
霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間

仏
教
の
霊
魂
観
は
ど
う
批
判
さ
れ
た
か

門

屋

温

早

稲

田

大

学

一

問

題

の

所

在

霊
魂
を
扱
っ
た
研
究
は
決
し
て
少
な
く
な
い
が
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
立
場
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仏
教
を
中
心
と
す
る
宗
教

研
究
の
分
野
で
は
、
霊
魂
の
存
在
を
認
め
る
の
か
認
め
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
認
め
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
と
い
っ

た
哲
学
的
論
議
が
そ
れ
こ
そ
大
昔
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
民
俗
研
究
の
分
野
で
は
、
タ
マ
シ
イ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、

そ
れ
は
ど
こ
へ
ゆ
く
の
か
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
い
て
様
々
な

察
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
宗
教
学
が

扱
う
霊
魂
の
議
論
と
民
俗
学
が
扱
う
タ
マ
シ
イ
の
議
論
と
は
、
ほ
と
ん
ど
か
み
合
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ど
う
や
ら
、
研
究

分
野
や
方
法
論
の
違
い
以
前
に
、
霊
魂
と
タ
マ
シ
イ
そ
れ
自
体
が
、
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
こ

の
霊
魂
と
タ
マ
シ
イ
の
間
に
あ
る
ズ
レ
に
つ
い
て

え
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

霊
魂
と
タ
マ
シ
イ
の
間
の
違
い
で
、
ま
ず
誰
も
が
気
が
つ
く
の
は
音
読
み
と
訓
読
み
の
差
異
で
あ
る
。
も
し

霊
魂

に
あ
た
る
日
本

語
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が

タ
マ
シ
イ

と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
見
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
思

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
）
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わ
れ
る
の
で
、
日
常
疑
問
を
抱
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
こ
の
漢
語
と
訓
の
対
応
関
係
と
い
う
も
の
が
、
実
は
根
本
的
か
つ
厄

介
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
思
想
を
研
究
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
当
然
誰
も
が
意
識
し
て
い
る
は
ず
の
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
な
ぜ

仏

を

ホ
ト
ケ

と
読
む
の
か
と
い
う
こ
と
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
、
い
く
つ
か
の
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

明
確
な
答
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
仏
を
ホ
ト
ケ
と
読
ん
だ
瞬
間
か
ら
、

仏

と
い
う
語
に
は
新
た
な
意
味
が
付
加
さ
れ
、

仏

が
本
来
持
っ
て
い
た
意
味
が
相
対
化
さ
れ
た
り
、
拡
散
し
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

仏
教
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
漢
訳
仏
典
を
基
本
テ
キ
ス
ト
に
し
て
お
り
、
基
本
的
に
音
読
み
の
論
理
で
組
み
立
て
ら
れ
た
思
想
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
和
讃
や
仮
名
法
語
の
よ
う
な
和
文
体
の
も
の
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
人
々
の
理
解
の
助
け
に
な

る
よ
う
に
、
漢
文
の
論
理
を
和
文
に
開
い
て
述
べ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
霊
魂
は
仏
教
の
論
理
の
中
で
は
あ
く
ま
で
霊
魂
で
あ
っ
て
、
タ

マ
シ
イ
で
あ
る
は
ず
は

１
な
い
。
仏
教
が
扱
う
の
が
霊
魂
で
あ
る
以
上
、
仏
教
学
研
究
の
テ
ー
マ
も
霊
魂
の
問
題
に
と
ど
ま
る
場
合
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
霊
魂
よ
り
も
タ
マ
シ
イ
を
指
向
す
る
の
が
日
本
思
想
史
研
究
で
あ
る
。
日
本
思
想
史
学
と
呼
ば
れ
る
研

究
分
野
で
は
、
未
だ
に
本
居
宣
長
以
来
の
国
学
的
方
法
論
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
で
い
る
た
め
に
、
文
字
で
は
な
く
コ
ト
バ
を
重
視

す
る
傾
向
が
あ
る
。
外
来
文
化
で
あ
る
漢
字
の
移
入
以
前
に
話
さ
れ
て
い
た
コ
ト
バ
に
、
日
本
人
の
思
想
の
原
型
を
見
出
そ
う
と
す
る
た

め
、
文
字
以
前
の
固
有
文
化
へ
の
強
い
遡
及
志
向
を
も
っ
て
い
る
。
実
は
冒
頭
に
触
れ
た
民
俗
学
的
議
論
も
、
民
俗
学
が
国
学
を
そ
の
ル

ー
ツ
に
し
て
い
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
日
本
思
想
史
研
究
で
は
、
対
象
と
す
る
時
代
を
問
わ
ず
、
問
題
が
原
型
論
へ
と

回
帰
し
が
ち
で
、

魂

で
は
な
く

タ
マ

に
つ
い
て
の
議
論
と
な
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
専
門
と
す
る
中

世
の
神
仏
習
合
理
論
研
究
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
文
字
の
問
題
を
飛
び
越
え
て
、
一
気
に
タ
マ
の
世
界
へ
と
結
び
つ
け
て
し
ま
う
の
は
、

や
は
り
飛
躍
が
あ
る
と
い
う
気
が
す
る
。

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
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中
世
は
、
文
字
と
コ
ト
バ
の
関
係
が
初
め
て
明
確
に
意
識
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
近
世
の
よ
う
に
漢
語
や
仏
教
語
が
批
判
的
に
対

象
化
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
少
な
い
が
、
天
竺
・
唐
土
・
本
朝
と
い
う
三
国
仏
教
伝
来
の
歴
史
観
に
支
え
ら
れ
た
世
界
観
に
も
と
づ
い
て
、
和

字
・
和
語
と
漢
字
・
漢
語
の
相
対
化
が
始
ま
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
も
と
も
と
漢
語
と
訓
は
、
必
ず
し
も
一
対
一
の
対
応
で
は
な
く
、
文

脈
等
に
よ
っ
て
複
数
の
読
み
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
間
の
ズ
レ
を
吸
収
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
中
世
に
入
る
と
、

こ
の
ズ
レ
が
意
識
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
漢
字
と
訓
の
間
に
あ
る
種
の
緊
張
関
係
が
生
じ
た
。
中
世
の
神
仏
習
合
理
論
と
は
、
ひ
と
こ

と
で
言
え
ば
、
仏
教
教
理
や
中
国
思
想
の
体
系
を
借
用
し
て
、
従
来
の
神
祇
信
仰
の
理
論
化
・
体
系
化
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
乱
暴

な
た
と
え
を
す
れ
ば
、
神
話
を
密
教
的
解
釈
で
料
理
し
、
仕
上
げ
に
中
国
思
想
の
味
付
け
を
効
か
せ
た
、
ご
っ
た
煮
の
よ
う
な
代
物
で
あ

り
、
近
世
に
入
っ
て
牽
強
付
会
だ
の
荒
唐
無
𥡴
だ
の
と
い
っ
た
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
か
ら
は
、
長
い
間
ま
と
も
な
評
価
を
受
け
て
こ
な

か
っ
た
。
確
か
に
理
論
と
し
て
見
た
場
合
、
幼
稚
で
脆
弱
な
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
取
り
込
ま
れ
た
仏
教
理
論
や
中
国

思
想
の
要
素
と
、
従
来
の
神
祇
信
仰
が
持
つ
概
念
と
の
間
に
生
じ
る
ズ
レ
や
矛
盾
を
ど
う
克
服
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
思
想
的
営
為
こ

そ
が
、
中
世
の
思
想
の
仕
組
み
を

え
る
上
で
、
重
要
な
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
中
世
の
神
仏
習
合
文
献
（
神
道
論
書
）
を
中
心
に
、

霊
魂

あ
る
い
は

魂

と
い
う
語
を
何
と
読
ん
で
き

た
の
か
、
逆
に
ど
の
よ
う
な
漢
字
を

タ
マ
シ
イ

と
読
ん
で
き
た
の
か
を
検
証
し
、
中
世
日
本
の
霊
魂
と
タ
マ
シ
イ
の
問
題
を

え
る

手
が
か
り
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

魂

を
め
ぐ
っ
て

さ
て
、
ま
ず
最
初
に
、
そ
も
そ
も

霊
魂

あ
る
い
は

魂

を
本
当
に

タ
マ
シ
イ

と
読
ん
だ
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

え

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
）
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て
み
た
い
。
た
と
え
ば
ま
ず
、
基
本
文
献
で
あ
る

日
本
書
紀

に
は
、

魂

の
字
が
散
見
さ
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合

ミ
タ
マ

と
読
ん
で
い
て
、

タ
マ
シ
イ

と
読
む
例
は
な
い
よ
う
で

２
あ
る
。
一
、
二
、
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

伊

尊
、
火
神
を
生
む
時
に
、
灼
か
れ
て
神
去
り
ま
し
ぬ
。
彼
、
紀
伊
国
の
熊
野
の
有
馬
村
に
葬
り
ま
つ
る
。
土
俗
、
此
の
神
の

魂
を
祭
る
に
は
、
花
の
時
に
は
亦
花
を
以
て

３
祭
る
。

（
神
代
巻

第
五
段

一
書
第
五
）

既
に
し
て
神
の
誨
ふ
る
こ
と
有
り
て
曰
く
、

和
魂
は
王
身
に
服
ひ
て
寿
命
を
守
ら
む
、
荒
魂
は
先
鋒
と
し
て
師
船
を
導
か
む

と
の
た
ま
ふ
、

（
神
功
皇
后
摂
政
前
紀

仲
哀
天
皇
九
年
九
月
）

も
ち
ろ
ん
こ
の
訓
は

日
本
書
紀

編
纂
時
に
付
さ
れ
た
も
の
と
は

え
ら
れ
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
は
平
安
時
代
の
訓
と

え
て
お

い
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の

ミ
タ
マ

と
は
、
い
ず
れ
も
神
の
属
性
と
し
て
、
霊
性
や
精
霊
（
ス
ピ
リ
ッ
ト
）
に
相
当
す
る
よ
う
な

意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
人
間
の
霊
魂
の
意
味
で
は
な
い
。
こ
の
他

日
本
書
紀

中
で
は
、

倉
稲
魂

大
國
御
魂

と

い
う
よ
う
に
、
神
名
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
の
場
合
も
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と

え
て
よ
い

だ
ろ
う
。

で
は
、
中
世
の
神
道
論
書
で
は
ど
う
か
。
次
に
挙
げ
る
資
料
は
、
い
わ
ゆ
る
神
道
五
部
書
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
、
鎌
倉
期
に

成
立
し
た
伊
勢
神
道
の
理
論
書
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り

日
本
書
紀

の
読
み
方
を
踏
襲
し
て
、

ミ
タ
マ

と
読
ん
で
い
る
の

が
わ
か
る
。

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
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多
賀
宮
一
座

止
由
気
皇
神
荒
魂
也
、（
中
略
）

山
田
原
地
主
大
土
御
祖
神
二
座

大
年
神
子
大
国
魂
神
子
宇
賀
之
御
魂
神
一
座

伊
勢
二
所
皇
太
神
御
鎮
坐

４
伝
記

こ
の
他
、
管
見
の
限
り
で
は
、
中
世
の
神
道
論
書
に
お
い
て
も
、

魂

を

タ
マ
シ
イ

と
読
む
例
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で

５
あ
る
。

次
に
、
ひ
と
ま
ず

魂

の
訓
か
ら
離
れ
て
、
中
世
の
神
道
論
書
で
は

魂

を
ど
う
定
義
し
て
い
る
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

最
初
に
挙
げ
た
の
は
、
中
世
の
両
部
神
道
書
を
代
表
す
る

麗
気
記

中
の
例
で
あ
る
が
、
魂
魄
を
そ
れ
ぞ
れ
陰
と
陽
に
配
当
し
て
い
る

の
が
わ
か
る
。

霊

一
切
鬼
神
、
忿
怒
先
霊
荒
神
荒
仁
神
、

魂

陰
神
、
湿
化
生
神
、
潭
瀬
池
底
神
、

魄

陽
神
、
一
切
山
林
、
二
階
楼
門
、
三
階
楼
閣
中
居
住
、

鬼

牛
馬
等
六
畜
、
一
切
屍
骨
、
怨
霊
呪
詛
神
、

神
号
麗

６
気
記

次
の
資
料
も
、
や
は
り
初
期
の
伊
勢
神
道
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
陰
と
陽
の
対
応
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
も
の
の
、
陽

気
と
陰
気
が
そ
れ
ぞ
れ
魂
と
魄
と
な
る
と
し
て
い
る
点
は
同
様
で
あ
る
。

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
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任

皇
天
乃
厳
命
斎
八
柱
霊
神

而
式
為

鎮

御
魂
神

為

天
皇
乃
玉
体

春
秋
二
季
斎
祭
也
、
惟
魂
元
気
也
、
清
気
上
昇
為

天

濁
気
沈
下
為

地

清
濁
之
気
通
而
為

陰
陽
五
行

陰
陽
共
生

於
万
物
之
形

是
水
火
精
、
陽
気
生

因
以
名

魂
為

心
、
故
以

安
静

為

命
、
是
道
大
也
、
神
語
大
者
人
霊
也
、
名

之
号

魂
也
、
惣
以

八
洲
八
齋
八
心

因
以
為

大
象

者
也
、
古
語
、
陽
気

為

心
為

神
、
故
名

魂
也
、
陰
気
為

意
為

性
、
故
名

精
魄

也
、
因

茲
祭

八
斎
神
霊

神
皇

７
実
録

こ
の
よ
う
に
魂
魄
を
対
と
し
て

え
る
の
は
、
周
知
の
と
お
り

南
子

や

周
易

の
所
説
に
基
づ
く
も
の
で
、
発
生
論
や
起
源
論

に
中
国
思
想
を
借
用
す
る
の
は
中
世
の
神
道
書
に
よ
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
最
初
に

御
魂
神
を
鎮
め
ん
が
為
に
、
天
皇

の
玉
体
の
為
に
、
春
秋
二
季
祭
を
齋
す
る
な
り

と
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
説
明
が
、
古
代
・
中
世
に
宮
中
で
行
わ
れ
た
鎮
魂
祭
に
結
び

つ
け
て
語
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
鎮
魂
祭
は
遊
離
す
る
魂
を
身
体
の
中
に
鎮
め
る
儀
礼
と
さ
れ
て

８
お
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
霊
魂

の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
を
読
む
限
り
で
は
、
天
皇
の
玉
体
の
た
め
に

御
魂
神

を
鎮
め
る
と
あ
っ
て
、

天
皇
の
霊
魂
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
方
、
最
後
の
部
分
で
は
、
古
語
を
引
い
て

陽
気
、
心
と
な
り
神
と
な
る
、
故

に
魂
と
名
づ
く

と
述
べ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

心

や

神

を

魂

と
呼
ぶ
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
後

半
で
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

次
の
資
料
は
、
十
四
世
紀
の
天
台
僧
慈
遍
の
著
し
た

旧
事
本
紀
玄
義

で
あ
る
。

故
於

陰
陽

不

孤
立

中
而
論

変
化

尋

源
流

者
、
且
以

陽
化

為

生
為

顕
、
此
陽
変

陰
、
帰

死
帰

冥
、
元
是
一
気
、

分
成

両
儀

其
陽
為

天
、
其
陰
為

地
、
上
下
漸
去
、
昇
沈
遙
隔
、
其
天
陽
魂
、
即
掌

心
神

其
地
陰
魄
、
即
掌

色
霊

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
）

七
二



旧
事
本
紀

９
玄
義

や
は
り

魂
は
心
神
を
つ
か
さ
ど
る

と
述
べ
て
る
と
こ
ろ
は
、
先
程
の

神
皇
実
録

の
記
述
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
伊
勢
神
宮
の
外
宮
と
内
宮
を
そ
れ
ぞ
れ
魂
魄
に
配
当
す

10
る
説
や
、
七
星
九
曜
と
三
十
六
禽
を
魂
魄
に
配
当

す

11
る
説
、
さ
ら
に
は
仏
を
神
の
魂
魄
と
す

12
る
説
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

三

タ
マ
シ
イ

と
読
む
語
を
め
ぐ
っ
て

さ
て
、
後
半
は
視
点
を

魂

か
ら

タ
マ
シ
イ

の
方
に
移
し
て
、
話
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
中
世
の
神
道
論
書
に
お
い
て
、

魂

を

タ
マ
シ
イ

と
は
読
ま
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
だ
が
、
そ
れ
で
は

タ
マ
シ
イ

と
い
う
言
葉
は
全
く
使
用

さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
次
の
資
料
は
、
吉
田
神
道
（
唯
一
神
道
）
の
大
成
者
で
あ
る
吉
田
兼
倶
の

神
道
大

意

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
兼
倶
は

神

の
字
を

タ
マ
シ
イ

と
読
む
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

所
謂
天
地
ニ
在
テ
ハ
神
ト
云
、
万
物
ニ
在
テ
ハ
霊
ト
云
、
人
ニ
在
テ
ハ
心
ト
云
、
故
ニ
神
ハ
天
地
ノ
根
元
ナ
リ
。
万
物
ノ
霊
性
ナ
リ
。

人
倫
ノ
運
命
ナ
リ
。
形
無
シ
テ
能
形
在
物
ヲ
養
ハ
神
ナ
リ
。
人
ノ
五
臓
ニ
託
シ
テ
五
神
ト
ナ
ル
。
各
其
臓
ヲ
守
ル
者
ナ
リ
。
故
ニ
神

字
ヲ
タ
マ
シ
イ
ト
読
、
是
ナ
リ
。

神
道

13
大
意

現
代
の
我
々
は
、
こ
の
よ
う
に

神

の
字
に

タ
マ
シ
イ

の
訓
を
当
て
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
し
か
し
、

神

の
字
を

タ
マ

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
）

七
三



シ
イ

と
読
む
先
例
は
、
す
で
に

日
本
書
紀

中
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

時
に
火
炎
の
中
よ
り
白
き
狗

暴
に
出
で
て
、
大
樹
臣
を
逐
ふ
。
其
の
大
き
さ
馬
の
如
し
。
大
樹
臣
、
神

色

変
ら
ず
し
て
、
刀

を
抜
き
て
斬
り
つ
。

（
雄
略
天
皇
十
三
年
八
月
）

今
、
年
若
干
に

え
ぬ
。
復

夭

し
と
称
ふ
べ
か
ら
ず
。
筋
力
・
精

神
、
一
時
に
労
竭
き
ぬ
。

（
雄
略
天
皇
二
十
三
年
八
月
）

上
は
雲
際
に
達
り
、
下
は
泉
中
に
及
ぶ
ま
で
、
神
を
今
に
誓
ひ
て
、
咎
を
昔
に
改
め
む
。

（
欽
明
天
皇
二
年
七
月
）

こ
れ
ら
の

神

の
字
の
特
徴
は
、
い
ず
れ
も

カ
ミ

の
意
で
は
な
く
、
人
間
の

タ
マ
シ
イ

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん

日
本
書
紀

中
に
登
場
す
る

神

の
字
の
圧
倒
的
多
数
は

カ
ミ

と
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ

タ
マ
シ
イ

と
読
む
場
合
に
は
、

神
霊

精
神

の
意
で
用
い
る
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
先
に
見
た

魂
（
ミ
タ

マ
）

が
、
人
間
の
霊
魂
で
は
な
く
、
神
の
属
性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

神
（
タ
マ
シ
イ
）

の
方
は
む
し
ろ
人
間
に
属
す

る
概
念
で
あ
る
と
い
う
、
現
代
の
感
覚
か
ら
す
る
と
一
見
転
倒
し
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る

と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
再
び
中
世
に
戻
っ
て
、
吉
田
兼
倶
以
外
の
神
道
論
書
に
お
け
る
用
例
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
鎌
倉
期
の
成
立
と
思
わ
れ

る
両
部
神
道
書
の
中
で
も
最
重
要
の
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る

天
地
麗
気
府
録

に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
）

七
四



独
鈷
即
心
御
柱
、
御
柱
即
一
切
衆
生
心
量
、
亦
大
日
本
国
異
名
、
亦
国
璽
、
境
柱
、
亦
名
国
心
柱
、
亦
国
主
、
主
即
人
、
人
神

主
、

神
人

神
、
神
、
神
、
神

即

生

、
生
即
凡
夫
、
凡
夫
即
五
穀
精
、
五
穀
精
即
心
上
妙
法
蓮
花
、
是
開
時
如
覚
大
元
、

天
地
麗
気

14
府
録

い
さ
さ
か
意
味
が
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

人
は
神
の
タ
マ
シ
な
り
、
神
は
人
の
タ
マ
シ
イ
な
り

と
読
む
ら
し
い
。

神

を
人
の
側
に
引
き
つ
け
て
、

タ
マ
シ
イ

と
読
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
実
は
、
先
に
引
い
た
慈
遍
の

旧
事
本
紀
玄
義

に
も
、
似

た
よ
う
な
表
現
が
見
え
る
。

神
即
諸
佛
霊
、
佛
諸
神
性
、
人
則
神
主
、
神
則
人
魂
也
、

旧
事
本
紀

15
玄
義

訓
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は

神
は
則
ち
人
の
魂
な
り

と
読
ん
で
、

天
地
麗
気
府
録

の
記
述
と
同
様
の
こ
と
を
述
べ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

神

＝

タ
マ
シ
イ

と
い
う
理
解
が
、
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
と

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

次
に
挙
げ
る
資
料
は
、
さ
ら
に
少
し
く
時
代
が
下
が
っ
て
、
十
六
世
紀
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
両
部
神
道
書

三
種
神
祇

神
道
秘

密

で
あ
る
。

（
天
照
太
神
）
加
様
ノ
事
ヲ
思
食
シ
、
サ
ウ
テ
ン
ト
云
土
ヲ
以
テ
、
男
女
ノ
形
ヲ
作
リ
、
神
ヲ
入
テ
、
三
尺
カ
底
ニ
ウ
ツ
マ
レ
ケ
ル
、

然
シ
テ
三
年
ト
云
ニ
、
是
等
カ
物
ヲ
云
フ
音
ノ
聞
ヘ
ケ
レ
バ
、
悦
テ
ホ
リ
出
サ
レ
ケ
リ
、
土
モ
人
間
ノ
姿
ニ
成
テ
、
ヒ
ケ
カ
ミ
生
テ
、

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
）

七
五



物
云
ケ
ル
、
女
ハ
即
ハ
ラ
ミ
ケ
リ
、
是
ヲ
始
ト
シ
テ
次
第
ニ
人
間
出
来
テ
、
吾
朝
ニ
ハ
弘
ル
ナ
リ
、

三
種
神
祇

神
道

16
秘
密

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る

中
世
神
話

と
呼
ば
れ
る
説
話
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

古
事
記

日
本
書
紀

の
神
話
で
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ

ナ
ミ
に
よ
る
国
生
み
・
神
生
み
の
神
話
が
語
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
か
人
類
の
誕
生
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
記
紀
神
話
に
お
い
て
は
、

神
と
人
間
は

造
物
主
｜
被
造
物
者

の
関
係
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
資
料
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
土

を
こ
ね
て
男
女
の
形
を
造
り
、

タ
マ
シ
イ

を
入
れ
て
埋
め
た
と
こ
ろ
、
人
間
が
出
来
た
と
い
う
中
世
神
話
が
語
ら

17
れ
る
。
同
じ
資
料

に
は
、
も
う
一
ヶ
所

タ
マ
シ
イ

の
用
例
が
見
え
る
。

我
等
カ
母
ノ
体
内
ニ
上
下
自
リ
千
葉
ノ
蓮
花
開
タ
リ
、
我
等
カ
最
初

梵
字

カ
ラ
ラ
ン
ノ
姿
円
シ
テ
、
彼
ノ
千
葉
ノ
台
ニ
有
シ
処
也
、
最
初

ト
ハ
父
淫
水
ナ
リ
、
加
羅
藍
ト
者
、
母
ノ
淫
水
ノ
和
合
セ
シ
所
、
我
心
ト
云
、
去
ハ
心
ト
者
、
神

也
、
即
神
也
、
去
レ
ハ
神
ト
云

字
ヲ
タ
マ
シ
イ
ト
読
也
、
神
即
神
ナ
レ
ハ
、
余
所
ニ
見
ヘ
キ
ニ
非
ズ
、

三
種
神
祇

神
道

18
秘
密

こ
れ
は
中
世
の
神
道
言
説
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
胎
内
に
は
蓮
花
が
あ
る
と
す
る
説
で

19
あ
る
が
、
こ
こ
で
も

心

と
は
神
で
あ
る
、
だ
か
ら
神
と
い
う
字
を
タ
マ
シ
イ
と
読
む
の
だ

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
神
道
論
書
に
お
い
て
、

神

を

タ
マ
シ
イ

と
読
む
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
中
世
の
神
道
理
論
化
の
過
程
で
、

神

を
、
具
体
的
信
仰
対
象
と
し
て
の

神

に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ

り
抽
象
的
な
概
念
へ
と
昇
華
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
が
働
い
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、

神

を
、
八
百
万
の
神
と
呼
ば

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
）

七
六



れ
る
よ
う
な
固
有
の
神
格
か
ら
解
き
放
っ
て
、
精
神
的
存
在
へ
と
普
遍
化
す
る
た
め
の
概
念
操
作
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
こ
れ
は

仏

が
、
礼
拝
の
対
象
と
し
て
の
仏
で
あ
る
と
同
時
に
、

仏
性

と
い
う
概
念
で
も
あ
る
こ
と
を
、
神
道
の
中
へ
消
化
し
た
結
果
と

見
な
す
こ
と
も
で
き

20
よ
う
。

さ
ら
に
、
同
じ
く
十
六
世
紀
の
成
立
と
お
ぼ
し
き

日
本
記
三
輪
流

な
る
資
料
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

諸
宗
家
、
諸
法
ハ
龍
宮
ヨ
リ
起
ル
ト
申
ス
、
亦
、
廃
ス
ル
時
モ
龍
宮
ニ
収
ル
ト
申
モ
、
神
社
ヲ
龍
宮
ト
習
也
、
常
住
不
退
不
怠
姿
也
、

三
毒
ノ
姿
成
故
ニ
、
三
毒
ヨ
リ
外
ニ
ハ
何
物
カ
ア
ル
、
法
報
応
三
身
ト
申
モ
是
也
、
何
事
モ
一
心
ヨ
リ
起
ル
、
一
ノ
字
ヲ
初
ト
モ
昔

ト
モ
神
ト
モ
タ
マ
シ
イ
ト
モ
申
ス
也
、

日
本
記
三

21
輪
流

こ
こ
で
は
、

一

の
字
を

神

と
も

タ
マ
シ
イ

と
も
読
む
と
述
べ
て
、

神

や

タ
マ
シ
イ

を
よ
り
原
初
的
な
も
の
へ
回
帰

さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ち
な
み
に
、

神
道

を

シ
ン
ト
ウ

と
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
神
の
概
念
化
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
十
五
世
紀
の
良
遍

日
本
書
紀
巻
第
一
聞
書

に
は
、

神
道
ト
読
マ
ズ
シ
テ
神
道
ト
清
ム
テ
之
ヲ
読
ム
事
、
直
ナ
ル
義
也
。

直
ナ
ル
ト
ハ
只
有
ノ
任
ナ
リ
ト
云
意

22也

と
あ
っ
て
、

シ
ン
ト
ウ

と
濁
ら
ず
に
読
む
こ
と
に
特
別
な
意
義
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
固
有
の
神
か
ら
抽
象
的
な
神
へ
の
転
回
を
示
す
も
の
で
あ

23
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、

ジ
ン
ド
ウ

が

シ
ン
ト
ウ

と
な
る
の
と
、

神

を

タ
マ
シ
イ

と
読
ん
で

心

と
同
義
に
解
す
る
の
と
は
、
同
一
の
思

回
路
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。霊

魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
）

七
七



以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
中
世
の
神
道
論
書
に
お
い
て
、

タ
マ
シ
イ

は
単
に
肉
体
と
分
離
さ
れ
る
霊
魂
で
は
な
く
、
普
遍
的
根
源

的
霊
性
へ
と
転
回
を
遂
げ
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
仏
性
の
概
念
を
援
用
し
て
生
み
出
さ
れ
た
発
想
と
思
わ
れ
る
が
、
結
果
と
し
て

霊

魂

と

タ
マ
シ
イ

の
間
の
懸
隔
を
大
き
く
す
る
方
向
に
作
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
来
非
仏
教
的
で
あ
る
は
ず
の

霊
魂

が
仏

教
の
側
へ
押
し
や
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の

タ
マ
シ
イ

の
霊
性
化
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
ま
だ
ひ
と
つ

の
仮
説
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
検
証
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注１

仏
教
が
本
来
霊
魂
の
存
在
を
認
め
な
い
、
あ
る
い
は
霊
魂
に
つ
い
て
語
ら
な
い
と
い
う
原
理
的
な
問
題
は
、
本
稿
で
扱
う
範
囲
を
超
え
て

い
る
し
、
当
然
他
の
発
表
者
の
論
文
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
お
く
。

２

日
本
書
紀

に
お
け
る

魂

の
字
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
勝
義
に
詳
し
い

察
が
あ
る
。
本
稿
で
も
、
そ
れ
を
参

に
し
た
。

渡
辺
勝
義
（
一
九
九
四
）

鎮
魂
祭
の
研
究

（
名
著
出
版
）

３

日
本
書
紀

の
原
文
は
漢
文
体
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
訓
を
問
題
に
す
る
都
合
上
、
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
っ
て
、
訓
読
文
で
引
用
し

た
。

４

神
道
大
系

伊
勢
神
道
（
上
）

P
.
19

５

源
氏
物
語

や

平
家
物
語

な
ど
に
は
、

魂

を

タ
マ
シ
イ

と
読
む
例
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
物
語
と
思
想
系
文
献
と
の

扱
い
の
違
い
が
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
、
こ
れ
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

６

神
道
大
系

真
言
神
道
（
上
）

P
.
67

７

神
道
大
系

伊
勢
神
道
（
上
）

P
.
162

同
様
の
記
述
は
、
両
部
神
道
書
で
あ
る

天
地
麗
気
府
録

（
神
道
大
系

真
言
神
道

（
上
）
）
に
も
見
え
る
。

８

令
義
解

職
員
令
に
は
、

鎮
魂

に
つ
い
て
、

鎮
は
安
な
り
。
人
の
陽
気
を
魂
と
曰
ふ
。
魂
は
運
な
り
。
言
く
、
離
遊
の
運
魂
を
招

き
、
身
体
の
中
府
に
鎮
む
。
故
に
鎮
魂
と
曰
ふ

と
説
明
す
る
。

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
）

七
八



９

神
道
大
系

天
台
神
道
（
上
）

P
.
15

10

仙
宮

文

（
真
福
寺
善
本
叢
刊
６

両
部
神
道
集

、P
.
410

）

外
宮

魂
者
雄
也
、
則
是
肝
臓
也
、
主
出
入
於
人
鼻
与
天
通
、
故
鼻
為
玄
也
、

内
宮

魄
者
雌
也
、
則
是
肺
臓
也
、
主
出
入
於
人
口
与
地
通
、
故
口
為
北
也
、

魂
魄
即
唯
一
真
法
界
、
此
霊
覚
性
、
一
切
衆
生
、
敢
無
量
相
、

11

神
代
巻

天
照
太
神
品
第
二
（
内
閣
文
庫
蔵
）

七
星
九
曜
神
者
、
衆
生
命
魂
、
赤
傘
蓋
神
也
、

三
十
六
禽
神
者
、
衆
生
命
魄
、
白
傘
蓋
也
、

12

神
代
巻
秘
決

釈
迦
如
来
品
第
二
十
九
（
内
閣
文
庫
蔵
）

依
真
言
深
意
、
尋
釈
迦
如
来
出
世
根
本
、
是
天
照
太
神
魂
魄
也
、（
中
略
）

故
大
師
東
大
寺
縁
起
云
、
神
明
応
化
釈
迦
成
道
、
神
事
仏
事
、
併
是
道
理
。

又
云
、
於
光
明
飯
世
界
名
大
毘

舎
那
如
来
、
於
極
楽
浄
土
名
天
王
如
来
、
於
師
子
国
名
牟
尼
尊
、
於
大
日
本
国
名
大
日
霊
豊
受
大
神

宮
是
也
。

亦
云
、
仏
者
諸
神
魂
魄
也
、
明
知
明
神
者
大
神
宮
是
也
、

13

神
道
大
系

卜
部
神
道
（
上
）

P
.
26

兼
倶
の
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
ア
ル
ザ
ス
日
本
学
研
究
所
（
フ
ラ
ン
ス
）

で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
日
欧
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

境
界
と
文
化
創
造
｜
東
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本

に
お
け
る
伊
藤
聡
の
報
告

神
観
念
の

中
世
的
変
容
｜
内
な
る
神
の
発
見

に
論

が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
同
報
告
が
収
録
さ
れ
た
科
研
報
告
書

一
六
〜
一
八
世
紀
の
日
本
と
東

ア
ジ
ア
の
漢
文
説
話
類
に
関
す
る
総
合
的
比
較
研
究

（
代
表
・
小
峯
和
明
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
を
参
照
。

14

神
道
大
系

真
言
神
道
（
上
）

P
.
126

15

神
道
大
系

天
台
神
道
（
上
）

P
.
7

16

真
福
寺
善
本
叢
刊
７

中
世
日
本
紀
集

、P
.
446

実
は
こ
の
部
分
に
は

タ
マ
シ
イ

の
振
り
仮
名
で
は
な
く
、

イ

と
い
う
捨
て

仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
も
う
一
ヶ
所
の
用
例
か
ら

え
て
も
、

タ
マ
シ
イ

と
読
ま
せ
て
い
る
と
見
て
差
し
支
え
な
い

と
思
わ
れ
る
。

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
）

七
九



17

こ
の
神
話
に
は
、
あ
き
ら
か
に
旧
約
聖
書

創
世
記

の
影
響
が
見
て
取
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
漢
訳
の
聖
書
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
近
く
別
稿
で
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

18

真
福
寺
善
本
叢
刊
７

中
世
日
本
紀
集

、P
.
451

19

伊
藤
聡
は
、
こ
れ
が
人
間
の
出
生
に
関
わ
る

胎
内
五
位
説

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
前

出
の
報
告
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
言
説
は
人
間
の
心
臓
を
八
葉
の
蓮
華
形
で
あ
る
と
す
る

大
日
経
疏

や

菩
提
心
論

等
の
説

に
依
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

20

伊
藤
聡
は
、
こ
れ
を

神
の
内
在
化

と
捉
え
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
前
出
報
告
を
参
照
の
こ
と
。

21

真
福
寺
善
本
叢
刊
７

中
世
日
本
紀
集

、P
.
480

た
だ
し
、
こ
の
部
分
は
底
本
で
は
欠
け
て
お
り
、
石
川
透
氏
蔵
本
に
て
補
っ
た
旨

の
注
記
が
あ
る
。

22

神
道
大
系

天
台
神
道
（
上
）

P
.
517

23

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
マ
ー
ク
・
テ
ー
ウ
ェ
ン
に
詳
細
な
論

が
あ
る
。M
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4.

ま
た
、
三
橋
健
（
一
九
九
六
）

記
紀
と
神
道
と
い
う
語

（

古
事
記
の
世
界

上
、
古
事
記
学
会
）、
牟
礼
仁
（
二
〇
〇
〇
）

中
世
神
道

説
形
成
論

、
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
に
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
論

が
あ
る
。

霊
魂
と

タ
マ
シ
イ

の
間
（
門
屋

温
）

八
〇
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