ
て
く
る
、
そ
し
て
初
め
か
ら
知
っ
て
い
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
」
の
は
、「
場
所
的
な
超
越
者
の
立
場
」
に
立
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
り
、「
場
所
的
存
在
と
な
っ
た
個
」
は
、
体

験
後
も
「
場
所
的
存
在
」
で
あ
り
つ
づ
け
、「
個
」
の
意
識
は

失
わ
れ
ず
に
、「
場
所
的
意
識
」
を
も
っ
て
い
る
。

第
三
段
階
は
「
超
越
者
」「
神
霊
」
と
の
完
全
な
一
致
で
あ
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