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こ
の
世
を
浄
土
に

│
脱
原
発
へ
の
提
言
│

影
　
山
　
教
　
俊

○
は
じ
め
に
言
葉
と
し
て
の
提
言
か
ら

　
脱
原
発
は
信
仰
心
（
立
正
安
国
の
精
神
）
を
養
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。「
脱
原
発
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
何
百
回
、
何
千

回
、
何
万
回
と
発
信
し
続
け
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
平
和
で
幸
せ
な
暮
ら
し
は
や
っ
て
来
な
い
。
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、

何
よ
り
も
私
た
ち
が
自
分
自
身
の
「
こ
こ
ろ
」
の
平
和
を
実
現
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。
教
化
学
の
視
線
で
「
立
正
安
国
」
の
精
神
か

ら
「
脱
原
発
」
を
論
じ
た
い
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
『
立
正
安
国
論
』「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
、
速
か
に
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
。」

で
あ
る
。

１
　
私
の
一
人
称
に
つ
い
て

　
は
じ
め
に
、
一
人
称
の
私
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
教
化
学
ば
か
り
で
は
な
く
、
宗
門
内
で
布
教
教
化
活
動
を
調
査

研
究
し
、
か
つ
そ
れ
を
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
僧
侶
の
生
き
方
に
よ
っ
て
大
き
く
視
点
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
お
よ
そ
僧
侶
の

生
き
方
に
三
つ
の
立
場
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
と
多
く
の
方
は
優
等
寺
院
の
福
寺
と
貧
困
山
困
窮
寺
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
思
う
方
も

あ
ろ
う
が
そ
う
で
は
な
い
。
現
代
は
経
済
社
会
で
あ
る
か
ら
寺
院
と
い
え
ど
も
経
済
行
為
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
経
済
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を
ど
う
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
し
て
い
る
か
で
僧
侶
の
考
え
方
が
違
っ
て
く
る
。

　
要
す
る
に
本
山
な
ど
の
福
寺
に
勤
務
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
僧
侶
か
、
檀
家
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
信
者
寺
の
僧
侶
か
、
葬
儀
法
要
対

応
型
の
檀
家
寺
の
僧
侶
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
僧
侶
で
あ
れ
ば
、
タ
イ
ム
カ
ー
ト
押
し
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
相
応
の
給

与
が
得
ら
れ
る
た
め
、
お
よ
そ
そ
の
志
向
は
勤
務
寺
の
檀
信
徒
の
ニ
ー
ズ
に
お
さ
ま
る
。
信
者
寺
の
僧
侶
で
あ
れ
ば
、
社
会
の
ニ
ー
ズ
に

敏
感
で
な
け
れ
ば
寺
の
維
持
が
で
き
な
い
。
檀
家
寺
の
僧
侶
で
あ
れ
ば
、
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
よ
う
と
す
る
た
め
檀
家
対
応
型
の

内
向
き
の
行
動
を
と
る
。
こ
う
気
づ
け
ば
、
宗
政
を
担
う
方
々
が
福
寺
の
住
職
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
宗
門
運
動
を
展
開
し
て
も
檀
家

対
応
型
、
現
状
維
持
型
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
常
に
あ
る
一
定
の
檀
信
徒
の
葬
儀
法
要
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ
う
に
活
き

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
教
化
学
を
論
じ
よ
う
す
る
私
の
個
人
的
な
立
場
を
明
か
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
若
い
時
分
は
大
本
山
清
澄
寺
に
勤
務
す
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
僧
侶
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
貧
困
山
困
窮
寺
の
住
職
と
し
て
ご
信
者
対
応
型
の
運
営
を
し
た
。
ち
な
み
に
、
十
年
間
で
お
よ
そ

一
千
人
と
面
談
し
二
百
五
十
人
ほ
ど
の
信
徒
を
は
ぐ
く
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
信
徒
さ
ん
が
一
年
間
に
一
度
ご
祈
祷
に
来
寺
す
れ
ば
、

二
百
五
十
×
祈
祷
料
で
そ
れ
な
り
の
収
入
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
現
在
は
檀
家
百
軒
た
ら
ず
だ
が
、
葬
儀
法
要
対
応
型
の
僧
侶
と
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
私
は
経
済
的
に
は
貧
し
い
僧
侶
だ
が
、
宗
内
の
僧
侶
方
の
お
お
よ
そ
に
ま
た
が
る
立
場
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
も
う
一
つ
僧
侶
を
理
解
す
る
た
め
に
の
切
り
口
、
そ
れ
は
僧
侶
に
な
る
動
機
で
あ
る
。
ざ
っ
く
り
と
分
け
れ
ば
、
僧
侶
の
家
庭

に
育
っ
た
か
、
在
家
か
ら
こ
の
世
界
に
入
っ
た
か
な
ど
の
出
家
の
動
機
で
あ
る
。
そ
の
動
機
は
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
か
ら
私
個
人
に
つ
い
て
い

え
ば
、
家
庭
的
な
要
因
が
大
き
い
。
両
親
が
共
に
蒲
柳
で
、
私
が
幼
い
こ
と
か
ら
病
気
が
ち
だ
っ
た
こ
と
だ
。
実
際
に
両
親
は
共
に
五
十

代
半
ば
、
私
が
三
十
五
才
、
再
行
成
満
し
た
年
に
他
界
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
家
庭
に
育
っ
た
子
供
が
、
人
生
上
の
不
条
理
を
胸
に
秘
め

て
仏
教
学
を
学
ん
だ
こ
と
を
切
っ
掛
け
に
出
家
し
て
僧
侶
に
な
っ
た
。
立
正
の
大
学
院
時
代
の
二
十
五
才
と
い
う
遅
咲
き
で
堀
之
内
妙
法

寺
に
入
林
し
、
お
よ
そ
四
年
間
僧
院
生
活
を
経
験
し
た
。
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ど
う
も
人
生
上
の
不
条
理
に
よ
っ
て
仏
教
の
大
海
に
迷
い
込
ん
だ
者
に
は
、「
行
学
の
二
道
を
は
げ
み
候
べ
し
。
行
学
た
へ
（
絶
）
な

ば
仏
法
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
我
も
い
た
し
人
を
も
教
化
候
へ
。
行
学
は
信
心
よ
り
を
こ
る
べ
く
候
。」（『
諸
法
実
相
抄
』﹇
定
本
一
巻
　
七

二
九
頁
﹈）
と
、「
智
目
行
足
よ
く
清
涼
の
池
に
到
る
」（
智
目
行
足
到
清
涼
池
。﹇
大
正
三
十
三
　
七
一
五
ｂ
﹈）
と
の
聖
語
が
胸
に
響
い

た
。
そ
の
た
め
仏
教
と
は
行
学
そ
の
も
の
、
智
慧
の
目
で
悟
り
の
境
涯
を
よ
く
学
び
、
修
行
の
足
で
歩
い
て
行
け
ば
、
清
涼
の
池
に
た
ど

り
着
い
て
癒
さ
れ
る
と
い
う
仏
教
体
験
（
一
人
称
）
を
求
め
て
修
行
畑
を
歩
い
て
き
た
。

　
伝
統
教
団
の
日
蓮
宗
内
で
も
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
一
貫
し
て
遠
壽
院
行
堂
で
研
鑚
を
積
み
、
五
行
皆
伝
後
は
請
わ
れ
て
副
伝
師
の
分
際

と
し
て
十
年
職
責
を
全
う
し
た
。
さ
ら
に
日
本
仏
教
は
明
治
時
代
の
廃
仏
毀
釈
後
に
行
わ
れ
た
法
改
正
、
と
く
に
宗
教
と
医
療
の
分
離
を

は
か
る
改
正
（
明
治
七
年
「
医
療
・
服
薬
を
妨
害
す
る
禁
厭
・
祈
祷
の
取
締
を
命
令
」）
に
よ
っ
て
伝
統
教
団
で
も
修
行
法
な
ど
の
伝
承

ご
と
が
、
あ
る
い
は
形
骸
化
し
、
あ
る
い
は
断
絶
し
て
い
る
。
ま
た
文
献
的
な
文
言
と
し
て
は
伝
承
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
具
体
的

な
作
法
は
使
い
古
し
た
櫛
の
よ
う
に
所
々
抜
け
落
ち
て
い
る
。
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
二
〇
年
余
前
か
ら
、
宗
教
的
な
伝
統
の
息

づ
く
イ
ン
ド
の
山
岳
地
域
ヒ
マ
ー
チ
ャ
ル
地
方
の
ヨ
ー
ガ
行
者
に
師
事
し
、
呼
吸
法
や
瞑
想
技
術
な
ど
を
修
学
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

私
は
先
の
よ
う
な
社
会
的
な
僧
侶
の
立
場
と
、
仏
教
を
行
学
の
体
験
と
し
て
と
捉
え
た
「
一
人
称
」
か
ら
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
が
、
と
く
に
教
化
学
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
、
一
人
称
の
自
覚
が
大
切
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
机
上
の
空

論
で
は
な
く
布
教
教
化
の
現
場
で
悩
ん
で
い
る
そ
の
人
自
身
の
信
仰
が
問
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

２
　
教
化
学
の
視
線
の
重
要
性

　
こ
こ
で
い
う
教
化
学
の
視
線
と
は
何
だ
ろ
う
？
。
そ
の
根
本
は
な
ん
だ
ろ
う
？
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
哲
学
的
な
思
索
や
論
理
で
は

な
く
、
そ
れ
ら
を
思
惟
す
る
私
自
身
の
生
き
方
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
論
ず
る
私
た
ち
自
身
の
一
人
称
（
セ
ル
フ
）
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
の
生
き
方
は
死
に
方
そ
の
も
の
で

あ
り
、
私
た
ち
は
生
き
て
き
た
よ
う
に
死
を
迎
え
る
か
ら

で
あ
る
（
堀
エ
リ
カ
著
「
お
だ
や
か
で
幸
せ
な
死
を
迎
え

る
た
め
の
二
十
三
の
方
法
」
新
人
物
往
来
社
刊
　
二
〇
一

二
年
）。
こ
の
よ
う
に
私
の
生
死
の
全
体
を
含
め
た
生
き

方
こ
そ
が
、
教
化
学
の
視
線
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
が
言
う

ま
で
も
な
く
、
日
蓮
聖
人
が
指
南
さ
れ
た
よ
う
に
「
さ
れ

ば
先
ず
臨
終
の
事
を
習
う
て
後
に
他
事
を
習
う
べ
し
。」

（『
妙
法
尼
御
前
御
返
事
』
定
本
第
二
巻

　
一
五
三
五
頁
）

の
通
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
人
は
ひ
と
た
び
あ
る
命
題
を
与
え
ら
れ
る

と
、
自
ら
の
考
え
方
を
二
人
称
（
彼
）、
三
人
称
（
彼
等
）

に
伝
え
る
た
め
に
命
題
を
観
念
化
す
る
。
こ
れ
が
仏
教
で

い
う
煩
悩
（
ク
レ
ー
シ
ャ
）
で
あ
る
。
人
に
は
常
に
言
語

理
性
に
則
っ
た
思
惟
に
よ
っ
て
解
説
を
試
み
る
機
能
が
備

わ
っ
て
い
る
。
そ
の
二
人
称
も
し
く
は
三
人
称
を
対
象
と

す
る
解
説
は
論
理
的
で
筋
が
通
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
観

念
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
生
死
の
全
体
を
含
め
た
一
人
称

の
生
き
方
へ
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
な
い
。
こ
れ
は
誰
も

〈インド・ベナレスのマニカルカル・ガート火葬場、荼毘に付される遺体〉
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が
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
こ
と
で
、
論
理
的
に
理
解
で
き
て
も
内
面
（
内
省
）
的
に
納
得
で
き
な
い
と
い
う
事
態
に
陥
る
か
ら
だ
。
た
と

え
ば
、
人
は
死
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
は
誰
も
が
理
解
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
際
に
つ
い
て
一
人
称
の
自
分
の
死
に
折
り
合
い
が

つ
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
「
教
化
学
」
と
い
う
場
合
、
そ
こ
に
は
自
分
自
身
の
一
人
称
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
宗
教
研
究

所
で
は
「
教
化
学
は
教
学
の
現
代
化
で
あ
る
」（「
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
規
定
」
第
二
条
）
と
い
う
。
そ
れ
は
教
学
（
宗
教
の
教
義
の

理
論
と
研
究
﹇『
広
辞
苑
』
第
五
版
﹈）
が
あ
る
命
題
を
言
語
理
性
に
則
り
観
念
化
す
る
の
に
対
し
て
、
教
化
学
は
そ
の
命
題
を
祈
り
な
ど

の
信
行
を
通
じ
て
主
体
化
す
る
道
程
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
だ
か
ら
で
あ
る
（「
教
化
学
の
意
義
と
仏
教
臨
床
に
つ
い
て
」
日
蓮
宗
現
代

宗
教
研
究
所
刊
『
教
化
学
研
究
』
１
　
所
収
）。

　
た
と
え
ば
、
人
間
の
社
会
的
共
同
生
活
の
構
造
や
機
能
に
つ
い
て
研
究
す
る
学
問
分
野
で
あ
る
社
会
学
の
先
生
方
が
「
脱
原
発
へ
の
提

言
」
を
語
れ
ば
、
そ
れ
は
大
学
と
い
う
学
問
性
の
中
で
「
脱
原
発
は
か
く
あ
る
べ
き
」
と
、
理
路
整
然
と
観
念
化
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
「
脱
原
発
」
が
観
念
化
さ
れ
た
瞬
間
、
脱
原
発
は
私
た
ち
の
身
体
（
一
人
称
）
か
ら
離
れ
て
、
観
念
化
さ
れ
た
言

葉
が
一
人
歩
き
を
始
め
る
。「
放
射
能
は
危
険
だ
か
ら
即
刻
中
止
す
べ
き
だ
！
」「
い
や
即
撤
廃
は
早
急
す
ぎ
る
！
」
な
ど
な
ど
、
一
人
歩

き
を
は
じ
め
た
脱
原
発
は
水
掛
け
論
と
な
る
。
こ
れ
が
現
在
の
脱
原
発
を
め
ぐ
る
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
教
学
」
と
い
う
観
念
化
の
行

為
も
同
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
教
学
の
現
代
化
」
が
教
化
学
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

３
　
教
化
学
の
眼
差
し
か
ら

　
こ
の
一
人
称
の
立
場
か
ら
「
脱
原
発
へ
の
提
言
」
を
語
る
に
は
、
そ
の
教
化
学
の
眼
差
し
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
私
た
ち
は
一
人
称
で
生
き
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
社
会
的
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
何
ご
と
も
社
会
の
事
象
と
切
り
離
し
て
存
在

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
仏
教
文
化
で
も
、
ど
の
宗
派
の
教
義
で
も
同
様
で
あ
る
。
さ
き
に
は
教
化
学
は
命
題
を
観
念
化
す
る
こ

11　影山氏.indd   77 14/02/03   16:38



「教化学研究４」2013. 3 78

と
で
は
な
く
主
体
化
す
る
道
程
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
と
い
っ
た
よ
う
に
、「
教
学
の
現
代
化
」
と
は
仏
教
文
化
（
主
体
化
の
道
程
）
を

社
会
化
す
る
こ
と
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
る
と
教
化
学
の
眼
差
し
と
は
、
社
会
化
す
る
眼
差
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
社
会
化
の
眼
差
し
と
は
何
だ
ろ
う
。
結
論
を
急
げ

ば
、
そ
れ
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
視
線
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
皆
さ
ん
は
、
な
ん
だ
？
　
い
か
が
わ
し
い
話
か
？
　
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
前
世
の
お
話
で
一
世
を
風
靡
し
た
江
原 

啓
之
氏
（
え
は
ら 

ひ
ろ
ゆ
き
、
一
九
六
四
年
生
ま

れ
）
や
、
美
輪 

明
宏
氏
（
み
わ 

あ
き
ひ
ろ
、
一
九
三
五
年
生
ま
れ
）
を
思
い
出
す
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
の
用
語
は
誤
り
で
、
学
問
的
な
規
定
が
一
応
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は

「
私
は
救
わ
れ
た
」
と
い
う
一
人
称
の
現
実
感
で
あ
り
、
私
た
ち
の
心
身
の
状
態
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
世
界
的
に
ブ
ー
ム
と

な
っ
て
い
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
に
は
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
構
）
の
あ
る
こ
と
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
。

　
そ
れ
は
一
九
九
八
年
に
世
界
の
医
師
や
医
学
会
の
元
締
め
の
よ
う
な
Ｗ
Ｈ
Ｏ
委
員
会
が
、「
健
康
の
定
義
」
を
新
し
く
見
直
す
よ
う
提

案
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
当
時
Ｗ
Ｈ
Ｏ
事
務
総
長
は
中
嶋
宏
氏
（
在
任
期
間
一
九
八
七
〜
一
九
九
八
年
）
と
い
う
日
本
人
だ
っ
た
。
そ

の
提
案
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
健
康
と
は
、
単
に
疾
病
ま
た
は
虚
弱
で
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
身
体
的
、
精
神
的
お
よ
び
社
会
的
に
健

や
か
な
状
態
（w

ell being

）
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
を
、「
健
康
と
は
、（
中
略
）
身
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
お
よ
び
霊
的
（
宗
教

的
・spiritual

）
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
健
や
か
な
状
態
で
あ
る
」
と
改
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
の
一
九
九
九
年
の
総
会

で
は
「
事
務
総
長
の
レ
ビ
ュ
ー
（
評
価
）
の
下
に
お
く
」
と
し
て
討
議
の
議
題
か
ら
外
さ
れ
た
が
、
こ
の
提
案
が
世
界
に
与
え
た
衝
撃
は

と
て
も
大
き
か
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（
霊
性
）
な
る
言
葉
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
世
界
中
を
席
巻
し
た
。
こ
の
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
は
、
い
ま
ま
で
宗
教
者
が
宗
教
の
立
場
で
用
い
て
い
た
言
葉
だ
っ
た
が
、
そ
れ
を
医
療
科
学
を
標
榜
す

る
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
討
議
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
も
は
や
非
科
学
的
な
言
葉
で
は
な
く
な
っ
た
と
同
時
に
、
人
は
科
学
的
な
知
識
だ
け
で
は
生
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き
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
健
康
概
念
の
中
に
入
れ
な
け
れ
ば
人
間

の
存
在
は
な
り
立
た
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
人
間
を
「
肉
体
・
精
神
・
魂
」
の
三
つ
の
全
体
と
し
て
見
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
受
容

さ
れ
た
瞬
間
で
あ
る
。

　
過
酷
な
い
い
方
だ
が
、
世
界
中
の
み
ん
な
が
「
元
気
に
・
豊
か
で
・
長
生
き
」
が
幸
せ
と
い
う
社
会
目
標
は
す
で
に
実
現
不
可
能
で
あ

り
、
一
病
息
災
に
徹
し
た
生
き
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
短
か
っ
た
が
い
い
人
生
で
あ
っ
た
」
と
い
う
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ

ィ
の
気
づ
き
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
出
自
の
喜
び
と
呼
ば
れ
る
所
以
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
提
示
し
た
健
康
（H

elth

）
と
い
う
言
葉
を
仏
教
用
語
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
辞
典
で
あ
た
る
と
、「
ス
ヴ

ァ
・
ス
タ
」
と
い
う
単
語
が
見
つ
か
る
。「
ス
ヴ
ァ
」
は
私
・
そ
の
も
の
の
意
味
、「
ス
タ
」
は
存
在
す
る
・
住
す
る
の
意
味
で
あ
る
。
ス

ヴ
ァ
・
ス
タ
と
は
自
己
に
安
住
す
る
、
悩
ま
さ
れ
て
い
な
い
状
態
（
自
己
存
在
）
と
い
う
こ
と
だ
。
ち
な
み
に
、
こ
の
ス
ヴ
ァ
・
ス
タ
は
、

漢
文
の
お
経
文
で
は
有
名
な
『
妙
法
蓮
華
経
』
に
、「
安
穏
に
し
て
快
き
存
在
」（
安
穏
快
楽
〔
あ
ん
の
ん
け
ら
く
〕）、
ま
た
「
も
ろ
も
ろ

の
患
〔
う
れ
い
〕
な
き
存
在
」（
無
復
衆
患
〔
む
ぶ
し
ゅ
う
げ
ん
〕）
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
（SIR M

O
N
IER-W

ILLIA
M
S, SA

N
SK
RIT
-

EIN
GLISH

 D
ICT
T
IO
N
A
RY
, O
X
FO
RD
, 1899, 

鈴
木
学
術
財
団
『
漢
訳
対
照 

梵
和
大
辞
典
』
講
談
社
、
一
九
八
三
年
）。

　
じ
つ
は
一
九
九
八
年
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
健
康
概
念
に
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
考
慮
し
た
と
き
、
そ
こ
で
は
東
洋
的
な
価
値
観
が
受
容

さ
れ
た
、
仏
教
（
仏
陀
の
教
え
、『
妙
法
蓮
華
経
』
の
教
え
）
が
受
容
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
る
。
人
は
理
性
的
な
論
理
で
は
救
わ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
、「
元
気
に
・
豊
か
で
・
長
生
き
」
と
い
う
物
の
充
足
か
ら
感
性
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
宗
教
的
な
感
性
の
充
実

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
科
学
（
科
学
的
な
思
考
、
解
釈
）
だ
け
で
は
幸
せ
に
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

解
釈
と
は
二
人
称
、
三
人
称
の
世
界
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
理
解
し
て
も
現
実
は
何
も
変
わ
ら
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
こ
の
一
人
称
の
納
得

の
こ
と
で
あ
り
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
価
値
観
の
大
転
換
で
あ
る
。
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４
　
こ
の
大
転
換
の
背
景
に
つ
い
て

　
こ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
気
づ
き
は
重
要
な
こ
と
で
、
そ
れ
は
宗
教
界
や
仏
教
界
だ
け
の
話
し
で
は
な
い
。
医
療
保
険
政
策
を
は

じ
め
精
神
医
療
政
策
や
教
育
政
策
な
ど
政
治
行
政
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
代
社
会
の
状
況
が
物
語
っ
て
い
る
。
す
で
に
社

会
保
障
も
社
会
福
祉
も
破
綻
寸
前
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は
物
の
豊
か
さ
を
追
及
す
る
資
本
主
義
の
経
済
社
会
に
限
界
が
来
て
い
る
た
め
で

あ
る
。
い
ま
世
界
の
先
進
各
国
は
ポ
ス
ト
福
祉
国
家
へ
の
道
を
確
実
に
歩
み
続
け
て
い
る
。
さ
き
の
よ
う
に
世
界
中
の
み
ん
な
が
「
元
気

に
・
豊
か
で
・
長
生
き
」
が
幸
せ
と
い
う
社
会
目
標
は
す
で
に
実
現
不
可
能
で
、
一
病
息
災
に
徹
し
た
生
き
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
繰
り
返
す
が
す
で
に
物
の
豊
か
さ
を
目
指
す
時
代
に
限
界
が
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
険
機
構
）
が
掲
げ
た
「
す
べ
て

の
人
々
が
可
能
な
最
高
の
健
康
水
準
に
到
達
す
る
こ
と
」（
世
界
保
健
機
関
憲
章
第
一
条
）
な
ど
の
理
想
は
実
現
不
可
能
な
そ
ら
言
と
な

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
委
員
会
が
「
健
康
の
定
義
」
を
新
し
く
見
直
し
、
そ
こ
に
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
代
替
し
よ
う
と

提
案
し
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
に
い
ま
世
界
的
な
規
模
の
危
機
的
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
と
我
々
の
中
で
『
立
正
安
国
論
』
を
持
ち
出
し
教
義
解
釈

を
展
開
す
る
方
が
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
視
線
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
一
人
称
の
眼
差
し
で
社
会
的
な
事
象
を
眺

め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
い
ま
世
界
全
体
の
政
治
経
済
的
な
大
変
動
に
よ
っ
て
人
々
の
暮
ら
し
向
き
が
危
機
的
な
状
況
に
陥
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
人
口
は
わ
ず
か
三
〇
年
ほ
ど
で
倍
増
し
、
す
で
に
七
〇
億
人
を
超
え
人
口
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
様
相
を
呈
し
て
い

る
（
二
〇
一
一
年
十
月
二
十
六
日

　
国
連
人
口
基
金
「
世
界
人
口
白
書
」）。
そ
れ
に
加
え
て
食
糧
生
産
す
ら
追
い
つ
い
て
い
な
い
（
生
産

量
で
は
な
く
食
料
流
通
の
問
題
も
一
因
と
い
う
主
張
も
あ
る
）。
こ
の
状
況
下
で
先
進
各
国
は
国
益
を
優
先
さ
せ
る
た
め
「
国
家
安
全
保

障
」
を
強
化
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
世
界
的
に
い
ま
医
療
や
社
会
福
祉
に
、
お
金
を
か
け
ら
れ
な
い
と
い
う
社
会
経
済
的
な
危
機
が
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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日
本
国
内
に
目
を
向
け
て
も
そ
の
状
況
は
同
じ
で
、
政
治
経
済
的
な
危
機
は
昨
今
の
中
国
や
韓
国
と
の
領
土
問
題
、
国
防
問
題
で
は
な

く
、
国
家
財
政
の
破
綻
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
〇
年
度
の
一
般
会
計
予
算
は
、
収
入
（
税
収
）
三
十
七
兆
円
に
対
し
て
支
出
（
歳

出
）
九
十
二
兆
円
で
あ
る
。
収
入
と
支
出
の
帳
尻
は
五
十
五
兆
円
の
赤
字
で
あ
る
。
赤
字
分
は
埋
蔵
金
十
兆
円
と
国
債
四
十
四
兆
円
で
補

て
ん
し
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
度
六
月
末
時
点
で
「
国
の
借
金
」
は
九
四
三
兆
八
〇
九
六
億
円
で
あ
り
、
い
ま
は
一
〇
〇
〇
兆
円
を
超
え

て
い
る
。
す
で
に
お
気
づ
き
の
よ
う
に
社
会
保
障
も
社
会
福
祉
も
破
綻
寸
前
で
あ
り
、
そ
れ
は
物
の
豊
か
さ
を
追
及
す
る
資
本
主
義
の
経

済
社
会
に
限
界
が
来
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
日
本
で
は
物
の
豊
か
さ
を
追
い
求
め
る
高
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
、
糖
尿
病
、
脂
質
異
常
症
、
高
血
圧
・
高
尿
酸
血
症
な
ど
の
生

活
習
慣
病
（
ス
ト
レ
ス
疾
患
）
が
蔓
延
し
、
現
代
人
の
お
よ
そ
一
九
〇
〇
万
人
が
生
活
習
慣
病
に
罹
り
、
そ
の
予
備
軍
ま
で
入
れ
る
と
五

〇
〇
〇
万
人
に
及
ん
で
い
る
（
厚
生
労
働
省
平
成
二
十
三
年
国
民
健
康
・
栄
養
調
査
結
果
）。
と
く
に
こ
の
よ
う
な
疾
患
と
肥
満
を
複
合

す
る
病
態
は
医
学
的
に
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
総
称
さ
れ
、
ガ
ン
、
脳
血
管
疾
患
、
心
臓
病
の
三
大
死
因
の
主
要
因
と
な
り
、

医
療
保
険
を
大
き
く
圧
迫
す
る
ほ
ど
社
会
問
題
化
し
て
い
る
。
も
は
や
現
代
人
の
多
く
が
病
気
で
は
な
い
が
健
康
と
も
い
え
な
い
状
況
に

あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

　
ま
た
二
〇
〇
〇
年
夏
に
象
徴
的
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
本
部
で
開
催
さ
れ
た
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
世
界
平
和
サ
ミ
ッ

ト
」
で
ア
ナ
ン
事
務
総
長
（
当
時
）
に
招
か
れ
た
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
立
役
者
ゴ
エ
ン
カ
氏
は
『
世
界
平
和
の
模
索
』
と
い
う
テ
ー

マ
に
沿
っ
て
講
演
し
、「
瞑
想
と
い
う
宗
教
的
な
技
術
に
よ
っ
て
人
々
の
心
に
平
和
を
実
現
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
仏

教
を
瞑
想
技
術
と
し
て
扱
う
こ
と
で
、
平
和
会
議
に
政
治
的
な
思
想
信
条
を
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
配
慮
し
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ナ
ン
氏
は
こ
の
会
議
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
指
導
者
た
ち
が
欠
席
し
た
理
由
を
問
わ
れ
た
と
き
、「
宗
教
間
の
対
立
の
問
題
は
、
聖
書

や
ト
ー
ラ
ー
、
コ
ー
ラ
ン
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
信
仰
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
信
仰
者
の
あ
り
方
で
あ
り
、
お
互

い
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。」
と
、
宗
教
を
思
想
信
条
と
し
て
扱
う
こ
と
な
く
、
信
仰
者
の
「
お
こ
な
い
」
を
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重
要
視
し
て
発
言
し
た
。
社
会
的
に
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
が
仏
教
界
を
代
表
し
て
講
演
す
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
ア
ナ
ン
氏
は
思
想
的

対
立
を
避
け
、
仏
教
（
宗
教
）
を
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
視
線
か
ら
瞑
想
技
術
と
し
て
提
言
す
る
ゴ
エ
ン
カ
氏
を
選
択
し
た
。
こ
れ
以

降
、
仏
教
は
瞑
想
技
術
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
瞑
想
技
術
と
し
て
の
仏
教
は
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
の
ヴ
ィ
ッ
パ
サ
ナ
ー
瞑
想
を
中
心
に
、
イ
ン
ド
か
ら
の
ヨ
ー
ガ

療
法
（
医
療
効
果
を
目
的
と
す
る
ヨ
ー
ガ
）
と
あ
い
ま
っ
て
世
界
的
な
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
も
思
想
信
条
よ
り
、
マ

ン
ト
ラ
・
チ
ャ
ン
テ
ィ
ン
グ
（
読
経
な
ど
）
と
い
う
瞑
想
技
術
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
に
好
意
を
抱
く
人
（
仏
教
シ

ン
パ
）
は
、
総
人
口
の
約
一
割
の
三
〇
〇
〇
万
人
に
お
よ
び
、
仏
教
を
宗
派
と
し
て
で
は
な
く
瞑
想
技
術
と
見
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
ア

メ
リ
カ
仏
教
で
何
を
実
践
し
て
い
る
か
と
問
え
ば
、「
禅
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
ヨ
ー
ガ
」
と
か
、「
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
チ
ャ
ン
テ
ィ
ン
グ

と
ヴ
ィ
ッ
パ
サ
ナ
ー
瞑
想
」
と
答
え
る
。
そ
も
そ
も
世
界
的
な
傾
向
と
し
て
、
宗
教
の
教
義
的
な
主
張
は
、
宗
教
エ
ゴ
と
見
な
さ
れ
る
場

合
が
多
く
、
一
九
八
四
年
に
バ
チ
カ
ン
の
パ
ウ
ロ
二
世
が
「
宗
教
間
対
話
」
を
打
ち
出
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
宗
教
界
の
世
界
的

な
傾
向
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
宗
教
を
思
想
信
条
に
よ
っ
て
追
求
す
る
方
向
か
ら
、
仏
教
を
瞑
想
技
術
と
し
て
扱
い
現
実
的
な
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
体
験
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
大
転
換
の
背
景
に
は
、
世
界
的
な
経
済
社
会
の
行
き
詰
ま
り
、
思
想
信
条
に
対
す
る
閉
塞
感
な
ど
な
ど
、
二
人
称
の
三
人

称
の
世
界
で
如
何
様
に
解
釈
し
理
解
し
て
も
現
実
は
何
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
大
き
な
挫
折
が
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
こ
の
一
人
称
の
納

得
の
こ
と
で
あ
り
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
価
値
観
の
大
転
換
で
あ
る
。

　
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
仏
教
に
は
哲
学
的
な
議
論
は
救
い
に
な
ら
な
い
と
い
う
有
名
な
「
毒
矢
の
た
と
え
」（
中
部
経
典
六
三
）
が
あ
る
。

こ
の
世
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
哲
学
的
に
納
得
し
な
い
う
ち
は
修
行
に
励
も
う
と
し
な
い
青
年
に
、
お
釈
迦
さ
ま
が
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

　「
あ
る
時
、
人
が
毒
矢
に
射
ら
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
が
、
駆
け
つ
け
た
医
者
に
対
し
て
、『
こ
の
矢
を
射
っ
た
の
は
い
っ
た

い
誰
か
、
そ
の
弓
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
弦
〔
つ
る
〕
は
な
ん
で
で
き
て
い
る
の
か
、
な
ど
が
分
か
ら
な
い
う
ち
は
矢
を
抜
き
た
く
な
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い
』
と
い
っ
た
な
ら
、
そ
の
人
は
そ
れ
が
分
か
る
前
に
死
ん
で
し
ま
う
。
必
要
な
こ
と
は
、
ま
ず
毒
矢
を
抜
き
、
応
急
の
手
当
を
す
る
こ

と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

５
　
教
化
学
の
眼
差
し
と
は
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
視
線
」
で
あ
る

　
こ
れ
ま
で
を
整
理
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
社
会
通
念
と
し
て
人
は
理
性
的
に
思
考
す
る
こ
と
を
是
と
す
る
が
、
仏
教
で
は
こ
れ
を
教
義

や
哲
学
の
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
観
念
の
産
物
だ
と
し
て
否
定
す
る
。
つ
ま
り
、
理
性
的
に
理
解
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
観
念
だ
か
ら
実

際
の
こ
と
と
は
別
物
、
理
解
し
て
も
納
得
で
き
る
、
受
容
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
は
誰
で
も

自
分
は
死
ぬ
存
在
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
が
、
そ
の
自
分
の
死
に
折
り
合
い
が
つ
い
て
い
る
か
ど
う
と
は
別
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
人
の
現
存
在
は
「
理
性
的
な
思
考
」
で
は
な
く
、
切
れ
ば
血
の
出
る
肉
体
上
（
感
覚
）
に
存
在
す
る
痛
い
と
か
、
痒
い
と

か
、
快
・
不
快
と
い
う
感
性
の
世
界
に
存
在
す
る
か
ら
だ
。
こ
れ
が
一
人
称
の
私
で
あ
る
。
思
考
と
は
事
物
の
観
念
化
の
こ
と
だ
か
ら
、

理
性
的
に
理
解
し
て
も
実
際
に
は
身
体
性
を
持
た
な
い
た
め
に
、
そ
の
と
き
の
快
不
快
の
感
覚
を
受
容
で
き
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
感
性
の
世
界
こ
そ
が
人
の
現
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
蓮
聖
人
が
『
観
心
本
尊
鈔
』
で
い
う
「
今
本
時
の
娑
婆
世

界
」
の
こ
と
で
あ
る
（
定
本
第
一
巻

　
七
一
二
頁
）。

　
私
た
ち
は
「
生
き
て
い
た
い
が
、
や
が
て
死
ぬ
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
現
実
が
哲
学
的
な
思
惟

に
よ
っ
て
納
得
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
仏
教
と
い
う
宗
教
は
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
生
死
の
現
実
を
納
得
す
る
た
め
に
は
、
生
死

の
現
実
を
受
容
す
る
に
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
体
験
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
観
念
化
（
分
別
）
を
離
れ
た
一
人
称
（
無
分
別
）
の

体
験
で
あ
る
。
そ
の
無
分
別
の
体
験
に
は
、
感
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
欲
望
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
求
め
ら
れ
る
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

の
視
線
と
は
、
こ
の
感
性
の
世
界
を
見
す
え
る
視
線
、
一
人
称
の
私
を
納
得
さ
せ
る
視
線
、
出
自
の
視
線
の
こ
と
で
あ
る
。

11　影山氏.indd   83 14/02/03   16:38



「教化学研究４」2013. 3 84

○
お
題
目
を
唱
え
て
「
不
貪
五
欲
楽
」
を
具
体
化
で
き
る
か

　
あ
る
命
題
を
理
解
し
て
も
現
実
は
何
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
現
実
を
転
換
す
る
技
術
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
体
験
す
る
技
術

が
必
要
で
あ
る
。
ま
さ
に
一
人
称
の
私
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
法
華
経
』「
不
貪
五
欲
楽
」
の
こ
と
で
あ
る
。
キ

ー
ワ
ー
ド
の
『
立
正
安
国
論
』「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
、
速
か
に
実
乗
の
一
善
に
帰
せ
よ
。」
で
あ
る
。
そ
の
技
術
が
『
法
華

経
』
の
受
持
唱
題
で
あ
る
（
観
心
と
は
我
が
忌
を
観
じ
て

十
方
界
を
見
る
﹇
定
本
第
一
巻
　
七
〇
四
頁
﹈）。
実
際
に

観
心
に
よ
っ
て
「
不
貪
五
欲
楽
」
を
超
え
ら
れ
る
。
唱
題

に
よ
っ
て
身
体
の
生
理
と
心
理
が
安
定
し
、
欲
望
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
（「
修
行
と
情

動
制
御
│
瞑
想
技
術
の
体
系
化
に
向
け
て
│
」『
仏
教
心

理
学
会
誌
』
第
三
号
所
収

　
日
本
仏
教
心
理
学
会
刊
行

　

二
〇
一
二
年
六
月
）。

　
実
際
に
お
題
目
を
真
剣
に
唱
え
て
い
る
と
き
、「
着
装

図
」
の
よ
う
に
脳
波
計
や
心
拍
計
を
着
装
し
て
測
定
す
る

と
、
脳
波
は
安
定
し
た
α
波
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
提
供
し

（
グ
ラ
フ
３
）、
心
拍
数
は
平
均
値
よ
り
徐
波
化
し
安
定
す

る
（
グ
ラ
フ
４
）。
こ
れ
は
一
人
称
の
私
が
変
化
す
る
と

き
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
行
を
毎
日
繰
り
返
し

脳波８チャンネル

呼吸の測定 1. 鼻からの呼吸

2. 腹部の呼吸

容積脈波

微細振戦

アースされたベッド

〈測定器具装着イメージ図〉
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唱題行実習時のα-INDEX「グラフ３」

唱題行実習時の心拍数「グラフ４」
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て
、
心
身
が
安
定
す
る
状
態
を
実
現
し
て
い
る
と
、
そ
の
信
行
に
よ
っ
て
信
仰
者
の
生
理
的
、
心
理
的
は
安
定
し
た
状
態
を
維
持
す
る
よ

う
に
な
る
。
少
欲
知
足
に
適
う
心
身
の
状
態
が
実
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
人
称
の
私
の
変
化
で
あ
る
。
ま
さ
に
観
心
に
よ
っ
て

「
不
貪
五
欲
楽
」
が
超
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
立
正
安
国
論
』「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
、
速
か
に
実
乗
の
一
善
に
帰
せ

よ
。」
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
『
立
正
安
国
論
』
を
行
ず
る
こ
と
な
く
（
一
人
称
で
読
ま
ず
に
）、
教
義
と
し
て
解
釈
す
る
た
め
に
観
念
化
さ
せ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
こ
の
観
念
化
に
よ
っ
て
論
理
的
に
理
解
で
き
て
も
内
面
（
内
省
）
的
に
納
得
で
き
な
い
と
い
う
事
態
に
陥
る
の
で
あ
る
。

○
脱
原
発
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
信
仰
の
寸
心
を
改
め
る
」
こ
と
で
あ
る
。

　
な
が
な
が
と
述
べ
た
が
、
教
化
学
の
眼
差
し
（
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
視
線
）
か
ら
、
論
題
で
あ
る
「
こ
の
世
を
浄
土
に
│
脱
原
発

へ
の
提
言
│
」
を
要
約
す
れ
ば
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
信
仰
の
寸
心
を
改
め
る
」
で
あ
る
。

　
脱
原
発
を
訴
え
な
が
ら
、
こ
の
欲
望
社
会
の
現
実
に
気
づ
く
こ
と
が
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
視
線
」
で
あ
る
。
原
発
も
我
々
の
欲

望
の
産
物
で
あ
り
、
便
利
な
文
化
生
活
を
謳
歌
し
た
い
と
い
う
煩
悩
で
あ
る
。

だ
か
ら
「
信
仰
の
寸
心
を
改
め
る
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
も
、
こ
の
欲
望
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な
け
れ
ば
脱
原
発
は
で
き

な
い
。
ま
さ
に
「
不
貪
五
欲
楽
」
が
大
切
で
あ
る
。「
信
仰
の
寸
心
を
改
め
る
」
こ
と
は
、『
法
華
経
』
を
信
ず
る
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で

は
な
く
、
そ
れ
は
欲
望
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
だ
。
お
題
目
を
唱
え
て
、
省
エ
ネ
の
生
活
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で

あ
る
。

　『
観
心
本
尊
抄
』
に
は
「
設
ひ
諸
経
の
中
に
、
処
処
に
六
道
並
び
に
四
聖
を
載
す
と
雖
も
、
法
華
経
並
び
に
天
台
大
師
所
述
の
摩
訶
止

観
等
の
明
鏡
を
見
ざ
れ
ば
、
自
具
の
十
界
、
百
界
千
如
、
一
念
三
千
を
知
ら
ざ
る
な
り
。」（
設
諸
経
之
中
所
々
雖
載
六
道
並
四
聖

　
不
見

法
華
経
並
天
台
大
師
所
述
摩
訶
止
観
等
明
鏡
。
不
知
自
具
十
界
百
界
千
如
一
念
三
千
也
。﹇
定
本
第
一
巻

　
七
〇
四
頁
﹈）
と
、
お
経
文
の
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中
に
、
あ
な
た
は
菩
薩
さ
ま
だ
、
仏
様
だ
と
書
い
て
あ
っ
て
も
、
法
華
経
の
明
鏡
に
自
分
の
姿
を
写
し
見
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
一
念
三
千

を
知
ら
な
い
こ
と
だ
と
あ
る
。

　
こ
う
捉
え
る
と
日
蓮
聖
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
は
「
こ
こ
ろ
」
の
あ
り
方
を
改
め
る
こ
と
、
信

仰
心
を
養
っ
て
「
こ
こ
ろ
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
以
外
に
、
こ
の
世
を
浄
土
に
る
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。「
信
仰
の
寸
心
を

改
め
る
」
と
は
信
仰
心
に
目
覚
め
る
こ
と
が
す
べ
て
の
要
で
あ
る
と
い
う
。
皆
で
お
題
目
を
唱
え
て
、
私
た
ち
の
一
人
一
人
、「
こ
こ
ろ
」

の
浄
土
に
気
づ
こ
と
、
ま
さ
に
「
脱
原
発
は
信
仰
心
を
養
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
」
の
で
あ
る
。

　
お
題
目
を
唱
え
る
人
が
、
自
分
の
欲
望
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
節
電
、
省
エ
ネ
生
活
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

11　影山氏.indd   87 14/02/03   16:38


