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一
、
は
じ
め
に

　 前
回
の
研
究
で
は
、「
宗
教
心
理
学
か
ら
見
た
教
化
の
一
考
察
〜
慰
霊
行
動
と
そ
れ
に
関
わ
る
意
識
に
つ
い
て
〜
」
い
く
つ
か
の
世
論

調
査
の
デ
ー
タ
か
ら
現
代
人
の
宗
教
意
識
の
時
代
別
、
年
代
別
、
性
別
の
変
化
に
つ
い
て
ま
と
め
、
布
教
教
化
の
あ
り
方
を
一
考
察
し
た
。

　 時
代
差
で
は
、
一
九
九
八
年
と
二
〇
〇
八
年
を
比
較
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
の
研※
１究
よ
り
、
全
年
代
と
も
に
「
死
後
の
世
界
」

は
や
や
増
加
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
ま
た
、
藤
山
み
ど※
２り
は
こ
れ
ま
で
の
宗
教
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
ま
と
め
た
結
果
、

一
九
八
五
年
か
ら
一
九
九
五
年
に
か
け
て
起
こ
っ
た
死
後
の
世
界
ブ
ー
ム
が
再
び
訪
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

二
〇
〇
〇
年
代
に
比
べ
て
二
〇
一
〇
年
代
は
「
死
後
の
世
界
」、「
見
え
な
い
世
界
」「
宗
教
の
教
え
」
な
ど
宗
教
的
な
関
心
が
増
え
て
い

く
傾
向
が
示
唆
さ
れ
た
。

　 さ
ら
に
、
年
代
差
で
見
る
と
、
高
齢
者
に
比
べ
て
若
者
が
「
見
え
な
い
世
界
」
を
信
じ
る
傾
向
が
強
く
、
性
別
で
見
る
と
男
性
よ
り
女

性
の
方
が
そ
の
傾
向
が
強
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
二
十
代
〜
四
十
代
の
女
性
が
こ
の
傾
向
が
強
く
、
逆
に
六
十
代
以

上
の
男
性
は
そ
の
傾
向
は
弱
い
。
し
か
し
、
二
十
代
〜
四
十
代
の
女
性
の
方
は
「
宗
教
の
教
え
」
や
「
仏
教
」
に
対
し
て
好
感
度
を
持
っ
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て
い
る
人
の
割
合
が
多
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　 以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
代
人
の
宗
教
行
動
と
宗
教
意
識
を
見
て
い
く
と
、「
二
十
代
か
ら
四
十
代
の
女
性
」
は
宗
教
に
対
し
て
好
感
度

が
高
い
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

二
、
御
朱
印
ブ
ー
ム
の
実
態
と
目
的

　 近
年
、
女
性
と
関
連
す
る
宗
教
行
動
と
言
え
ば
、「
御
朱
印
ブ
ー
ム
」「
御
朱
印
ガ
ー
ル
」
と
い
う
も
の
が
流
行
っ
て
い
る
。
二
〇
一
五

年
五
月
一
日
に
発
行
さ
れ
た
「
中
外
日
報
」
の
記※
３事
で
は
「
ブ
ー
ム
と
教
え
の
狭
間
で
」
と
い
う
見
出
し
で
書
か
れ
て
お
り
、
御
朱
印
ブ

ー
ム
に
よ
っ
て
朱
印
帳
を
持
っ
て
お
寺
に
訪
れ
る
一
般
の
方
が
増
え
る
一
方
で
、
御
朱
印
や
御
首
題
を
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
よ
う
に
参
拝

記
念
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
人
が
増
え
た
こ
と
に
頭
を
悩
ま
す
寺
院
の
姿
が
書
か
れ
て
い
る
。
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
普
段
か
ら
お
寺
に

慣
れ
親
し
ん
で
い
な
い
人
々
の
参
拝
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
が
新
た
に
寺
院
を
取
り
巻
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　 そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
御
朱
印
巡
り
行
動
の
実
態
を
調
査
す
る
前
に
、
ま
ず
御
朱
印
巡
り
行
動
の
歴
史
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
心
理
面
を
ま

と
め
、
御
朱
印
巡
り
の
行
動
を
対
象
と
す
る
研
究
意
義
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
の
御
朱
印
巡
り
行
動
の
実
態
を
調
査
す
る
研

究
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
、
御
朱
印
の
歴
史

　 今
、
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
御
朱
印
巡
り
の
「
御
朱
印
」
は
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
、
御
朱
印
巡
り
で
多
く

の
一
般
書
籍
で
監
修
し
て
い
る
八
木
透
は
「
決
定
版
御
朱
印
入※
４門

」
の
な
か
で
、
御
朱
印
の
歴
史
に
つ
い
て
「
そ
の
歴
史
は
古
く
律
令
時

代
ま
で
遡
る
。
平
安
時
代
以
降
は
、
朱
印
に
代
わ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
花
押
」
が
一
般
化
し
、
朱
印
は
一
旦
廃
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
室
町

時
代
後
期
に
至
り
、
戦
国
大
名
た
ち
が
出
す
文
書
類
に
印
が
捺
さ
れ
る
こ
と
が
慣
例
化
し
て
く
る
と
、
朱
印
は
ふ
た
た
び
正
式
文
書
の
発
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行
者
と
そ
の
責
任
を
示
す
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
な
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
朱
印
状
」
で
あ
る
。（
中
略
）
戦
国
大
名
た

ち
の
朱
印
状
が
近
世
に
は
さ
ら
に
普
及
し
、
江
戸
時
代
に
は
、
家
臣
へ
の
安
堵
や
社
寺
へ
の
寄
進
な
ど
の
際
に
は
必
ず
朱
印
状
が
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
そ
こ
で
は
、
黒
印
は
朱
印
と
比
べ
て
格
式
や
命
令
の
強
制
力
が
低
い
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
御
朱
印
の
歴
史
は
律
令
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
使
わ
れ
始
め
た
こ
と

が
分
か
る
。

　 江
戸
時
代
以
降
に
つ
い
て
八
木
は
「
納
経
の
見
返
り
と
し
て
寺
院
が
参
拝
者
に
朱
印
を
授
与
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
さ
ほ
ど
古
い
こ
と

で
は
な
く
、
近
世
に
社
寺
参
詣
を
目
的
と
し
た
旅
が
普
及
し
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
明
治
以
降
は
庶
民
の
社
寺
参
詣
が
著
し
く
増

加
し
、
そ
の
中
で
、
や
が
て
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
『
御
朱
印
帳
』
や
『
御
朱
印
軸
』
が
登
場
し
て
く
る
。
戦
前
に
も
西
国
三
十
三
所
巡

礼
や
四
国
遍
路
、
あ
る
い
は
全
国
の
天
皇
陵
や
一
宮
を
巡
拝
し
て
御
朱
印
を
収
集
す
る
こ
と
は
廣
く
行
わ
れ
て
い
た
が
、
特
に
戦
後
に
な

り
、
西
国
巡
礼
や
四
国
遍
路
が
新
し
い
旅
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
巡
礼
に
よ
る
御
朱
印
収
集
は
一
つ
の
ブ
ー
ム

と
し
て
大
流
行
し
て
ゆ
く
」
と
述
べ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
使
わ
れ
始
め
た
御
朱
印
が
戦
後
の
巡
礼
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
一
気
に
庶
民
に

も
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　 さ
ら
に
、
御
朱
印
の
意
味
合
い
の
変
化
に
つ
い
て
八
木
は
「
そ
も
そ
も
『
朱
印
』
と
は
朱
の
印
肉
で
捺
し
た
も
の
を
指
し
、
元
は
寺
院

で
写
経
し
、
そ
れ
を
奉
納
し
た
証
と
し
て
授
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
で
も
、
御
朱
印
の
こ
と
を
『
納
経
印
』
と
よ
ん
だ
り
、
御
朱

印
帳
の
こ
と
を
『
納
経
帳
』
と
よ
ぶ
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
や
が
て
、
社
寺
参
詣
が
観
光
の
旅
と
結
び
つ
き
、
一
般
参
拝
者
が
増
加
す

る
よ
う
に
な
る
と
、
御
朱
印
本
来
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
、
経
を
納
め
な
く
と
も
、
単
に
参
拝
し
た
証
と
し
て
御
朱
印
が
授
与
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
慣
習
が
神
社
に
も
影
響
を
与
え
、
後
の
時
代
に
は
、
寺
院
と
同
様
に
神
社
で
も
御
朱
印
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
御
朱
印
は
「
参
拝
の
証
」
と
し
て
の
意
味
だ
け
で
な
く
、「
護
符
」
と
し
て
の
意
味
も

あ
る
。
神
社
の
御
朱
印
で
は
、
神
社
名
を
中
央
に
書
い
て
、
朱
印
を
押
す
と
こ
ろ
が
多
い
た
め
、「
参
拝
の
証
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
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い
が
、
寺
院
の
場
合
、「
〜
観
世
音
」
や
「
〜
地
蔵
」、「
〜
不
動
明
王
」
な
ど
諸
天
善
神
の
名
前
を
中
央
に
書
く
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
れ

は
、
た
だ
の
参
拝
の
証
だ
け
で
な
く
、「
護
符
」（
お
守
り
）
と
し
て
の
意
味
合
い
も
も
っ
て
い
る
。
日
蓮
宗
が
書
く
御
朱
印
も
中
央
に

「
妙
法
」
や
「
一
遍
首
題
」
を
書
く
の
で
「
参
拝
の
証
」
と
「
護
符
」
の
両
方
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
現
在
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
た
今

で
は
、「
参
拝
の
証
」
や
「
護
符
」
の
意
味
合
い
に
加
え
て
、
寺
社
の
「
宣
伝
」
と
い
う
意
味
合
い
も
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
変
化
が

あ
る
。四

、
巡
礼
に
つ
い
て

　 現
在
の
御
朱
印
巡
り
行
動
は
巡
礼
行
動
か
ら
出
て
き
た
行
動
で
あ
り
、
巡
礼
行
動
を
よ
り
宗
教
性
や
信
仰
性
を
薄
め
た
行
動
が
御
朱
印

巡
り
行
動
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
起
こ
っ
て
い
る
御
朱
印
巡
り
行
動
と
巡
礼
行
動
は
ま
っ
た
く
別
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

元
々
御
朱
印
は
巡
礼
で
参
拝
し
た
証
と
し
て
も
ら
う
も
の
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
巡
礼
と
御
朱
印
の
歴
史
は
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
。
ま

た
、
御
朱
印
巡
り
行
動
に
つ
い
て
の
研
究
は
な
く
、
巡
礼
行
動
に
関
す
る
研
究
は
多
い
と
い
う
理
由
も
あ
り
、
巡
礼
に
つ
い
て
の
歴
史
も

参
考
ま
で
に
取
り
上
げ
て
み
る
。

　 巡
礼
行
動
の
歴
史
を
見
て
み
る
と
、
現
在
巡
礼
コ
ー
ス
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
中
で
一
番
古
い
と
言
わ
れ
る
も
の
が
、
七
一
八
年
に

徳
道
が
始
め
た
こ
と
に
起
源
を
も
つ
西
国
三
十
三
箇
所
巡
礼
と
七
一
三
年
に
仁
聞
と
法
蓮
が
始
め
た
こ
と
に
起
源
を
も
つ
九
州
西
国
観
音

巡
礼
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
奈
良
時
代
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
奈
良
時
代
に
は
巡
礼
コ
ー
ス
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
平
安

時
代
、
鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
に
か
け
て
巡
礼
を
行
う
人
が
僧
侶
か
ら
上
流
階
級
へ
広
ま
っ
て
い
き
、
一
般
の
庶
民
に
広
ま
っ
た
の
が
江

戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
五
街
道
や
宿
場
が
で
き
る
な
ど
交
通
手
段
や
施
設
の
急
速
な
発
達
な
ど
旅
が
し
や
す
く
な
っ

た
た
め
で
あ
り
、
こ
の
と
き
一
気
に
巡
礼
旅
行
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
日
蓮
宗
の
場
合
、
望
月
真
澄
著
『
江
戸
の
法
華
信※
５仰
』

で
は
、
江
戸
時
代
の
祖
師
信
仰
の
一
つ
と
し
て
「
千
箇
寺
詣
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、「
法
華
信
徒
の
巡
拝
形
態
の
多
く
は
日
蓮
宗
寺
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院
の
み
を
参
拝
す
る
と
い
っ
た
純
粋
な
信
仰
を
持
つ
も
の
で
、
こ
の
信
仰
形
態
が
法
華
の
巡
拝
の
特
徴
」
で
あ
り
、「
こ
の
純
粋
な
法
華

信
仰
を
持
つ
人
々
の
こ
と
を
堅
法
華
と
呼
ぶ
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
法
華
の
巡
拝
は
基
本
的
に
は
納
札
を
行
わ
ず
、
修
行
の
証

し
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
で
御
首
題
帳
に
題
目
な
ど
を
揮
毫
し
て
も
ら
い
、『
法
華
経
』
の
「
自
我
偈
」
読
誦
や
唱
題
と
い
っ
た
信
仰

行
動
を
と
る
の
が
特
徴
」
と
述
べ
て
い
る
。

　 以
上
の
よ
う
に
、
御
朱
印
巡
り
行
動
の
歴
史
を
「
御
朱
印
の
歴
史
」
と
「
巡
礼
の
歴
史
」
の
両
面
か
ら
見
て
も
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る

御
朱
印
巡
り
行
動
の
「
寺
院
を
参
拝
し
て
御
朱
印
を
頂
く
」
と
い
う
形
は
江
戸
時
代
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
今
の
巡
礼

行
動
と
し
て
御
朱
印
巡
り
行
動
は
昔
と
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
今
日
行
わ
れ
て
い
る
御
朱
印
巡
り
行
動
は
別
の
も
の
と

し
て
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　 現
在
の
御
朱
印
巡
り
行
動
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ブ
ー
ム
」、
続
い
て
の
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
ブ
ー

ム
」、
そ
し
て
「
御
朱
印
ブ
ー
ム
」
と
一
連
の
ブ
ー
ム
で
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
宗
教
的
な
も
の
に
対
す
る
若
い
世
代
の
興
味
が
八

〇
年
代
以
来
ふ
た
た
び
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
御
朱
印
巡
り
で
は
ど
ん
な
御
朱
印
か
だ
け
で
な
く
、
ど

ん
な
御
朱
印
帳
か
ま
で
興
味
が
広
が
っ
て
い
る
な
ど
、「
参
拝
す
る
」
目
的
か
ら
「
収
集
す
る
」
目
的
へ
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
代

理
参
拝
」
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
つ
ま
り
、
現
在
多
く
の
人
が
行
っ
て
い
る
「
収
集
す
る
」
目
的
が

強
い
御
朱
印
巡
り
行
動
は
「
新
た
な
宗
教
行
動
」
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、「
旅
に
出
る
」
心
理

　 次
に
御
朱
印
巡
り
行
動
を
心
理
面
か
ら
見
て
い
く
。
御
朱
印
巡
り
行
動
を
心
理
面
か
ら
見
る
と
、
そ
の
行
動
に
は
大
き
く
分
け
て
「
旅

に
出
る
」
心
理
と
「
集
め
る
」
心
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　 御
朱
印
巡
り
行
動
は
大
き
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
れ
ば
、「
旅
」
の
一
種
で
あ
る
。
心
理
学
に
お
い
て
「
旅
」
に
つ
い
て
探
し
て
見
る
と
、
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旅
行
に
関
す
る
心
理
学
研
究
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
。「
な
ぜ
旅
に
出
る
の
か
」
と
い
え
ば
、
そ
の
旅
の
目
的
や
種
類
に
よ
っ
て
そ
の
要
因

は
異
な
る
た
め
、
大
ま
か
な
共
通
す
る
法
則
も
な
く
、
一
概
に
は
言
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
や
は
り
「
な
ぜ
御
朱
印
巡
り
に
行
く
の

か
」
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
現
在
の
御
朱
印
巡
り
行
動
を
対
象
と
し
た
研
究
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
社
会
心

理
学
の
な
か
で
は
、
お
遍
路
に
関
す
る
「
巡
礼
」
の
心
理
学
的
効
果
に
つ
い
て
の
研
究
が
い
く
つ
か
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

「
旅
に
出
る
」
心
理
と
し
て
御
朱
印
巡
り
行
動
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
「
巡
礼
」
行
動
の
心
理
学
研
究
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
研
究
か
ら

御
朱
印
巡
り
行
動
の
研
究
の
糸
口
を
探
る
。

　 そ
も
そ
も
「
旅
」
と
「
巡
礼
」
と
現
在
の
「
御
朱
印
巡
り
行
動
」
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
巡
礼
の
定
義
と

し
て
星
野
英※
６紀
に
よ
れ
ば
、
巡
礼
と
は
「
日
常
空
間
と
時
間
か
ら
一
時
脱
却
し
、
非
日
常
空
間
に
滞
在
し
、
神
聖
性
に
近
接
し
、
再
び
日

常
時
空
に
復
帰
す
る
行
動
で
、
そ
の
過
程
に
は
し
ば
し
ば
苦
行
性
と
伴
う
」
と
定
義
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
藤
原
武※
７弘

は
「
今
日
で
は
、

宗
教
的
感
情
や
信
仰
を
伴
わ
な
い
、
遊
戯
の
世
界
も
含
め
た
行
動
も
巡
礼
に
含
め
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
御
朱
印

巡
り
行
動
は
こ
の
遊
戯
的
な
巡
礼
行
動
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
や
は
り
巡
礼
行
動
と
御
朱
印
巡
り
行
動
は
異
な
る
行
動

で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
ま
た
、
藤
原
は
「
遍
路
を
生
み
出
す
背
景
と
し
て
、
人
生
の
転
換
点
を
迎
え
た
中
年
が
、
将
来
へ
の
展
望

を
模
索
し
な
が
ら
、
自
分
の
人
生
の
再
生
、
創
造
活
動
を
賭
け
た
行
為
が
巡
礼
行
動
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
」
と
し
て
考
察

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
金
児
暁※
８嗣
も
自
己
修
養
的
行
動
は
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
増
え
て
い
く
が
、
現
世
利
益
的
行
動
は
逆
に
減
っ
て

い
き
、
五
〇
歳
ご
ろ
に
な
る
と
こ
れ
ら
の
行
動
は
大
き
く
変
化
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
巡
礼
行
動
は
五
〇
歳
以
上
の
人
が
よ
く

行
う
自
己
修
養
的
行
動
に
分
類
さ
れ
、
御
朱
印
巡
り
行
動
は
若
い
世
代
が
よ
く
行
う
現
世
利
益
的
行
動
に
分
類
さ
れ
る
可
能
性
が
示
唆
さ

れ
る
。
さ
ら
に
、
藤
原
は
九
つ
の
視
点
か
ら
「
旅
」
と
「
巡
礼
」
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
、A

m
bivalence

（
プ
ラ
ス
と
マ
イ

ナ
ス
の
両
感
情
の
経
験
）、
二
、Beauty

（
美
へ
の
感
動
）、
三
、Com

panionship
（
仲
間
意
識
の
意
識
）、
四
、D

evotion

（
さ
ま
ざ

ま
な
資
源
の
提
供
）、
五
、Exercise

（
修
行
性
）、
六
、Freedom

（
自
由
性
）、
七
、Goal

（
目
標
）、
八
、H

appening

（
予
測
不
可
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能
性
）、
九
、Religiosity

（
宗
教
性
）
で
あ
る
。
こ
の
中
で
巡
礼
に
「
し
ば
し
ば
あ
っ
て
」、
旅
に
「
ほ
と
ん
ど
な
い
」
の
が
、
四
（
さ

ま
ざ
ま
な
資
源
の
提
供
）、
五
（
修
行
性
）、
六
（
自
由
性
）、
九
（
宗
教
性
）
の
四
つ
で
あ
る
。
定
義
づ
け
の
際
、
こ
の
九
つ
の
視
点
で

見
る
こ
と
に
妥
当
性
が
あ
る
か
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
が
、
研
究
の
際
に
「
旅
」
と
「
巡
礼
」、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
間
に
位
置
す
る
「
御
朱

印
巡
り
行
動
」
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
違
う
か
と
整
理
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
。

　 心
理
学
研
究
を
二
つ
に
分
け
れ
ば
、
量
的
研
究
と
質
的
研
究
に
分
け
ら
れ
る
。
巡
礼
行
動
の
量
的
研
究
と
し
て
、
お
遍
路
の
社
会
調
査

を
行
っ
た
長
田
ら※９
（
二
〇
〇
三
）
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
遍
路
の
場
合
は
高
齢
者
が
多
く
、
六
〇
歳
以
上
三
六
、
三
％
、

七
〇
歳
代
二
〇
、
二
％
、
五
〇
歳
代
一
六
、
二
％
で
、
五
〇
歳
以
上
で
七
割
以
上
を
占
め
る
。
男
女
の
割
合
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
（
男
性

四
九
、
一
％
、
女
性
五
〇
、
九
％
）。
職
業
分
布
で
い
え
ば
、
無
職
が
三
五
、
四
％
、
主
婦
一
九
、
三
％
、
会
社
勤
め
一
六
、
八
％
と
い

う
比
率
に
な
る
。
信
仰
す
る
宗
教
は
、
真
言
宗
（
四
一
、
六
％
）、
浄
土
真
宗
（
一
三
、
五
％
）、
禅
宗
（
八
、
九
％
）、
浄
土
宗
（
七
、

〇
％
）
で
あ
り
、
信
仰
す
る
宗
教
は
特
に
な
い
と
い
う
人
も
一
三
、
八
％
、
キ
リ
ス
ト
教
は
１
％
で
あ
っ
た
。
現
住
地
は
近
畿
（
二
四
、

〇
％
）、
四
国
（
二
〇
、
二
％
）、
関
東
（
一
四
、
六
％
）、
中
国
（
一
三
、
六
％
）、
九
州
（
一
二
、
五
％
）、
中
部
（
八
、
四
％
）
の
順

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
御
朱
印
巡
り
行
動
に
は
こ
う
し
た
調
査
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
実
際
に
ど
ん
な
人
が
御
朱
印
巡
り
行
動
を

多
く
行
っ
て
い
る
の
か
定
か
で
は
な
い
。
年
代
、
職
業
、
宗
教
、
地
域
な
ど
ど
の
社
会
的
属
性
を
取
り
上
げ
る
か
の
参
考
と
し
て
上
げ
た
。

　 一
方
、
御
朱
印
巡
り
行
動
を
量
的
で
は
な
く
質
的
に
見
て
い
く
際
に
参
考
に
な
る
の
が
、
藤
原
武
弘
の
巡
礼
行
動
を
「
自
己
過
程
」
の

モ
デ
ル
に
当
て
は
め
た
研
究
で
あ
る
。
藤
原
は
中
村
陽
10

※

吉
の
自
己
過
程
モ
デ
ル
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
己
過
程
は

①
自
己
の
姿
へ
の
注
目
の
段
階
、
②
自
己
の
姿
の
把
握
の
段
階
、
③
自
己
の
姿
へ
の
評
価
の
段
階
、
④
自
己
の
姿
の
表
出
の
段
階
の
４
つ

の
段
階
に
分
類
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
藤
原
は
こ
れ
に
基
い
て
巡
礼
行
動
を
見
て
お
り
、
①
は
自
分
が
自
分
に
気
を
向
け
る
段
階
で

あ
り
、「
自
分
を
見
つ
め
直
し
た
い
」「
自
分
と
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
」
と
い
う
自
分
が
自
分
を
注
目
の
的
と
し
て
い
る
状
態
の
こ
と

（
自
覚
状
態
）
で
あ
る
。
②
は
自
己
の
状
態
の
特
徴
を
自
分
な
り
に
描
き
、
概
念
化
す
る
段
階
で
あ
り
、「
自
分
は
お
遍
路
さ
ん
に
な
っ
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た
」
と
い
う
内
面
的
な
も
の
と
白
装
束
や
数
珠
な
ど
の
服
装
や
所
持
品
な
ど
外
面
的
な
も
の
か
ら
の
姿
が
あ
る
（
自
己
概
念
）。
③
は
自

己
像
に
対
し
て
評
価
を
行
う
段
階
で
あ
り
、「
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
苦
し
い
思
い
を
し
な
が
ら
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
な
ど
困

難
な
事
態
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
信
や
自
己
効
能
感
が
増
大
す
る
（
自
尊
感
情
）。
④
は
自
己
の
姿
を
他
者
に
示
す
行
動
に
か
か

わ
る
段
階
で
あ
り
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
情
報
を
他
者
に
伝
達
す
る
行
為
（
自
己
開
示
）
と
自
分
に
と
っ
て
望
ま
し
い
印
象
を
他
者
に

与
え
る
た
め
に
意
図
的
に
ふ
る
ま
う
行
為
（
自
己
呈
示
）
の
二
つ
が
あ
り
、
四
国
に
は
接
待
と
い
う
慣
習
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
遍
路
は

地
元
住
民
か
ら
物
質
的
な
資
源
や
宿
泊
場
所
で
の
洗
濯
と
い
っ
た
こ
と
を
通
し
て
巡
礼
者
と
地
域
住
民
と
の
相
互
作
用
が
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。

　 今
の
御
朱
印
巡
り
行
動
に
こ
こ
ま
で
の
自
己
過
程
モ
デ
ル
が
当
て
は
ま
る
の
か
と
言
え
ば
疑
問
で
あ
る
が
、
ど
う
い
っ
た
過
程
を
経
て

御
朱
印
巡
り
行
動
を
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
見
て
い
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

　 最
後
に
興
味
深
い
研
究
が
坂
田
正
11

※
顕
の
お
遍
路
に
お
い
て
交
通
手
段
で
充
実
感
が
異
な
る
と
い
う
研
究
で
あ
る
。
遍
路
に
歩
き
遍
路
と

車
遍
路
で
違
い
が
あ
り
、
歩
き
遍
路
が
充
実
感
を
感
じ
る
の
は
、「
徒
歩
遍
路
は
霊
場
・
山
門
に
着
い
た
時
」、「
お
接
待
や
親
切
に
触
れ

た
時
」「
長
い
道
中
を
顧
み
る
時
」「
遍
路
仲
間
と
話
を
す
る
時
」
で
あ
り
、
バ
ス
遍
路
は
「
僧
侶
や
先
達
の
話
を
聞
く
時
」「
お
大
師
様

と
と
も
に
歩
い
て
い
る
と
感
じ
た
時
」
に
充
実
感
を
味
わ
う
と
述
べ
て
い
る
。
御
朱
印
巡
り
行
動
に
お
い
て
も
、
移
動
手
段
に
よ
っ
て
感

じ
る
充
実
感
は
異
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　 以
上
、
御
朱
印
巡
り
行
動
の
研
究
方
法
の
参
考
と
な
る
巡
礼
行
動
の
研
究
を
挙
げ
て
き
た
。
定
義
づ
け
で
は
「
旅
」、「
巡
礼
」
行
動
、

「
御
朱
印
巡
り
行
動
」
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
行
動
で
あ
り
、「
御
朱
印
巡
り
行
動
」
は
「
旅
」
と
「
巡
礼
」
行
動
の
間
に
位
置
す
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
た
。
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六
、「
集
め
る
」
心
理

　 御
朱
印
巡
り
行
動
に
関
わ
っ
て
く
る
も
う
一
つ
の
心
理
は
「
集
め
る
」
心
理
で
あ
る
。
誰
し
も
一
度
は
何
か
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
記

憶
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
は
「
集
め
る
」
心
理
に
も
い
く
つ
か
種
類
が
あ
る
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
感

を
感
じ
る
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
達
成
」（
野
村
総
合
研
究
12

※

所
）
や
、
過
去
の
投
資
が
将
来
の
投
資
を
左
右
す
る
「
サ
ン
ク
・
コ
ス
ト
効
果
」

（A
rkes and B

13
※

lum
er

）
に
よ
っ
て
、
投
資
し
た
額
が
膨
大
で
あ
る
ほ
ど
、
投
資
を
打
ち
切
り
が
た
く
な
り
、
収
集
に
も
同
じ
こ
と
が
言

え
る
。
ま
た
、
人
は
達
成
さ
れ
た
課
題
よ
り
、
達
成
で
き
な
か
っ
た
物
事
や
中
断
し
て
い
る
物
事
に
対
し
、
よ
り
強
い
記
憶
や
印
象
を
持

つ
「
ツ
ァ
イ
ガ
ル
ニ
ッ
ク
効
果
」（Blum

a Z

14

※
eigarnik

）
に
よ
っ
て
、
無
意
識
的
に
人
は
課
題
を
完
了
し
よ
う
と
す
る
行
動
も
あ
る
。
そ

し
て
、
必
要
性
や
実
用
的
な
価
値
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
周
囲
か
ら
の
羨
望
の
ま
な
ざ
し
を
意
識
し
て
行
う
消
費
行
動

で
あ
る
「
顕
示
的
消
費
」（T

horstein V
15

※
eblen

）
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
一
般
的
な
収
集
欲
求
も
御
朱
印
巡
り
に
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　 以
上
の
よ
う
に
、
御
朱
印
巡
り
に
は
「
旅
に
出
る
」
心
理
と
「
集
め
る
」
心
理
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

七
、
ま
と
め

　 長
い
歴
史
の
な
か
で
庶
民
の
文
化
と
し
て
生
き
続
け
て
き
た
御
朱
印
巡
り
行
動
で
あ
る
が
、
現
在
そ
の
実
態
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
先

行
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
御
朱
印
巡
り
行
動
が
庶
民
の
文
化
と
し
て
生
き
続
け
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
日
本

人
の
宗
教
意
識
に
迫
る
に
は
重
要
な
宗
教
行
動
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
御
朱
印
は
信
仰
の
「
信
」「
不
信
」
に
関
わ
ら
ず
多
く
の
人
に
親

し
め
る
も
の
で
あ
る
。
御
朱
印
を
書
く
こ
と
や
御
首
題
を
書
く
こ
と
は
一
つ
の
小
さ
な
布
教
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
に
は
教
化
と
し
て
大
き

な
力
は
な
い
に
し
て
も
、
人
に
お
寺
へ
来
て
も
ら
う
た
め
に
は
大
き
な
効
果
を
も
っ
て
い
る
。
先
述
の
中
外
日
報
の
記
事
に
あ
っ
た
通
り
、
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御
朱
印
巡
り
と
い
う
行
動
で
も
「
御
朱
印
を
も
ら
う
側
」
で
あ
る
一
般
の
方
と
「
御
朱
印
を
与
え
る
」
寺
院
側
で
意
識
の
大
き
な
差
が
伺

え
る
。
そ
の
溝
を
埋
め
る
た
め
に
も
御
朱
印
巡
り
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

八
、
今
後
の
展
望

　 今
後
の
研
究
で
は
青
年
期
と
中
高
年
期
を
対
象
に
御
朱
印
行
動
と
意
識
と
の
関
連
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
御
朱
印
巡
り
を
し
て
い
る
人

た
ち
は
実
際
ど
の
よ
う
な
行
動
を
辿
っ
て
寺
社
に
来
て
い
る
の
か
、
そ
の
際
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
（
き
っ
か
け
や
目
的
、

期
間
、
宗
教
意
識
、
死
生
観
な
ど
）
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
御
朱
印
行
動
を
通
し
て
の
日
本
人
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま

ず
は
予
備
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
質
的
研
究
を
行
い
、
御
朱
印
行
動
を
現
在
し
て
い
る
人
や
今
は
御
朱
印
行
動
を
や
め
た
人
に
聞
き
取
り
調
査

を
し
、
御
朱
印
行
動
の
過
程
や
流
れ
に
つ
い
て
把
握
し
、
そ
れ
を
元
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
作
成
し
、
今
後
の
研
究
と
す
る
。
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