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宮
沢
賢
治
作
品
の
幻
想
性
の
由
来 

─
─

そ
の
方
法
論
と
体
験
特
性 

浜
垣 

誠
司 

Ⅰ 

﹁
⼼
象
ス
ケ
チ
﹂の
世
界
観
と
そ
の
実
践 

(1) 

賢
治
は
詩
も
童
話
も
﹁
⼼
象
ス
ケ
ッ
チ
﹂ 

               

(2) 

明
治
⼤
正
期
に
お
け
る
﹁
⼼
象
﹂
の
意
味 


 

明
治
・
⼤
正
時
代
に
出
版
さ
れ
︑
書
名
ま
た
は
⽬
次
に
﹁
⼼
象
﹂
の
語
を
含
む
書
籍
を
︑
国
会
図

書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
検
索
す
る
と
78
件
が
該
当
し
︑こ
の
う
ち
⼆
〇
⼀
九
年
⼀
⼀
⽉

時
点
で
内
容
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
は
︑
同
⼀
書
籍
の
改
訂
版
等
を
除
く
と

36
件
あ
っ
た 


 

こ
の
36
の
書
籍
に
お
け
る
﹁
⼼
象
﹂
の
意
味
を
分
類
す
る
と
︑
左
の
よ
う
に
な
り
︑﹁
イ
メ
ー

ジ
﹂
と
﹁
⼼
的
現
象
全
般
﹂
と
い
う
⼆
つ
の
意
味
が
主
流
で
あ
っ
た 

        


 

右
項
⽬
の
う
ち
﹁
智
情
意
﹂
は
︑﹁
⼼
的
現
象
全
般
﹂
に
含
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う 

 

意味  件数 

イメージ  16 

⼼的現象全般  12 

智情意  2 

⼼霊  3 

その他  3 

計  36 

こ
れ
ら
は
⼆
⼗
⼆
箇
⽉
の 

過
去
と
か
ん
ず
る
⽅
⾓
か
ら 

紙
と
鉱
質
イ
ン
ク
を
つ
ら
ね 

︵
す
べ
て
わ
た
く
し
と
明
滅
し 

 

み
ん
な
が
同
時
に
感
ず
る
も
の
︶ 

こ
こ
ま
で
た
も
ち
つ
ゞ
け
ら
れ
た 

か
げ
と
ひ
か
り
の
ひ
と
く
さ
り
づ
つ 

そ
の
と
ほ
り
の
⼼
象
ス
ケ
ツ
チ
で
す 

︵﹃
春
と
修
羅
﹄﹁
序
﹂
よ
り
︶ 

こ ○

の ○

童 ○

話 ○

集 ○

の ○

⼀ ○

列 ○

は ○

実 ○

に ○

作 ○

者 ○

の ○

⼼ ○

象 ○

ス ○

ケ ○

ツ ○

チ ○

の
⼀
部
で
あ
る
︒︹
中
略
︺ 

こ
れ
は
⽥
園
の
新
鮮
な
産
物
で
あ
る
︒
わ
れ
ら
は
⽥
園
の
⾵
と
光
と
の
中
か
ら
つ
や
ゝ
か
な
果
実
や
︑
⻘
い
蔬

菜
と
⼀
緒
に
こ
れ
ら
の
⼼
象
ス
ケ
ツ
チ
を
世
間
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
︒ 

︵﹃
注
⽂
の
多
い
料
理
店
﹄
広
告
⽂
よ
り
︶  

イメージ 

⼼的現象全般 

智情意 

⼼霊 

そ
の
他 
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⼈
⽣
学 

国
⺠
と
信
仰 

学
校
児
童
⼼
理
学 

⼼
理
学
新
論 

⾳
楽
の
思
想
と
法
則 

法
悦
に
⽣
く
る
⽇ 

⾃
⼰
の
改
造 

⼈
及
事
業
能
率
之
⼼
理 

現
在
及
将
来
の
⼼
霊
研
究 

⼼
理
学
要
領 

４
版 

浄
⼟
宗
在
家
勤
⾏
式
講
話 

修
養
的
婦
⼈
の
⼼
理 

最
新
⼼
理
学
講
義 

⼼
霊
の
秘
密 

ロ
イ
ス
⽒ 

⼼
理
学 

⼼
理
学 

道
案
内 

⼼
象
及
び
其
の
実
験 

実
験
⼼
理
学
講
義 

⼼
⾝
強
健
之
秘
訣
：
実
験
修
養 

⼼
の
研
究 

⼼
理
学
講
義 

倶
舎
哲
学 

⼼
理
学
教
科
書 

新
⼼
理
学
：
教
育
応
⽤ 

催
眠
術
及
感
応
療
法 

教
育
の
基
礎
と
し
て
の
⼼
理
学 

教
育
学
ニ
応
⽤
シ
タ
ル
⼼
理
学 

実
験
⼼
理
学(

麟
⽒) 

上
巻 

妖
怪
学
講
義 

巻
５ 

⼼
理
学
部
⾨ 

⼼
理
学
百
問
百
答 

社
会
学 

⼼
理
摘
要 

⼼
理
学
：
通
信
教
授 

第
１ 

⼼
理
學 

可
吉
⼠
⽒
⼼
象
學
摘
譯 

書
名 

内
ケ
崎
作
三
郎 

庄
野
富
堂 

関
寛
之 

伊
賀
駒
吉
郎 

⽥
坂
晋
三
郎 

訳 

藤
井
巌 

秦
正
堂 

上
野
陽
⼀ 

⽇
本
⼼
霊
学
会 

編 

上
野
陽
⼀ 

中
村
是
隆 

⾼
賀
詵
三
郎 

伊
賀
駒
吉
郎 

平
⽥
元
吉 

⾵
⾒
謙
次
郎 

訳 

⼤
槻
快
尊 

沢
⽥
純
⼀ 

渋
江
保 

訳
編 

野
上
俊
夫
・
上
野
陽
⼀ 

藤
⽥
霊
斎 

加
藤
咄
堂 

福
来
友
吉 

⾈
橋
⽔
哉 

福
来
友
吉 

斎
藤
⿅
三
郎 

⼭
崎
増
造 

富
永
岩
太
郎
・
佐
佐
⽊
吉
三
郎 

浮
⽥
和
⺠ 

訳 
⽥
中
治
六
・
三
⽯
寅
吉 

井
上
円
了 

⽇
下
部
三
之
介 

三
宅
雪
嶺(

雄
⼆
郎) 

訳 

井
上
円
了 

井
上
円
了 

澤
柳
政
太
郎 

⻄
村
茂
樹 

訳 

著
者
・
訳
者 

1926 

1925 

1925 

1925 

1924 

1922 

1920 

1919 

1918 

1918 

1917 

1915 

1913 

1912 

1910 

1909 

1909 

1909 

1909 

1908 

1908 

1907 

1906 

1905 

1903 

1903 

1900 

1900 

1895 

1894 

1893 

1888 

1887 

1886 

18‐‐ 

明
治
年
間 

出
版
年 

⼼
霊 

⼼
的
現
象
全
般 

イ
メ
ー
ジ 

イ
メ
ー
ジ 

イ
メ
ー
ジ 

こ
こ
ろ
が
け 

⼼
的
現
象
全
般 

イ
メ
ー
ジ 

⼼
的
現
象
全
般 

イ
メ
ー
ジ 

こ
ゝ
ろ
も
ち 

智
情
意 

イ
メ
ー
ジ 

⼼
霊 

イ
メ
ー
ジ 

イ
メ
ー
ジ 

覚
悟 

⼼
霊 

イ
メ
ー
ジ 

智
情
意 

⼼
的
現
象
全
般 

イ
メ
ー
ジ 

⼼
的
現
象
全
般 

イ
メ
ー
ジ 

イ
メ
ー
ジ 

⼼
的
現
象
全
般 

イ
メ
ー
ジ 

イ
メ
ー
ジ 

イ
メ
ー
ジ 

⼼
的
現
象
全
般 

⼼
的
現
象
全
般 

⼼
的
現
象
全
般 

⼼
的
現
象
全
般 

⼼
的
現
象
全
般 

イ
メ
ー
ジ 

⼼
的
現
象
全
般 

﹁
⼼
象
﹂
の
意
味 

【表】明治⼤正期の書籍における「⼼象」の意味 
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﹁
イ
メ
ー
ジ
﹂
の
意
味
で
使
⽤
さ
れ
て
い
る
例
は
左
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
特
に
⼼
理
学
の
専

⾨
書
籍
に
お
い
て
︑
現
在
の
﹁
⼼
像
﹂
と
同
様
に
使
わ
れ
て
い
る
︒ 

                

(3) 

宮
沢
賢
治
の
⽤
い
た
﹁
⼼
象
﹂
の
意
味 


 

宮
沢
賢
治
の
﹁
⼼
象
﹂
も
︑
右
の
例
と
同
様
に
︑﹁
イ
メ
ー
ジ
﹂
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る 

理
由
⼀
︑ 

賢
治
⾃
⾝
が
作
品
中
で
﹁
⼼
象
﹂
に
﹁
イ
メ
ー
ヂ
﹂
の
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
例
が
あ
る 

     

理
由
⼆
︑ 

﹁
⼼
象
﹂が
⽤
い
ら
れ
て
い
る
い
ず
れ
の
作
品
に
お
い
て
も
︑﹁
⼼
的
現
象
全
般
﹂や﹁
⼼

霊
﹂
の
意
味
で
は
な
く
︑
⼼
に
映
じ
て
い
る
何
ら
か
の
﹁
像
﹂
を
指
し
て
い
る 

      

す
な
わ
ち
︑賢
治
が
⾔
う﹁
⼼
象
ス
ケ
チ
﹂と
は
︑彼
⾃
⾝
の﹁
イ
メ
ジ
描
写
﹂な
の
で
あ
る 

   

︵
⼤
槻
快
尊
﹃
⼼
理
学
﹄
⼀
九
〇
九
よ
り
︶ 

︵
⾵
⾒
謙
次
郞
訳
﹃
ロ
イ
ス
⽒ 

⼼
理
学
﹄
⼀
九
⼀
〇
よ
り
︶ 

こ
の
県
道
の
た
そ
が
れ
に 

あ
ゝ
⼼
象

イ
メ
ー
ヂ

の
⾼
清
は 

し
づ
か
な
磁
製
の
感
じ
に
か
は
る 

︵﹁︹
⾼
原
の
空
線
は
な
だ
ら
に
暗
く
︺﹂
よ
り
︶

⼼
象
の
は
い
い
ろ
は
が
ね
か
ら 

あ
け
び
の
つ
る
は
く
も
に
か
ら
ま
り 

の
ば
ら
の
や
ぶ
や
腐
植
の
湿
地 

い
ち
め
ん
の
い
ち
め
ん
の
諂
曲
模
様 

︵﹁
春
と
修
羅
﹂
よ
り
︶ 



4 
 

(4) 

賢
治
の
﹁
⼼
象
﹂
と
⼼
理
学
的
﹁
イ
メ
ー
ジ
﹂
と
の
相
違 


 

た
だ
︑
⼼
理
学
的
な
意
味
で
の
﹁
イ
メ
ー
ジ
﹂
の
場
合
は
︑
通
常
は
外
界
の
直
接
的
知
覚
像
や
︑

錯
視
や
幻
覚
の
よ
う
に
︑
本
⼈
の
意
図
を
離
れ
て
受
動
的
に
体
験
さ
れ
る
も
の
は
除
外
す
る
が
︑

賢
治
の
⾔
う﹁
⼼
象
﹂は
︑こ
れ
ら
を
い
ず
れ
も
含
み
︑⼰
の
⼼
の
中
に
映
ず
る
す
べ
て
の﹁
像
﹂

の
こ
と
で
あ
っ
た 


 

賢
治
は
こ
の
﹁
⼼
象
﹂
と
い
う
概
念
装
置
の
も
と
︑
内
的
表
象
と
外
的
現
実
︵
主
観
と
客
観
︶

を
区
別
せ
ず
︑
い
ず
れ
も
﹁
こ
ゝ
ろ
の
ひ
と
つ
の
⾵
物
﹂
と
し
て
同
列
に
扱
っ
た 

                      


 

こ
の
よ
う
に
﹁
主-

客
﹂
未
分
化
な
賢
治
の
﹁
⼼
象
﹂
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
﹁
純
粋
現
象
﹂︑
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
﹁
イ
マ
ー
ジ
ュ
﹂︑
⻄
⽥
幾
多
郎
の
﹁
純
粋
経
験
﹂
に
も
通
ず
る 


 

賢
治
は
こ
の
よ
う
な
世
界
観
を
︑
仏
教
の
﹁
唯
識
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
た
だ
⼼
に
お

け
る
認
識
現
象
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
い
う
思
想
か
ら
学
ん
だ
と
思
わ
れ
︑
学
⽣
時
代
の
書
簡
に
も
し

ば
し
ば
記
し
て
い
る 

  

   

こ
れ
ら
に
つ
い
て
⼈
や
銀
河
や
修
羅
や
海
胆
は 

宇
宙
塵
を
た
べ
︑
ま
た
は
空
気
や
塩
⽔
を
呼
吸
し
な
が
ら 

そ
れ
ぞ
れ
新
鮮
な
本
体
論
も
か
ん
が
へ
ま
せ
う
が 

そ
れ
ら
も
畢
竟
こ
ゝ
ろ
の
ひ
と
つ
の
⾵
物
で
す 

た
ゞ
た
し
か
に
記
録
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
け
し
き
は 

記
録
さ
れ
た
そ
の
と
ほ
り
の
こ
の
け
し
き
で 

そ
れ
が
虚
無
な
ら
ば
虚
無
⾃
⾝
が
こ
の
と
ほ
り
で 

あ
る
程
度
ま
で
は
み
ん
な
に
共
通
い
た
し
ま
す 

︵
す
べ
て
が
わ
た
く
し
の
中
の
み
ん
な
で
あ
る
や
う
に 

 

み
ん
な
の
お
の
お
の
の
な
か
の
す
べ
て
で
す
か
ら
︶ 

︹
中
略
︺ 

け
だ
し
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
感
官
や 

⾵
景
や
⼈
物
を
か
ん
ず
る
や
う
に 

そ
し
て
た
ゞ
共
通
に
感
ず
る
だ
け
で
あ
る
や
う
に 

記
録
や
歴
史
︑
あ
る
ひ
は
地
史
と
い
ふ
も
の
も 

そ
れ
の
い
ろ
い
ろ
の
論
料
と
い
つ
し
よ
に 

︵
因
果
の
時
空
的
制
約
の
も
と
に
︶ 

わ
れ
わ
れ
が
か
ん
じ
て
ゐ
る
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん 

︵﹃
春
と
修
羅
﹄﹁
序
﹂
よ
り
︶ 

ぼ
く
た
ち
は
ぼ
く
た
ち
の
か
ら
だ
だ
っ
て
考
だ
っ
て
天
の
川
だ
っ
て
汽
⾞
だ
っ
て
た
ゞ
さ
う
感
じ
て
ゐ
る
の
な

ん
だ
か
ら
︑
そ
ら
ご
ら
ん
︑
ぼ
く
と
い
っ
し
ょ
に
す
こ
し
こ
ゝ
ろ
も
ち
を
し
づ
か
に
し
て
ご
ら
ん
︒ 

︵﹁
銀
河
鉄
道
の
夜
﹂
初
期
形
三
よ
り
︶ 

戦
争
と
か
病
気
と
か
学
校
も
家
も
⼭
も
雪
も
み
な
均
し
き
⼀
⼼
の
現
象
に
御
座
候 

そ
の
戦
争
に
⾏
き
て
⼈
を

殺
す
と
云
ふ
事
も
殺
す
者
も
殺
さ
る
ゝ
者
も
皆
等
し
く
法
性
に
御
座
候 

︵
宮
沢
政
次
郎
あ
て
書
簡
46
よ
り
︶ 
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末
尾
の
漢
⽂
は
︑﹁
世
間
虚
仮
︑唯
仏
是
真︵
世
間
は
虚
仮

こ

け

な
り
︑唯
仏
の
み
是
れ
真 ま

こ
と

な
り
︶﹂

と
い
う
聖
徳
太
⼦
が
遺
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
⾔
葉
に
由
来 

   


 

賢
治
は
﹁
⼼
象
﹂
の
描
写
と
し
て
︑﹁
明
滅
﹂
あ
る
い
は
﹁
ひ
か
り
と
か
げ
﹂
と
い
う
表
現
を

よ
く
⽤
い
た
が
︑
こ
れ
も
唯
識
の
﹁
刹
那
滅
﹂
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る 

 

(5) 

﹁
⼼
象
ス
ケ
ッ
チ
﹂
と
い
う
実
践
⾏
為
と
そ
の
結
果 


 

﹁
⾃
⼰
の
外
部
に
客
観
的
実
在
な
る
も
の
が
存
在
す
る
﹂
と
い
う
常
識
的
前
提
を
棄
却
し
︑
す
べ

て
は
﹁
わ
た
く
し
﹂
の
意
識
現
象
で
あ
る
と
い
う
世
界
観
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
フ
ッ
サ

ー
ル
の
﹁
現
象
学
的
還
元
﹂
に
も
相
当
す
る
⾏
為
で
あ
る 

               


 

す
な
わ
ち
賢
治
は
︑﹁
⼼
象
ス
ケ
ッ
チ
﹂
と
い
う
創
作
的
実
践
⾏
為
に
お
い
て
︑ 

① 

⼼
理
的
に
は
︑
外
的
現
実
も
内
的
表
象
も
﹁
み
な
均
し
き
⼀
⼼
の
現
象
﹂
で
あ
る
と
し
て
世
界

を
観
じ
つ
つ
︵
＝
⼀
貫
し
て
現
象
学
的
還
元
の
中
で
⽣
き
つ
つ
︶︑ 

② 

⾝
体
的
に
は
︑⼿
帳
と
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
を
⼿
に
︑し
ば
し
ば
夜
を
徹
し
て
野
⼭
を
歩
き
続

け
︑
降
り
注
ぐ
感
覚
の
シ
ャ
ワ
ー
と
︑
湧
き
起
こ
る
表
象
や
感
情
の
嵐
を
︑
取
り
混
ぜ
て
実
況

中
継
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
っ
た 

 

退
学
も
戦
死
も
な
ん
だ 

み
ん
な
⾃
分
の
中
の
現
象
で
は
な
い
か 

保
阪
嘉
内
も
シ
ベ
リ
ヤ
も
み
ん
な
⾃
分
で

は
な
い
か 

あ
ゝ
⾄
⼼
に
帰
命
し
奉
る
妙
法
蓮
華
経 

世
間
皆
是
虚
仮
仏
只
真 ︵

保
阪
嘉
内
あ
て
書
簡
49
よ
り
︶ 

⽯
丸
博
⼠
も
保
阪
さ
ん
も
み
な
私
の
な
か
に
明
滅
す
る
︒
み
ん
な
み
ん
な
私
の
中
に
事
件
が
起
る
︒ 

︵
保
阪
嘉
内
あ
て
書
簡

153
よ
り
︶ 

⾃
然
的
態
度
を
採
る
と
き
わ
れ
わ
れ
は
︑
世
界
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
現
に
そ
こ
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
ゆ

え
ん
の
あ
ら
ゆ
る
作
⽤
を
︑
無
造
作
に
遂
⾏
す
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
素
朴
に
知
覚
作
⽤
や
経
験
作
⽤
の
う
ち
で
⽣

き
る
︒
知
覚
作
⽤
や
経
験
作
⽤
は
︑
顕
在
的
な
定
⽴
作
⽤
で
あ
っ
て
︑
こ
う
し
た
作
⽤
の
う
ち
で
︑
わ
れ
わ
れ

に
︑
事
物
統
⼀
や
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
実
在
が
現
出
し
て
く
る
︒
し
か
も
︑
そ
れ
ら
は
た
だ
単
に
現
出
し
て
く
る

の
で
は
な
く
て
︑﹁
⼿
の
届
く
向
こ
う
に
存
在
す
る
﹂
と
か
﹁
現
実
的
な
﹂
と
い
っ
た
性
格
に
お
い
て
与
え
ら

れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒︹
中
略
︺ 

と
こ
ろ
が
︑
現
象
学
的
態
度
を
採
る
と
き
わ
れ
わ
れ
は
︑
原
理
的
普
遍
性
に
お
い
て
︑
右
の
よ
う
な
コ
ギ
タ
チ

オ
的
な
⼀
切
の
定
⽴
の
遂
⾏
を
︑
阻
⽌
す
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
れ
ま
で
遂
⾏
さ
れ
て
き
た
そ
の
定
⽴

を
︑﹁
わ
れ
わ
れ
は
括
弧
に
⼊
れ
る
﹂︒
新
し
い
研
究
の
た
め
に
︑﹁
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
定
⽴
に
参
加
し
な

い
﹂︒
定
⽴
の
う
ち
で
⽣
き
る
こ
と
を
や
め
︑
定
⽴
を
遂
⾏
す
る
の
を
や
め
︑
そ
の
代
わ
り
に
わ
れ
わ
れ
は
︑

定
⽴
の
⽅
に
向
け
ら
れ
た
反
省
作
⽤
を
遂
⾏
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
反
省
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
︑
定

⽴
そ
の
も
の
を
︑
そ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
絶
対
的
存
在
の
あ
り
さ
ま
で
把
握
す
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
れ
と
⼀

緒
に
︑
そ
の
定
⽴
の
中
で
ま
た
定
⽴
⾃
⾝
の
存
在
と
不
可
分
の
形
で
思
向
さ
れ
て
い
る
も
の
︑
例
え
ば
経
験
さ

れ
る
当
の
も
の
そ
の
も
で
あ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
も
の
を
も
︑
把
握
す
る
の
で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
今
や
︑
全

⾯
的
に
︑
こ
う
し
た
第
⼆
段
階
の
作
⽤
の
中
で
⽣
き
る
の
で
あ
る
︒ 

︵
フ
ッ
サ
ー
ル
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
﹄
よ
り
︶ 
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①
は
︑賢
治
に
と
っ
て
結
果
的
に
︑現
実
と
空
想
の
境
界
を
攪
乱
し
︑彼
の﹁
空
想
傾
向︵fantasy 

proneness

︶﹂
を
︑
促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か 


 

現
実
と
空
想
の
区
別
の
曖
昧
さ
は
︑
空
想
傾
向
の
重
要
な
特
徴 

    


 

②
は
︑
⾝
体
を
限
界
状
況
に
追
い
込
ん
で
神
秘
体
験
を
求
め
る
宗
教
的
修
⾏
に
も
︑
通
ず
る
⾯
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か 


 

た
と
え
ば
︑
⽐
叡
⼭
延
暦
寺
に
お
け
る
﹁
常
⾏
三
昧
﹂
の
修
⾏
で
は
︑
阿
弥
陀
如
来
を
⼼
に
念

じ
そ
の
名
号
を
唱
え
つ
つ
如
来
像
の
周
囲
を
何
⽇
も
回
り
続
け
る
が
︑
そ
の
最
中
に
し
ば
し

ば
⼗
⽅
の
仏
が
眼
前
に
現
れ
て
⽴
つ
姿
が
⾒
え
る
た
め
︑﹁
仏
⽴
三
昧
﹂
と
も
呼
ば
れ
る 


 

⽐
叡
の
⼭
中
を
歩
き
続
け
る
﹁
回
峰
⾏
﹂
の
際
に
も
︑
⾏
者
は
様
々
な
神
秘
的
体
験
を
し
た 


 

イ
ン
ド
で
唯
識
説
を
主
唱
し
た
﹁
瑜
伽
⾏
唯
識
派
﹂
に
お
い
て
も
︑
そ
の
名
前
の
よ
う
に
︑
唯

識
と
い
う
世
界
観
と
︑
ヨ
ー
ガ
等
の
⾝
体
的
実
践
が
︑
表
裏
⼀
体
の
も
の
と
し
て
⾏
わ
れ
た 


 

な
ぜ
賢
治
は
︑
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
創
作
⽅
法
を
と
っ
た
の
か
？ 


 

賢
治
が
神
秘
体
験
の
宗
教
的
意
義
を
格
別
に
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
⽰
す
︑
親
戚
の
証
⾔ 

               


 

関
徳
也
は
三
歳
年
上
の
賢
治
を
兄
の
よ
う
に
慕
い
︑
賢
治
の
影
響
で
短
歌
を
始
め
法
華
経
を

信
仰
し
国
柱
会
に
も
⼀
緒
に
⼊
会
す
る
な
ど
︑
⾏
動
の
⼿
本
と
し
て
い
た 


 

賢
治
の
﹁
⼼
象
ス
ケ
ッ
チ
﹂
開
始
は
⼤
正
⼗
⼀
年
⼀
⽉
で
︑
右
の
逸
話
に
少
し
先
⾏
す
る
が
︑

賢
治
の
⼼
中
に
も
右
記
と
同
じ
よ
う
な
神
秘
体
験
へ
の
希
求
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か 
 

以
上
の
よ
う
に
し
て
⾏
う﹁
⼼
象
ス
ケ

チ
﹂と
い
う
⼼
理
的
・
⾝
体
的
実
践
の
積
み
重
ね
が
︑賢
治
の

作
品
に
特
徴
的
な
幻
想
性
を
⽣
み
出
し
て
い
た
⾯
が
あ
る
の
で
は
な
い
か 

 

11)
⾃
分
の
空
想
の
多
く
は
︑
現
実
の
よ
う
な
鮮
や
か
さ
︵
リ
ア
リ
テ
ィ
︶
を
も
っ
て
い
る
︒ 

13)
空
想
し
た
こ
と
を
現
実
に
あ
っ
た
こ
と
と
混
同
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
︒ 

︵
空
想
傾
向
の
評
価
尺
度CEQ

-J

よ
り
︶ 

 

私
︵
注
：
賢
治
の
親
戚
の
関
徳
也
︶
が
⼆
⼗
三
歳
の
⼤
正
⼗
⼀
年
の
秋
︑
法
華
経
寿
量
品
の
﹁
⼀
⼼
に
仏
を

⾒
奉
ら
ん
と
欲
し
て
⾃
ら
⾝
命
を
惜
ま
ず
︑
時
に
我
及
び
衆
僧
倶
に
霊
鷲
⼭
に
出
づ
﹂
と
云
ふ
聖
句
の
通
り
︑

⾁
眼
を
以
て
仏
を
拝
み
た
い
と
熱
意
し
︑
岩
⼿
⼭
中
に
⼊
つ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
⾝
命
を
惜
ま
ず
︑
と
云
へ

ば
ま
づ
⾝
命
を
捨
る
こ
と
だ
と
思
ひ
︑
⾝
体
は
⾷
物
で
維
持
す
る
も
の
だ
か
ら
︑
そ
の
⾷
を
断
つ
て
⼀
⼼
に
仏

を
念
じ
ま
し
た
︒
そ
の
間
約
⼗
五
⽇
︑
細
る
ば
か
り
の
⾝
を
持
つ
て
仏
を
念
じ
て
ゐ
た
ら
︑
或
⽇
仏
が
降
り
給

ひ
︑
私
に
あ
り
あ
り
と
そ
の
姿
を
⾒
せ
て
下
さ
い
ま
し
た
︒
私
は
感
激
し
て
︑
な
ほ
仏
を
念
じ
て
ゐ
ま
す
と
︑

数
限
り
な
い
仏
達
は
︑
私
の
周
囲
い
つ
ぱ
い
に
降
り
⽴
た
せ
給
ひ
︑
私
は
深
く
感
動
し
ま
し
た
︒
そ
の
時
を
期

し
て
私
は
⼈
⽣
と
い
ふ
も
の
に
対
す
る
考
へ
⽅
が
⼀
変
し
︑
法
華
経
の
教
へ
る
娑
婆
即
寂
光
⼟
と
い
ふ
こ
と
は

間
違
ひ
な
い
こ
と
だ
と
信
じ
ま
し
た
︒ 

 

そ
れ
か
ら
⼈
⽣
の
⼀
切
が
愉
快
に
な
り
︑
丈
余
の
積
雪
の
岩
⼿
⼭
を
⾥
へ
下
り
ま
し
た
︒ 

 

賢
治
へ
そ
の
事
を
報
告
し
ま
す
と
︑
賢
治
は
真
剣
な
⾯
持
ち
で
⼤
変
喜
ば
れ
︑﹁
さ
う
い
ふ
事
は
昔
の
豪
い

和
尚
な
ど
が
よ
く
体
験
さ
れ
た
こ
と
で
す
︒
そ
の
時
︑
仏
は
貴
⽅
に
何
か
を
た
の
み
ま
せ
ん
で
し
た
か
︒﹂
と

云
ひ
ま
し
た
︒
私
は
﹁
何
も
た
の
ま
れ
な
い
︒﹂
と
云
ふ
と
賢
治
は
少
し
落
胆
し
た
様
⼦
で
後
は
唯
﹁
ハ
ア
﹂

と
⾔
つ
た
き
り
で
し
た
︒
私
も
何
だ
か
拍
⼦
が
ぬ
け
て
︑
か
へ
す
⾔
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
仏
か
ら
何

か
委
嘱
さ
れ
る
様
な
本
当
に
⼒
の
あ
る
男
で
あ
れ
ば
よ
か
つ
た
な
あ
と
︑
⼝
惜
し
く
思
ひ
ま
し
た
︒ 

︵
関
登
久
也
﹃
宮
澤
賢
治
素
描
﹄
よ
り
︶ 
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Ⅱ 
宮
沢
賢
治
の
体
験
特
性─

﹁
境
界
の
薄
さ
﹂と
解
離
体
験 

(1) 
共
感
性
と
催
眠
感
受
性
の
⾼
さ
＝
⾃
我
境
界
の
薄
さ 


 

賢
治
は
幼
少
期
か
ら
︑
他
⼈
の
痛
み
を
⾃
分
の
痛
み
と
し
て
感
じ
ず
に
は
お
れ
な
い
傾
向
が
あ
っ

た
︵
＝
共
感
性
の
⾼
さ
︶ 

         
 

右
の
よ
う
な
咄
嗟
の
反
応
は
︑⾝
に
付
け
た
道
徳
⼼
と
い
う
よ
り
も
︑理
屈
以
前
の
⽣
来
の
感

性
と
思
わ
れ
る 


 

賢
治
は
中
学
時
代
に
﹁
静
座
法
﹂
の
指
導
を
受
け
た
際
に
︑
開
始
40
分
で
全
⾝
の
筋
⾁
が
勝
⼿
に

動
き
出
す
と
い
う
体
験
を
し
た
︵
＝
催
眠
感
受
性
の
⾼
さ
︶ 

                       

あ
る
と
き
︑
い
た
ず
ら
⽣
徒
が
ろ
う
か
に
⽴
た
さ
れ
︑
罰
と
し
て
⽔
を
た
た
え
た
お
茶
碗
を
持
た
さ
れ
て
い

た
︒賢
治
は
そ
れ
が
か
わ
い
そ
う
で
な
ら
な
い
︒い
い
ぐ
あ
い
に
先
⽣
の
⽤
で
教
員
室
へ
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の

で
︑
ろ
う
か
へ
出
る
と
あ
っ
と
い
う
ま
に
そ
の
⽔
を
ゴ
ク
ゴ
ク
の
ん
で
し
ま
い
︑﹁
ひ
ど
い
だ
ろ
う
︒
た
い
へ
ん

だ
ろ
う
﹂
と
同
情
し
た
︒︹
中
略
︺ 

 

み
ん
な
で
⾞
屋
の
前
の
道
路
で
バ
ッ
タ︵
メ
ン
コ
︶を
し
て
遊
ん
で
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
︒バ
ッ
タ
バ
ッ

タ
と
メ
ン
コ
を
叩
い
て
い
る
う
ち
に
︑そ
の
⼀
枚
が
と
び
は
ね
た
の
を
あ
わ
て
て
追
っ
か
け
た
⼦
が
あ
る
︒そ
こ

へ
運
わ
る
く
荷
⾺
⾞
が
き
た
︒の
ば
し
た
⼦
ど
も
の
⼿
を
グ
ザ
ッ
と
わ
だ
ち
が
ひ
い
た
︒ア
ッ
と
い
う
悲
鳴
︒⾎

が
ポ
タ
ポ
タ
流
れ
で
る
︒
賢
治
は
む
ち
ゅ
う
に
な
っ
て
か
け
よ
り
︑﹁
い
た
か
べ
︑
い
た
か
べ
﹂
と
い
い
な
が
ら
︑

そ
の
傷
つ
い
た
⾎
と
泥
の
指
を
む
ち
ゅ
う
で
吸
っ
て
い
た
︒ 

 

︵
堀
尾
⻘
史
﹃
年
譜 

宮
澤
賢
治
伝
﹄
よ
り
︶ 

 

⼜
今
夜
佐
々
⽊
電
眼
⽒
を
と
ひ
明
⽇
よ
り
⼀
円
を
出
し
て
静
座
法
指
導
の
約
束
を
得
て
帰
り
申
し
候 

佐
々

⽊
⽒
は
島
津︵
マ
マ
︶⼤
等
師
あ
た
り
と
も
交
際
致
し
ず
い
ぶ
ん
確
実
な
る
⼈
物
に
て
候
︒静
座
と
称
す
る
も
の
ゝ

極
妙
は
仏
教
の
最
後
の
⽬
的
と
も
⼀
致
す
る
も
の
な
り
と
説
か
れ
⼩
⽣
も
聞
き
囓
り
読
み
か
じ
り
の
仏
教
を
以

て
⼤
に
横
や
り
を
⼊
れ
申
し
候
へ
ど
も
い
か
に
も
真
理
な
る
や
う
存
じ
申
し
候
︒︵
御
笑
ひ
下
さ
る
な
︶
も
し
今

⽇
実
⾒
候
や
う
の
静
座
を
⼩
⽣
が
今
度
の
冬
休
み
迄
に
な
し
得
る
や
う
に
な
り
候
は
ゞ
必
ず
や
皆
様
を
益
す
る

⼀
円
⼆
円
の
こ
と
に
て
は
こ
れ
な
し
と
存
じ
候 

⼩
⽣
の
筋
⾻
も
し
鉄
よ
り
も
堅
く
疾
病
も
な
く
煩
悶
も
な
く

候
は
ゞ
下
⼿
く
さ
く
体
操
な
ど
を
す
る
よ
り
よ
っ
ぽ
ど
の
親
孝
⾏
と
存
じ
申
し
候 

︵
宮
沢
政
次
郎
あ
て
書
簡
6
よ
り
︶ 

謹
啓 

昨
⽇
の
⼿
紙
の
通
り
本
⽇
電
眼
⽒
の
指
導
の
下
に
静
座
仕
り
候
と
こ
ろ
四
⼗
分
に
て
全
⾝
の
筋
⾁
の
⾃

動
的
活
動
を
来
し
今
後
⼆
ヶ
⽉
も
た
ゝ
ば
充
分
卒
業
冬
休
み
に
御
指
導
申
す
決
し
て
難
事
な
ら
ず
と
存
じ
候 

ま
づ
は
御
報
知
ま
で 

 

草
々 

敬
具 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

︵
宮
沢
政
次
郎
あ
て
書
簡
7
︶ 

 

静
座
法
の
佐
々
⽊
電
眼
と
い
う
⼈
は
中
学
校
寄
宿
舎
附
近
に
住
居
し
て
︑
独
特
の
⽅
法
で
静
座
法
を
教
え
て

い
た
⼈
で
︑島
地
⽒
や
⾊
々
の
⼈
々
と
も
昵
懇
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒眼
光
炯
々
と
し
た
︑あ
ま
り
背
の
⾼
く

な
い
精
⼒
的
な
⼀
種
の
催
眠
術
師
で
あ
っ
た
と
私
は
思
っ
て
い
る
︒ 

 

賢
治
は
前
の
⼿
紙
と
こ
の
葉
書
に
も
書
い
た
よ
う
に
こ
の
佐
々
⽊
⽒
の
指
導
で
静
座
法
を
何
ヵ
⽉
か
習
っ

た
︒そ
し
て
冬
休
み
に
こ
の
⼈
を
連
れ
て
家
に
帰
っ
た
が
︑⽗
や
姉
に
も
静
座
法
を
す
す
め
た
こ
と
を
私
は
思
い

出
す
の
で
あ
る
︒ 

 

電
眼
の
暗
⽰
に
誘
導
さ
れ
て
︑姉
の
と
し
は
⾒
る
ま
に
催
眠
状
態
に
な
っ
た
が
︑⽗
は
電
眼
が
⻑
い
時
間
汗
を

流
し
て
懸
命
に
努
⼒
し
た
の
で
あ
っ
た
が
︑い
つ
ま
で
経
っ
て
も
平
気
で
笑
っ
て
い
た
の
で
︑遂
に
電
眼
は
あ
き

ら
め
て
︑
雑
煮
餅
を
⼗
数
杯
平
ら
げ
て
︑
⼭
猫
博
⼠
の
よ
う
に
退
散
し
た
の
で
あ
っ
た
︒ 

︵
宮
沢
清
六
﹁
⼗
⼀
⽉
三
⽇
の
⼿
紙
﹂
よ
り
︶ 
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こ
の
﹁
静
座
法
﹂
は
︑
明
治
末
〜
⼤
正
初
期
に
全
国
的
に
流
⾏
し
た
﹁
岡
⽥
式
静
座
法
﹂
と
推

定
さ
れ
る
︵
最
盛
期
に
は
︑
東
京
の
百
数
⼗
か
所
で
﹁
静
座
会
﹂
が
開
か
れ
て
い
た
︶ 


 

実
際
に
当
時
︑﹁
岡
⽥
式
静
座
法
﹂
を
⾏
う
と
⾝
体
が
動
揺
し
始
め
る
⼈
々
が
多
か
っ
た 

          


 

こ
の
⾝
体
の
動
揺
は
医
学
的
に
は
︑﹁
⼼
理
⾃
動
症
︵psychom

otor autom
atism

︶﹂
と

考
え
ら
れ
︑
⾃
動
書
記
な
ど
と
同
様
の
⾃
⼰
催
眠
現
象
で
あ
る 


 

通
常
は
︑﹁
岡
⽥
式
静
座
法
﹂
を
始
め
て
か
ら
ど
の
程
度
の
時
間
で
︑
⾝
体
の
動
揺
が
出
現
す

る
の
か
？ 

          
 

す
な
わ
ち
︑﹁
⼆
三
⽇
に
し
て
起
つ
た
﹂
か
ら
﹁
三
年
餘
も
起
ら
な
い
﹂
ま
で
の
幅
が
あ
る

が
︑
初
⽇
に
﹁
四
⼗
分
﹂
で
起
こ
っ
た
賢
治
は
︑
相
当
に
早
い
⽅
だ
と
思
わ
れ
る 


 

つ
ま
り
︑賢
治
の
催
眠
感
受
性
は
︑⼀
般
⼈
よ
り
相
当
に
⾼
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
る 


 

﹁
共
感
性
が
⾼
い
﹂
こ
と
と
﹁
催
眠
感
受
性
が
⾼
い
﹂
こ
と
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
他
者
か
ら
の
影
響

を
受
け
て
︑
⾃
我
が
容
易
に
反
応
し
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る 


 

こ
こ
で
︑﹁
⾃
我
境
界
﹂と
い
う
説
明
概
念
を
⽤
い
れ
ば
︑右
の
特
徴
は﹁
⾃
我
境
界
が
薄
い
﹂

と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る 


 

解
離
傾
向
は
催
眠
感
受
性
と
よ
く
相
関
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
︑
賢
治
の
解
離
傾
向
も
⾼
か

た
可
能
性
が
あ
る 

 

▲
動
揺
の
種
々 

 

此
の
⾝
體
の
動
揺
に
は
︑
⾊
々
種
類
が
あ
る
︒
⼿
を
動
か
す
⼈
も
あ
れ
ば
︑
頭
を
動
か
す
⼈
も
あ
る
︒
肩
を
動

か
す
⼈
も
あ
れ
ば
︑
腰
を
動
か
す
⼈
も
あ
る
︒
頭
の
運
動
に
も
︑
或
は
前
後
に
或
は
左
右
に
︑
種
々
の
運
動
が
あ

る
︒
⼿
の
運
動
に
も
︑
そ
の
通
り
で
︑
縦
に
振
る
も
の
も
あ
れ
ば
︑
横
に
振
る
も
の
も
あ
る
が
︑
握
り
合
せ
た
儘

の
兩
の
⼿
で
︑
下
腹
を
ポ
ン
ポ
ン
と
打
つ
の
が
︑
最
も
普
通
の
形
で
あ
る
︒
或
は
端
座
の
儘
で
︑
に
じ
り
廻
る
⼈

も
あ
れ
ば
︑ピ
ョ
ン
ピ
ョ
ン
と
⾶
び
廻
る
⼈
も
あ
る
︒懸
け
聲
を
懸
け
て
叫
ぶ
⼈
も
あ
れ
ば
︑⼜
妙
な
聲
を
出
し

て
唸
る
⼈
も
あ
る
︒
其
れ
も
三
⼗
分
な
り
⼀
時
間
の
間
︑
同
じ
運
動
を
反
復
す
る
⼈
も
あ
れ
ば
︑
運
動
を
種
々

様
々
に
變
更
す
る
⼈
も
あ
る
︒忽
ち
静
か
に
︑忽
ち
騒
が
し
く
︑い
ま
は
⽯
地
蔵
の
如
く
︑次
に
は
夜
叉
の
如
く
︑

千
態
萬
状
の
動
揺
を
演
ず
る
は
︑
是
れ
實
に
静
坐
會
の
實
況
で
あ
る
︒ 

︵
岸
本
能
武
太
﹃
岡
⽥
式
静
坐
三
年
﹄
よ
り
︶ 

 

元
來
︑⾝
體
の
動
揺
は
静
坐
の
⽬
的
で
は
な
い
︒静
坐
中
⼈
に
よ
つ
て
⾃
然
的
に
伴
⽣
す
る
現
象
で
あ
る
︒故

に
︑
動
揺
が
起
つ
て
も
︑
喜
嬉
す
る
に
も
當
ら
な
け
れ
ば
︑
⼜
た
動
揺
が
起
ら
な
い
か
ら
と
い
つ
て
︑
必
ず
し
も

⼼
配
す
る
必
要
も
な
い
︒
動
揺
の
起
る
起
ら
ぬ
は
全
然
意
に
介
し
な
い
が
可
い
︒ 

 

現
に
親
し
く
岡
⽥
⽒
の
指
導
を
受
け
て
︑
熱
⼼
に
静
坐
を
⾏
つ
て
居
る
⼈
々
の
中
に
も
︑
⾝
體
動
揺
の
現
象

は
︑
⼆
三
⽇
に
し
て
起
つ
た
⼈
も
あ
れ
ば
︑
既
に
三
年
餘
も
熱
⼼
に
⾏
つ
て
居
て
も
些
し
も
起
ら
な
い
⼈
も
あ

る
︒故
を
以
て
早
く
動
揺
の
起
つ
た
⼈
は
早
く
堂
奥
に
⼊
り
︑數
年
後
の
今
⽇
も
未
だ
動
揺
の
起
ら
な
い
⼈
は
未

だ
静
坐
の
堂
奥
に
⼊
つ
て
居
な
い
の
か
と
い
ふ
と
︑必
ず
し
も
然
う
で
は
な
い
︒⼆
三
⽇
に
し
て
動
揺
の
現
象
が

あ
つ
て
も
︑未
だ
堂
に
⼊
つ
て
居
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
︑三
年
五
年
經
つ
て
も
動
揺
し
な
く
て
も
妙
境
に
達
し
て

居
る
も
の
も
あ
る
︒ 

︵
荒
井
倉
三
郎
﹃
實
験 

岡
⽥
式
静
坐
法
﹄
よ
り
︶ 
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(2) 

フ
ェ
ダ
ー
ン
の
⾃
我
境
界
と
そ
の
模
式
図 


 

﹁
⾃
我
境
界
︵ego boundary

︶﹂
と
は
︑
フ
ロ
イ
ト
の
最
古
参
の
弟
⼦
の
⼀
⼈
で
︑
⾃
我
⼼
理
学

を
確
⽴
し
た
フ
ェ
ダ
ー
ン
︵Federn, Paul

︶
が
︑
そ
の
理
論
の
中
⼼
概
念
の
⼀
つ
と
し
て
提
唱
し

た
も
の
で
︑
⾃
我
と
︑
そ
れ
以
外
の
部
分
︵
＝
⾮
⾃
我
︶
と
の
﹁
境
界
﹂
を
指
す 


 

﹁
⾮
⾃
我
﹂
は
︑
外
界
︵
外
的
現
実
︶
と
︑
内
界
︵
無
意
識
︶
か
ら
成
る 


 

フ
ロ
イ
ト
が
⾃
我
の
﹁
機
能
﹂
を
重
視
し
た
の
に
対
し
て
︑
フ
ェ
ダ
ー
ン
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現

象
学
の
影
響
も
受
け
つ
つ
︑
⾃
我
と
い
う
も
の
を
﹁
主
観
的
体
験
︵E

rlebnis

︶﹂
と
し
て
と

ら
え
た
の
が
特
徴
で
あ
る 

            


 

フ
ェ
ダ
ー
ン
は
︑
外
界
と
⾃
我
と
の
間
の
境
界
を
﹁
外
的
⾃
我
境
界
﹂︑
内
界
︵
無
意
識
︶
と
⾃
我

と
の
間
の
境
界
を
﹁
内
的
⾃
我
境
界
﹂
と
呼
ん
だ 


 

外
的
⾃
我
境
界
を
通
し
て
⾃
我
に
も
た
ら
さ
れ
る
対
象
に
は
︑⾃
我
境
界
に
お
い
て﹁
現
実
感
﹂

の
感
覚
が
付
与
さ
れ
︑﹁
外
的
現
実
﹂
と
し
て
体
験
さ
れ
る 


 

フ
ェ
ダ
ー
ン
は
︑こ
の
際
に
⾃
我
境
界
は
︑⼀
種
の
末
梢
感
覚
器
官
の
よ
う
な
機
能
も
果
た
し

て
い
る
と
考
え
た 


 

健
康
な
状
態
で
は
︑
無
意
識
︵
イ
ド
︶
に
あ
る
対
象
は
直
接
に
内
的
⾃
我
境
界
を
通
し
て
⾃
我

に
到
達
す
る
こ
と
は
な
く
︑
前
意
識
を
経
由
し
︑
内
的
⾃
我
境
界
に
お
い
て
﹁
⾃
我
感
情
﹂
が

付
与
さ
れ
て
⾃
我
化
︵egotization

︶
さ
れ
る 


 

健
康
な
⾃
我
境
界
は
︑
動
的
で
柔
軟
性
に
富
み
︑
拡
⼤
や
収
縮
を
す
る 


 

フ
ェ
ダ
ー
ン
の
時
代
に
は
︑ま
だ
細
胞
⽣
理
学
は
⼗
分
に
発
展
し
て
い
な
か
っ
た
が
︑現
代
か

ら
⾒
る
と
こ
の
よ
う
な
⾃
我
境
界
の
動
態
は
︑﹁
細
胞
膜
﹂
が
⼀
個
の
細
胞
の
独
⽴
し
た
統
⼀

性
を
保
ち
つ
つ
︑
外
部
と
の
間
で
︑
物
質
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
情
報
を
動
的
に
交
換
し
な
が
ら
⼰

を
維
持
し
て
い
る
様
⼦
と
似
て
い
る
︵
個
⼈
的
に
は
﹁
⾃
我
膜
﹂
と
呼
び
た
い
︶ 


 

フ
ェ
ダ
ー
ン
は
い
く
つ
か
の
精
神
症
状
を
︑
⾃
我
境
界
の
病
的
な
変
化
と
し
て
説
明
し
た 


 

現
実
感
消
失
症
に
お
い
て
は
︑⾃
我
境
界
へ
の
リ
ビ
ド
ー
備
給
が
減
少
す
る
た
め
に
︑⾃
我
境

界
を
通
し
て
流
⼊
す
る
対
象
に
付
与
さ
れ
る
現
実
感
が
︑
低
下
す
る
の
だ
と
考
え
た 


 

離
⼈
症
に
お
い
て
は
︑や
は
り
⾃
我
境
界
へ
の
リ
ビ
ド
ー
備
給
が
減
少
す
る
た
め
に
︑通
常
は

⾃
我
感
情
が
付
随
し
て
い
る
表
象
が
︑
そ
れ
を
失
う
と
考
え
た 

 

﹁
⾃
我
境
界
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て
よ
く
⾔
わ
れ
る
意
⾒
に
つ
い
て
︑
こ
こ
で
論
じ
て
お
く
︒
あ
る
⾼
名
な
論

者
が
︑こ
の
語
は
硬
直
し
た
線
や
帯
の
よ
う
な
︑あ
る
い
は
溝
の
よ
う
な
︑⼀
つ
の
領
域
の
輪
郭
を
指
し
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
︑こ
の
概
念
は
受
け
⼊
れ
が
た
い
と
述
べ
た
︒私
か
ら
す
る
と
︑こ
の
論
者

は
⼼
的
過
程
に
対
す
る
静
的
な
理
解
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
︒﹁
⾃
我
境
界
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
⾃
我
外
縁
﹂
と

呼
ん
だ
⽅
が
よ
い
と
い
う
彼
の
⽰
唆
は
傾
聴
に
値
す
る
が
︑い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
語
は
︑⾃
我
の
周
囲
に
帯

状
あ
る
い
は
線
状
の
明
確
な
区
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
⾔
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
区

分
は
︑流
⼊
し
あ
る
い
は
分
離
す
る
諸
要
素
に
よ
る
︑変
化
す
る
統
⼀
体
と
し
て
の
⾃
我
そ
の
も
の
性
質
に
︑反

す
る
も
の
で
あ
る
︒⾃
我
は
︑そ
の
内
容
の
統
⼀
性
の
感
覚
が
及
ぶ
限
り
広
が
っ
て
い
る
と
︑現
に
感
覚
さ
れ
る

が
︑
こ
の
事
実
を
表
現
す
る
た
め
に
︑﹁
境
界
﹂
ま
た
は
﹁
外
縁
﹂
と
い
う
語
を
⽤
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
感
覚
こ
そ
が
︑あ
る
⽣
の
瞬
間
に
お
い
て
⾃
我
に
所
属
す
る
全
て
を
︑⾃
我
に
含
ま
れ
な
い
他
の
全
て
の
⼼

的
要
素
や
複
合
体
か
ら
︑明
確
に
区
別
す
る
︒統
⼀
性
の
感
覚
が
存
在
す
る
か
ら
︑そ
の
統
⼀
体
の
境
界
あ
る
い

は
際
限
も
ま
た
︑
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
単
な
る
現
象
学
的
な
事
実
認
定
に
す
ぎ
な
い
︒ 

︵
Ｐ
・
フ
ェ
ダ
ー
ン
﹃
⾃
我
⼼
理
学
と
精
神
病
﹄
よ
り
︶ 
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さ
ら
に
極
端
に
⾃
我
境
界
へ
の
備
給
が
減
少
す
る
と
︑
内
的
表
象
と
外
的
現
実
の
区
別
が
付

か
な
く
な
り
︑
幻
覚
や
妄
想
が
体
験
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
た 


 

フ
ェ
ダ
ー
ン
⾃
⾝
は
︑
⾃
ら
の
理
論
を
図
⽰
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
左
図
は
そ
の
﹁
⾃
我
境

界
﹂
の
様
⼦
を
︑
演
者
な
り
に
図
⽰
し
て
み
た
も
の
で
あ
る 


 

⾃
我
は
︑
⾃
我
境
界
を
隔

て
て
︑外
界
と
内
界︵
前
意

識
・
無
意
識
︶に
接
し
て
い

る 


 

外
界
か
ら
は
外
的
⾃
我
境

界
を
通
し
て
︑
内
界
か
ら

は
内
的
⾃
我
境
界
を
通
し

て
︑
様
々
な
情
報
が
⾃
我

に
流
⼊
す
る 

 

(3) 

⾃
我
境
界
の
変
容
と
し
て
の
解
離 


 

フ
ェ
ダ
ー
ン
は
︑
離
⼈
症
︑
現
実
感
消
失
症
︑
幻
覚
等
を
︑﹁
⾃
我
境
界
に
お
け
る
リ
ビ
ド
ー
備
給

の
減
少
﹂
に
よ
っ
て
説
明
し
た
が
︑
こ
の
う
ち
離
⼈
症
と
現
実
感
消
失
症
は
︑
現
在
は
い
ず
れ
も

解
離
症
状
の
⼀
種
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
幻
覚
も
︑
解
離
症
状
と
し
て
出
現
し
う
る 


 

す
な
わ
ち
︑解
離
と
い
う
現
象
は
︑⾃
我
境
界
の
状
態
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
？ 


 

演
者
は
︑
右
記
の
症
状
に
か
ぎ
ら
ず
︑
全
て
の
解
離
症
状
は
︑﹁
⾃
我
境
界
の
変
容
﹂
と
い
う
モ
デ

ル
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
考
え
て
い
る 

① 

解
離
性
健
忘 


 

解
離
性
健
忘
に
お
い
て
は
︑特
定
の
記
憶︵
し
ば
し
ば
外
傷
記
憶
︶が
︑意
識
的
に
想
起
で

き
な
く
な
る 


 

解
離
さ
れ
想
起
で
き
な

く
な
っ
て
い
る
記
憶
と

意
識
と
の
間
の
壁
は

﹁
健
忘
障
壁
﹂
と
呼
ば

れ
る
が
︑
こ
れ
は
⾃
我

の
到
達
可
能
な
範
囲
の

外
縁
を
な
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
︑
フ
ェ

ダ
ー
ン
の
⾔
う
⾃
我
境
界
と
同
等
で
あ
る 

② 

解
離
性
同
⼀
症 


 

解
離
性
同
⼀
症
︵
多
重
⼈
格
性
障
害
︶
に
お
い
て
は
︑
⼀
⼈
の
中
に
複
数
の
⼈
格
が
出
現

し
︑
互
い
に
別
個
の
⾃
我
意
識
を
持
ち
︑
別
様
の
⾏
動
を
と
る 


 

各
⼈
格
を
隔
て
る
壁
は
や
は
り﹁
健
忘
障
壁
﹂と
呼
ば
れ
︑通
常
は
各
⼈
格
は
お
互
い
に
他

の
⼈
格
の
⾏
動
や
意
識
内
容
を
知
ら
な
い 

 

無意識 

内的⾃我境界 
外的⾃我境界 

【図 1】⾃我境界の模式図 

前意識 

外界 

⾃我  

無意識 

  
  

【図 2】解離性健忘 

前意識 

⾃我 

健忘記憶 
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こ
こ
で
は
︑
フ
ェ
ダ
ー
ン
の
⾔
う
﹁
⾃
我
の
統
⼀
性
﹂
が
多
数
出
現
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
か
ら
︑⾃
我
境
界
も
多
数
存

在
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
︑下
図

の
よ
う
な
状
態
が
想
定
さ
れ
る 


 

⼀
つ
の
⼈
格
は
︑他
の
⼈
格
の
声

を﹁
内
部
か
ら
の
声
﹂と
し
て
聞

く
場
合
も
あ
れ
ば
︑﹁
外
界
か
ら

の
声
﹂と
し
て
聞
く
場
合
も
あ
る

の
で
︑
⼈
格
間
を
隔
て
る
障
壁

は
︑
内
的
⾃
我
境
界
的
で
あ
る
場
合
と
外
的
⾃
我
境
界
的
で
あ
る
場
合
が
あ
る
の
か
と
思

わ
れ
る 

③ 

現
実
感
消
失
症 


 

現
実
感
消
失
症
に
お
い
て
は
︑
知
覚
さ
れ
る
外
界
の
存
在
が
現
実
感
を
失
っ
て
︑
膜
を
通

し
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
り
︑
ス
ク
リ
ー
ン
上
の
映
画
の
よ
う
に
平
板
に
感

じ
ら
れ
た
り
す
る 


 

フ
ェ
ダ
ー
ン
は
︑
現
実
感
消
失
症
に
お
い
て
は
︑
外
的
⾃
我
境
界
へ
の
リ
ビ
ド
ー
備
給
が

減
少
す
る
た
め
に
︑
⾃
我
境
界
を
通
し
て
流
⼊
す
る
対
象
に
付
与
さ
れ
る
現
実
感
が
低
下

す
る
の
だ
と
考
え
た 


 

下
図
で
は
︑
外
的
⾃
我
境
界
が

硬
く
厚
く
変
化
し
て
透
過
性
が

低
下
し
︑
外
界
か
ら
⾃
我
に
流

⼊
す
る
刺
戟
が
減
弱
し
て
︑
⽣

気
を
失
っ
て
い
る
も
の
と
し
て

表
し
て
い
る 

④ 

離
⼈
症 


 

離
⼈
症
で
は
︑
⾃
⼰
の
思
考
や
感
情
な
ど
の
体
験
が
︑
⽣
き
⽣
き
と
し
た
実
感
を
失
っ
て

よ
そ
よ
そ
し
く
感
じ
ら
れ
る 


 

下
図
で
は
︑
内
的
⾃
我
境
界
が

厚
く
硬
く
変
化
し
透
過
性
が
低

下
し
︑
内
界
か
ら
⾃
我
に
流
⼊

す
る
刺
戟
が
減
弱
し
て
︑
⽣
気

を
失
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
表

し
て
い
る 


 

フ
ェ
ダ
ー
ン
は
︑
内
的
⾃
我
境

界
へ
の
リ
ビ
ド
ー
備
給
が
減
少

す
る
た
め
に
︑
対
象
へ
の
⾃
我
感
情
の
付
与
が
不
⾜
す
る
の
だ
と
考
え
て
い
た 


 

他
の
解
離
体
験
に
つ
い
て
は
︑
次
節
に
お
い
て
賢
治
の
作
品
に
即
し
て
⾃
我
境
界
と
関
連
づ
け
る 

  

前意識 

  
  

⾃我 

内的⾃我境界 
外的⾃我境界 

【図 5】離⼈症 

 ⾃我 

無意識 

前意識 

【図 4】現実感消失症 

外界 

内的⾃我境界 
外的⾃我境界 

⾃我 

無意識 

前意識 

無意識 

【図 3】解離性同⼀症 

 

前意識 



12 
 

(4) 

宮
沢
賢
治
の
作
品
に
描
か
れ
た
種
々
の
解
離
体
験 


 

賢
治
が
作
品
に
描
い
て
い
る
幻
想
的
な
体
験
の
性
質
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
種
々
の
病
跡
学
的

研
究
が
⾏
わ
れ
︑﹁
直
観
像
説
﹂﹁
躁
う
つ
病
説
﹂﹁
カ
リ
ス
マ
症
候
群
説
﹂
な
ど
が
出
さ
れ
た
が
︑

ど
れ
も
そ
の
体
験
内
容
を
う
ま
く
説
明
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た 


 

柴
⼭
雅
俊
は
︑
著
書
﹃
解
離
性
障
害
﹄
に
お
い
て
︑
こ
れ
ら
の
体
験
は
︑﹁
表
象
幻
視
﹂﹁
離
⼈
症
﹂

﹁
気
配
過
敏
﹂﹁
体
外
離
脱
体
験
﹂
等
の
解
離
現
象
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
を
⽰
し
た 


 

多
種
多
様
な
幻
想
的
体
験
が
︑
解
離
と
い
う
機
制
に
よ
っ
て
包
括
的
に
説
明
で
き
る 


 

ま
た
︑⼝
語
詩
に
記
さ
れ
た
幻
想
的
体
験
は
︑ほ
と
ん
ど
が
解
離
現
象
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
︑

そ
れ
ら
が
恣
意
的
な
創
作
で
な
く
賢
治
の
実
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
が
⽰
唆
さ
れ
る 


 

以
下
︑
賢
治
の
記
し
た
解
離
体
験
を
︑
⾃
我
境
界
の
変
容
と
し
て
図
⽰
し
理
解
を
試
み
る 

① 

気
配
過
敏
・
被
注
察
感 

          
 

下
図
で
は
︑
外
的
⾃
我
境
界
が

稀
薄
化
し
て
透
過
性
が
⾼
ま

り
︑
外
界
か
ら
の
刺
戟
が
過
度

に
流
⼊
し
て
︑
⾃
我
を
脅
か
し

て
い
る
様
⼦
を
表
し
て
い
る 


 

こ
の
過
剰
な
刺
戟
が
︑
他
者
か

ら
の
注
察
や
敵
意
と
し
て
感
じ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る 

② 

近
接
化 

      
 

次
の
作
品
で
は
︑岩
頸
が
不
意
に
賢
治
の
⽅
に
⾁
迫
し
て﹁
近
接
化
﹂を
呈
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る 

ブ
リ
キ
⽸
が
は
ら
だ
ゝ
し
げ
に
わ
れ
を
に
ら
む
︑
つ
め
た
き
冬
の
⼣
⽅
の
こ
と
︒ 

 
 

︵
歌
稿
︹
Ｂ
︺
59
︶ 

⻄
ぞ
ら
の
⻩
⾦
の
⼀
つ
め
う
ら
め
し
く
わ
れ
を
な
が
め
て
つ
と
沈
む
な
り
︒ 

 
 

 
 

︵
歌
稿
︹
Ｂ
︺
69
︶ 

う
し
ろ
よ
り
に
ら
む
も
の
あ
り
う
し
ろ
よ
り
わ
れ
ら
を
に
ら
む
⻘
き
も
の
あ
り
︒ 

 
 

︵
歌
稿
︹
Ｂ
︺
79
︶ 

 

そ
れ
は
い
ゝ
が
さ
沼
森
め
な
ぜ
⼀
体
坊
主
な
ん
ぞ
に
な
っ
た
の
だ
︒
え
い
ぞ
っ
と
す
る 

気
味
の
悪
い
や
つ

だ
︒
こ
の
草
は
な
︑
こ
の
草
は
な
︑
こ
ぬ
か
ぐ
さ
︒
⾵
に
吹
か
れ
て
穂
を
出
し
て
烟
っ
て
実
に
憐
れ
に
⾒
え
る
ぢ

ゃ
な
い
か
︒ 

 

な
ぜ
さ
う
こ
っ
ち
を
に
ら
む
の
だ
︑
う
し
ろ
か
ら
︒ 

 

何
も
悪
い
こ
と
し
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
︒
ま
だ
に
ら
む
の
か
︑
勝
⼿
に
し
ろ
︒ 

︵﹁
沼
森
﹂
よ
り
︶ 

 

無意識 

内的⾃我境界 
外的⾃我境界 

【図 6】気配過敏・被注察感 

前意識 

外界 

⾃我 

 

近
接
化
と
は
普
段
注
意
を
あ
ま
り
向
け
る
こ
と
の
な
い
意
識
の
周
辺
に
位
置
し
て
い
る
外
界
の
知
覚
︑
表
象

︵
記
憶
表
象
を
含
む
︶︑
体
感
な
ど
が
過
剰
な
イ
メ
ー
ジ
や
実
感
を
伴
っ
て
主
体
に
迫
っ
て
く
る
体
験
で
あ
る
︒

対
象
性
を
も
つ
も
の
が
す
べ
て
⾃
分
を
圧
倒
す
る
も
の
と
し
て
迫
っ
て
く
る
た
め
︑
不
安
︑
恐
怖
︑
緊
張
︑
困
惑

を
強
く
感
じ
る
︒周
囲
の
物
が
⾃
分
に
向
か
っ
て
圧
迫
し
て
く
る
と
か
︑壁
が
⾃
分
に
迫
っ
て
来
て
部
屋
が
⼩
さ

く
な
っ
た
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
︒ 

︵
柴
⼭
雅
俊
﹃
解
離
の
構
造
﹄
よ
り
︶ 
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③ 
離
⼈
症 

         


 

こ
こ
で
賢
治
は
︑
⾃
分
の
脳
や
⾝
体
や
⼿
⾜
が
存
在
す
る
と
い
う
実
感
を
も
て
ず
︑
消
滅

し
そ
う
な
感
覚
を
覚
え
て
お
り
︑
図
⽰
す
る
と
先
の
︻
図
５
︼
の
よ
う
に
な
る 

④ 

体
外
離
脱
体
験 

         


 

こ
こ
で
賢
治
は
︑浮
揚
し
て
空
に
昇
り
︑雲
の
よ
う
に
漂
う
と
い
う
︑⼀
種
の﹁
体
外
離
脱

体
験
﹂を
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
る 


 

﹁
た
よ
り
な
く
﹂

﹁
⽔
素
よ
り
も
軽

い
﹂
と
い
う
描
写
か

ら
は
︑離
⼈
症
も
伴
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い 


 

次
の
作
品
は
︑作
者
の
⾃
我
の
⼀
部︵
思

考
︶が
︑体
外
に
流
出
す
る
と
い
う
体
験
を
描
い
て
い
る︵
⾃
我
の
部
分
的
な﹁
体
外
流
出

体
験
﹂︶ 

  

ぼ
ん
や
り
と
脳
も
か
ら
だ
も 

う
す
⽩
く 

消
え
⾏
く
こ
と
の
近
く
あ
る
ら
し
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

︵
歌
稿
︹
Ｂ
︺
165
︶ 

わ
れ
は
な
し
︒
わ
れ
は
な
し
︒
わ
れ
は
な
し
︒
わ
れ
は
な
し
︒
わ
れ
は
な
し
︒
す
べ
て
は
わ
れ
に
し
て
︑
わ
れ
と

云
は
る
ゝ
も
の
に
し
て
わ
れ
に
は
あ
ら
ず
総
て
お
の
お
の
な
り
︒
わ
れ
は
あ
き
ら
か
な
る
⼿
⾜
を
有
て
る
ご
と

し
︒
い
な
︒
た
し
か
に
わ
れ
は
⼿
⾜
を
も
て
り
︒
さ
ま
ざ
ま
の
速
な
る
現
象
去
来
す
︒
こ
の
舞
台
を
わ
れ
と
名
づ

く
る
も
の
は
名
づ
け
よ
︒
名
づ
け
ら
れ
た
る
が
故
に
は
じ
め
の
様
は
異
な
ら
ず
︒ 

︵
保
阪
嘉
内
あ
て
書
簡
154
よ
り
︶ 

毒
ヶ
森 

南
昌
⼭
の
⼀
つ
ら
は 

ふ
と
お
ど
り
た
ち
て
わ
が
ぬ
か
に
来
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

︵
歌
稿
︹
Ｂ
︺
165
︶ 

憤
懣
は
い
ま
疾
に
か
は
り 

わ
た
く
し
は
た
よ
り
な
く
騰
っ
て 

河
⾕
の
そ
ら
に
横
は
る 

し
か
も 

⽔
素
よ
り
も
軽
い
の
で 

ひ
か
っ
て
は
て
な
く
⻘
く 

⾬
に
⽣
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は 

何
と
い
ふ
い
ら
だ
ゝ
し
さ
だ 

︵﹁
囈
語
﹂︶ 

無意識 

  
  

【図 7】体外離脱体験 

⾃我 
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⑤ 

部
分
憑
依 

  
 

⿊
板
の﹁
⾚
き
傷
﹂と
は
︑教
師
が
⾚
チ
ョ
ー
ク
で
強
く
引
い
た
線
を
指
す
が
︑こ
こ
で
賢

治
は
⿊
板
に
感
情
移
⼊
を
す
る
あ
ま
り
渾
然
⼀
体
と
な
っ
て
︑
傷
を
受
け
て
す
す
り
泣
く

主
体
は
⿊
板
な
の
か
作
者
賢
治
な
の
か
︑
区
別
が
難
し
い
状
態
に
な
っ
て
い
る 


 

佐
藤
通
雅
は
︑こ
こ
で
賢
治
は
短
歌
が
本
来
持
つ
べ
き﹁
⼀
⼈
称
詩
﹂と
し
て
の
属
性
を
逸

脱
し
て
︑特
異
な
領
域
に
踏
み
込
ん
で
い
る
と
考
え
︑こ
の
よ
う
な
賢
治
短
歌
の
特
徴
を
︑

︿
超
⼀
⼈
称
﹀
と
呼
ん
で
い
る 


 

こ
こ
で
は
︑
下
図
の
よ

う
に
賢
治
の
⾃
我
境
界

は
⿊
板
の
⽅
に
膨
張
し

て
︑
部
分
的
に
⿊
板
と

融
合
し
た
結
果
︑﹁
賢
治

で
も
あ
り
⿊
板
で
も
あ

る
﹂主
体
が
⽣
ま
れ
︑こ

の
主
体
が
痛
み
を
感
じ

泣
い
て
い
る
の
で
あ
る 


 

⼀
般
に
︑主
体
が
別
の
対
象
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
る
現
象
を﹁
憑
依
﹂と
呼
ぶ
が
︑こ
の
短

歌
で
作
者
は
部
分
的
に
⿊
板
に
主
体
の
座
を
明
け
渡
し
︑
⿊
板
に
よ
っ
て
賢
治
が
憑
依
さ

れ
て
い
る
︵
あ
る
い
は
賢
治
に
よ
っ
て
⿊
板
が
憑
依
さ
れ
て
い
る
︶
と
も
⾔
え
る
こ
と
か

ら
︑
こ
こ
で
は
こ
れ
を
﹁
部
分
憑
依
﹂
と
呼
ん
で
お
く 

⑥ 

解
離
性
幻
聴 


 

賢
治
が
﹁
⼼
象
ス
ケ
ッ
チ
﹂
に
出
か
け
て
体
験
し
た
幻
聴
に
関
す
る
︑
同
僚
教
師
の
証
⾔ 

      

そ
ら
︑
ね
︑
ご
ら
ん 

む
か
ふ
に
霧
に
ぬ
れ
て
ゐ
る 

蕈
の
か
た
ち
の
ち
い
さ
な
林
が
あ
る
だ
ら
う 

あ
す
こ
の
と
こ
へ 

わ
た
し
の
か
ん
が
へ
が 

ず
ゐ
ぶ
ん
は
や
く
流
れ
て
⾏
つ
て 

み
ん
な 

溶
け
込
ん
で
ゐ
る
の
だ
よ 

 
 

こ
ゝ
い
ら
は
ふ
き
の
花
で
い
つ
ぱ
い
だ 

︵﹁
林
と
思
想
﹂︶ 

⿊
板
は
⾚
き
傷
受
け
雲
垂
れ
て
う
す
く
ら
き
⽇
を
す
す
り
泣
く
な
り
︒ 

 
 

 
 

 
 

 

︵
歌
稿
︹
Ｂ
︺
165
︶ 

 

無意識 

内的⾃我境界 
外的⾃我境界 

【図 8】部分憑依 

前意識 

⾃我 

⿊板 

 

宮
沢
さ
ん
は
学
校
の
農
業
実
習
が
終
る
と
︑実
習
服
の
ま
ま
の
姿
で
︑い
つ
も
の
⼼
象
ス
ケ
ッ
チ
集
を
ポ
ケ
ッ

ト
に
⼊
れ
て
出
て
⾏
く
︒
ど
こ
に
⾏
く
と
い
う
あ
て
も
な
く
気
の
む
く
ま
ま
︑
⾜
の
す
す
む
ま
ま
に
歩
い
て
い

く
︒実
習
の
疲
れ
も
忘
れ
︑き
の
う
は
⽥
圃
の
ほ
と
り
︑今
⽇
は
野
原
と
い
う
よ
う
に
思
索
の
頭
を
下
げ
な
が
ら

静
か
に
歩
い
て
い
く
姿
が
思
い
出
さ
れ
る
︒ 

 

そ
し
て
⼣
刻
に
学
校
に
帰
っ
て
来
る
︒私
は
こ
の
よ
う
な
と
き
︑い
つ
も
ど
こ
に
⾏
っ
て
来
ま
し
た
か
と
た
ず

ね
る
と
︑き
ょ
う
は
学
校
か
ら
程
近
い
北
万
丁
⽬
付
近
の
⽥
圃
を
歩
い
て
来
ま
し
た
と
い
う
︒今
⽇
は
ど
ん
な
こ

と
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
来
ま
し
た
か
と
聞
く
と
次
の
よ
う
な
こ
と
を
話
さ
れ
た
︒ 
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賢
治
の
⼝
語
詩
に
は
︑幻
聴
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
⽔
準
の
主
体
の﹁
語
り
﹂が
登
場
す
る

が
︑
多
く
の
場
合
に
各
々
の
主
体
は
種
々
の
﹁
括
弧
﹂
や
﹁
字
下
げ
﹂
を
⽤
い
て
︑
⽴
体
的

に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る 


 

左
の
例
で
は
︑︽
⼆
重
括
弧
︾
の
部
分
が
幻
聴
と
考
え
ら
れ
︑
賢
治
を
揶
揄
す
る
﹁
魔
﹂
の

声
が
聞
こ
え
た
後
︑
最
後
に
﹁
如
来
﹂
の
啓
⽰
が
現
れ
る 

                       

⼤
て
い
⽉
が
こ
ん
な
や
う
な
暁
ち
か
く 

巻
積
雲
に
は
い
る
と
き…

…
 

 
 

 
 

 

︽
お
い
お
い
︑
あ
の
顔
い
ろ
は
少
し
⻘
か
つ
た
よ
︾ 

だ
ま
つ
て
ゐ
ろ 

お
れ
の
い
も
う
と
の
死
顔
が 

ま
つ
⻘
だ
ら
う
が
⿊
か
ら
う
が 

き
さ
ま
に
ど
う
斯
う
云
は
れ
る
か 

︹
中
略
︺ 

 
 

 
 

 

︽
も
ひ
と
つ
き
か
せ
て
あ
げ
や
う 

 
 

 
 

 
 

ね 

じ
つ
さ
い
ね 

 
 

 
 

 
 

あ
の
と
き
の
眼
は
⽩
か
つ
た
よ 

 
 

 
 

 
 

す
ぐ
瞑
り
か
ね
て
ゐ
た
よ
︾ 

ま
だ
い
つ
て
ゐ
る
の
か 

も
う
ぢ
き
よ
る
は
あ
け
る
の
に 

す
べ
て
あ
る
が
ご
と
く
に
あ
り 

か
ゞ
や
く
ご
と
く
に
か
が
や
く
も
の 

お
ま
へ
の
武
器
や
あ
ら
ゆ
る
も
の
は 

お
ま
へ
に
く
ら
く
お
そ
ろ
し
く 

ま
こ
と
は
た
の
し
く
あ
か
る
い
の
だ 

 
 

 
 

 

︽
み
ん
な
む
か
し
か
ら
の
き
や
う
だ
い
な
の
だ
か
ら 

 
 

 
 

 
 

け
つ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
つ
て
は
い
け
な
い
︾ 

あ
あ 

わ
た
く
し
は
け
つ
し
て
さ
う
し
ま
せ
ん
で
し
た 

あ
い
つ
が
な
く
な
つ
て
か
ら
あ
と
の
よ
る
ひ
る 

わ
た
く
し
は
た
だ
の
⼀
ど
た
り
と 

あ
い
つ
だ
け
が
い
い
と
こ
に
⾏
け
ば
い
い
と 

さ
う
い
の
り
は
し
な
か
つ
た
と
お
も
ひ
ま
す 

︵﹁
⻘
森
挽
歌
﹂
よ
り
︶ 

 

⽥
圃
の
畦
道
の
⼀
隅
に
⼤
き
な
⽯
塊
が
置
か
れ
て
あ
る
の
で
不
思
議
に
思
い
ま
し
た
︒
畦
の
⼀
隅
に
何
故
こ

の
よ
う
な
⽯
が
⼀
つ
だ
け
置
か
れ
て
あ
る
か
と
疑
い
︑
こ
の
⽯
に
は
何
ん
の
⽂
字
も
刻
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
そ

の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
︑何
ん
の
理
由
な
し
に
⾃
然
に
⽯
塊
⼀
つ
だ
け
あ
る
筈
は
な
い
︒こ
れ
に
は
何
か
の
⽬
じ

る
し
に
置
か
れ
た
に
相
違
な
い
と
考
え
た
︒そ
の
昔
︑こ
の
辺
⼀
帯
が
野
原
で
あ
っ
た
こ
ろ
⼈
畜
類
を
埋
葬
し
た

と
き
の
⽬
じ
る
し
に
置
い
た
も
の
に
相
違
な
い
︒ま
た
⽯
の
代
り
に
松
や
杉
を
植
え
て
あ
る
場
所
も
あ
る
︒こ
う

い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
こ
の
⽯
塊
の
前
に
⽴
っ
て
経
を
読
み
︑跪
座
し
て
瞑
想
に
ふ
け
る
と
︑そ
の
⽯
塊
の
下

か
ら
微
か
な
呻
き
声
が
聞
え
て
く
る
の
で
す
︒こ
の
声
は
仏
教
で
い
う
餓
⻤
の
声
で
あ
る
︒な
お
⽿
を
澄
ま
し
て

い
る
と
︑
次
第
に
凄
じ
い
声
に
変
っ
て
き
ま
し
た
︒
そ
れ
は
⾷
物
の
争
奪
の
叫
び
ご
え
で
あ
っ
た
と
語
っ
た
︒ 

 

宮
沢
さ
ん
に﹁
ガ
キ
﹂の
世
界
と
い
う
も
の
は
私
ど
も
の
感
覚
に
よ
っ
て
︑と
ら
え
ら
れ
る
世
界
で
あ
り
ま
す

か
と
問
う
た
︒宮
沢
さ
ん
は
そ
れ
は
で
き
ま
す
︑と
答
え
た
︒こ
の
問
題
に
つ
い
て
し
ば
ら
く
論
じ
合
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
︒
宮
沢
さ
ん
は
⾼
僧
伝
の
中
か
ら
餓
⻤
に
関
し
て
の
実
話
を
引
証
し
て
話
さ
れ
た
︒ 

︵
⽩
藤
慈
秀
﹃
こ
ぼ
れ
話
宮
沢
賢
治
﹄
よ
り
︶ 
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フ
ェ
ダ
ー
ン
は
︑
幻
覚
の
発

⽣
機
序
と
し
て
﹁
⾃
我
境
界

の
退
縮
﹂
と
い
う
こ
と
を
考

え
た
が
︑
今
回
は
解
離
性
幻

覚
に
関
し
て
下
図
の
よ
う
な

モ
デ
ル
を
考
え
て
み
る 


 

こ
こ
で
は
︑
外
的
⾃
我
境
界

︵
⼆
重
線
︶
が
外
界
の
み
な

ら
ず
無
意
識
の
内
部
に
も
回
り
込
ん
で
接
し
て
い
る 


 

前
意
識
か
ら
内
的
⾃
我
境
界
を
通
っ
て
⾃
我
に
到
達
す
る
対
象
は
︑
⾃
我
感
情
を
付
与
さ

れ
て
通
常
ど
お
り
⾃
⼰
の
内
界
の﹁
表
象
﹂と
し
て
体
験
さ
れ
る
が
︑無
意
識
か
ら
直
接
に

外
的
⾃
我
境
界
を
通
っ
て
⾃
我
に
到
達
す
る
対
象
は
︑⾃
我
感
情
を
伴
わ
ず﹁
外
的
現
実
﹂

と
し
て
⾃
我
に
体
験
さ
れ
る
た
め
︑
こ
れ
が
﹁
幻
覚
﹂
に
な
る
の
で
あ
る 

⑦ 

解
離
性
幻
視 

                     


 

﹁
す
あ
し
の
こ
ど
も
ら
﹂の
姿
が
⾃
分
に
⾒
え
る
こ
と
に
つ
い
て
︑下
書
稿
で
は﹁
決
し
て

幻
想
で
は
な
い
ぞ
﹂﹁
誰
か
が
こ
れ
を
感
じ
な
い
／
そ
れ
は
向
ふ
が
ま
ち
が
ひ
だ
﹂と
し
て
︑

⾃
ら
の
幻
覚
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
⾒
え
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
記
述
は
そ

の
後
の
推
敲
に
よ
っ
て
削
ら
れ
る 

 

無意識 

内的⾃我境界 
外的⾃我境界 

【図 9】解離性幻覚 

前意識 

外界 

⾃我 
表象 幻覚 

知覚 

す
き
と
ほ
る
も
の
が
⼀
列
わ
た
く
し
の
あ
と
か
ら
く
る 

ひ
か
り 

か
す
れ 

ま
た
う
た
ふ
や
う
に
⼩
さ
な
胸
を
張
り 

ま
た
ほ
の
ぼ
の
と
か
ゞ
や
い
て
わ
ら
ふ 

み
ん
な
す
あ
し
の
こ
ど
も
ら
だ 

ち
ら
ち
ら
瓔
珞
も
ゆ
れ
て
ゐ
る
し 

め
い
め
い
遠
く
の
う
た
の
ひ
と
く
さ
り
づ
つ 

緑
⾦
寂
静
の
ほ
の
ほ
を
た
も
ち 

こ
れ
ら
は
あ
る
ひ
は
天
の
⿎
⼿
︑
緊
那
羅
の
こ
ど
も
ら 

︵﹁
⼩
岩
井
農
場
﹂
印
刷
形
態
よ
り
︶ 

⼀
体
こ
れ
は
幻
想
な
の
か
︒ 

決
し
て
幻
想
で
は
な
い
ぞ
︒ 

透
明
な
た
ま
し
ひ
の
⼀
列
が 

⼩
岩
井
農
場
の
⽇
光
の
中
を 

調
⼦
を
そ
ろ
へ
て
あ
る
く
こ
と 

こ
れ
が
ど
う
し
て
偽
だ
ら
う
︒ 

ど
う
し
て
そ
れ
を
反
証
す
る
︒ 

誰
か
が
こ
れ
を
感
じ
な
い 

そ
れ
は
向
ふ
が
ま
ち
が
ひ
だ 

み
ん
な
が
こ
れ
を
感
じ
な
い 

そ
れ
は
み
ん
な
が
わ
る
い
の
だ
︒ 

︵﹁
⼩
岩
井
農
場
﹂
下
書
稿
よ
り
︶ 
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賢
治
は
︑こ
の﹁
天
の
童
⼦
﹂た
ち
と
何
度
か
出
会
っ
て
い
た
よ
う
で
︑賢
治
に
と
っ
て
彼

ら
は
⼀
種
のIm

aginary C
om

panion

と
⾔
う
べ
き
存
在
だ
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る 


 

作
品
終
盤
で
は
再
び
姿
を
⾒
て
︑﹁
ユ
リ
ア
︑
ペ
ム
ペ
ル
︑
わ
た
く
し
の
遠
い
と
も
だ
ち

よ
﹂
と
呼
び
か
け
︑﹁
き
み
た
ち
と
け
ふ
あ
ふ
こ
と
が
で
き
た
﹂
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る 

⑧ 
世
界
合
⼀
体
験 

        


 

こ
こ
で
は
︑
種
⼭
ヶ
原
の
⾃
然
を
構
成
す
る
⾵
︑
⽔
︑
虚
空
︑
光
︑
核
の
塵
と
︑
賢
治
を
構

成
す
る
や
は
り
同
じ
物
質
が
溶
け
合
っ
た
結
果
︑
彼
に
と
っ
て
は
﹁
⽔
や
光
や
⾵
ぜ
ん
た

い
が
わ
た
く
し
﹂
と
し
て
︑
す
な
わ
ち
世
界
全
体
が
⾃
⼰
と
合
⼀
し
て
体
験
さ
れ
て
い
る 

    


 

こ
の
よ
う
に
︑
⼀
種
の
神
秘
的
恍
惚
状
態
に
お
い
て
︑
⾃
⼰
⾃
⾝
と
世
界
全
体
が
渾
然
⼀

体
と
溶
け
合
う
と
い
う
体
験
は
︑
古
今
東
⻄
に
お
い
て
主
に
宗
教
的
な
法
悦
・
脱
⾃
の
境

地
と
し
て
︑
様
々
な
形
で
記
録
さ
れ
て
き
た 

     

   


 

神
と
⼈
が
⼀
体
化
す
る
﹁
神
⼈
合
⼀
﹂
や
︑
古
代
イ
ン
ド
の
﹁
梵
我
⼀
如
﹂
も
同
様 


 

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
︑フ
ロ
イ
ト
か
ら
著
書﹃
あ
る
錯
覚
の
未
来
﹄を
贈
ら
れ
た
礼
状
に
お

い
て
︑そ
の
理
論
に
全
体
と
し
て
賛
同
し
な
が
ら
も
︑宗
教
的
感
情
の
源
泉
は
︑多
く
の
⼈

が
共
有
す
る
右
記
の
よ
う
な
無
窮
の
主
観
的
体
験︵
こ
れ
を
ロ
ラ
ン
は﹁
⼤
洋
感
情
﹂と
呼

ぶ
︶
に
あ
る
の
だ
と
︑
異
論
を
述
べ
た 


 

こ
れ
に
対
し
て
フ
ロ
イ
ト
は
︑次
著﹃
⽂
化
の
中
の
居
⼼
地
の
悪
さ
﹄に
お
い
て
︑ロ
ラ
ン

に
次
の
よ
う
に
応
答
し
た 

 

海
の
縞
の
や
う
に
幾
層
な
が
れ
る
⼭
稜
と 

し
づ
か
に
し
づ
か
に
ふ
く
ら
み
沈
む
天
末
線 

あ
ゝ
何
も
か
も
も
う
み
ん
な
透
明
だ 

雲
が
⾵
と
⽔
と
虚
空
と
光
と
核
の
塵
と
で
な
り
た
つ
と
き
に 

⾵
も
⽔
も
地
殻
も
ま
た
わ
た
く
し
も
そ
れ
と
ひ
と
し
く
組
成
さ
れ 

じ
つ
に
わ
た
く
し
は
⽔
や
⾵
や
そ
れ
ら
の
核
の
⼀
部
分
で 

そ
れ
を
わ
た
く
し
が
感
ず
る
こ
と
は
⽔
や
光
や
⾵
ぜ
ん
た
い
が
わ
た
く
し
な
の
だ 

︵﹁
種
⼭
ヶ
原
﹂
下
書
稿
︵
⼀
︶
よ
り
︶ 

も
し
⾵
や
光
の
な
か
に
⾃
分
を
忘
れ
世
界
が
じ
ぶ
ん
の
庭
に
な
り
︑
あ
る
ひ
は
惚
と
し
て
銀
河
系
を
ひ
と
り
の

じ
ぶ
ん
だ
と
感
ず
る
と
き
は
た
の
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒ 

︵
宮
沢
清
六
あ
て
書
簡
212
よ
り
︶ 

そ
れ
は
私
が
⾃
分
の
名
前
を
ひ
と
り
で
ひ
そ
か
に
繰
り
返
し
て
⾔
っ
て
い
る
と
襲
っ
て
き
ま
し
た
が
︑
す
る
と

突
然
︑ま
る
で
個
性
意
識
の
⼒
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
︑個
性
そ
の
も
の
が
溶
け
去
っ
て
︑果
て

し
の
な
い
存
在
の
な
か
へ
消
え
去
っ
て
い
く
の
で
し
た
︒
そ
し
て
こ
れ
が
決
し
て
混
乱
し
た
状
態
で
は
な
く
て
︑

実
に
は
っ
き
り
と
し
た
状
態
︑こ
の
上
な
く
確
実
な
状
態
で
︑ま
っ
た
く
⾔
語
を
絶
し
て
い
る
の
で
す
︒―

そ
こ

で
は
死
も
ほ
と
ん
ど
笑
う
べ
き
不
可
能
事
で
あ
り
ま
し
た―

⼈
格
の
喪
失
︵
も
う
し
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
も
︶

も
︑死
滅
で
は
な
く
て
︑唯
⼀
真
実
な
⽣
命
で
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
︒私
は
弱
々
し
い
描
写
し
か
で
き
な
い

の
を
恥
ず
か
し
く
思
い
ま
す
︒
で
う
か
ら
︑
そ
の
状
態
は
⾔
語
に
絶
す
る
と
申
し
た
の
で
す
︒ 

︵
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
﹃
宗
教
的
経
験
の
諸
相
﹄
よ
り
︶ 
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す
な
わ
ち
︑こ
の﹁
⼤
洋
感
情
﹂あ
る
い
は﹁
世
界
合
⼀
体
験
﹂に
お
い
て
は
︑⾃
我
が﹁
⼀

切
を
包
括
し
て
い
た
﹂状
態
に
戻
る
の
で
あ
る
か
ら
︑⾃
我
境
界
は
際
限
な
く
拡
張
し
て
︑

世
界
全
体
と
⼀
致
す
る
こ
と
に
な
る 


 

こ
の
体
験
の
図
⽰
を
試
み
た
の
が
こ
の
⾴
全
体
で
︑
⾃
我
境
界
は
稀
薄
化
す
る
と
と
も
に

世
界
全
体
を
包
む
ほ
ど
に
拡
⼤
し
よ
う
と
し
て
い
る 

 


 

以
上
⾒
た
よ
う
に
︑宮
沢
賢
治
は
多
彩
な
解
離
的
体
験
を
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
が
︑そ
れ
は
⾒
⽅
を
変
え
れ
ば
︑彼
の
⾃
我
境
界
が
⾮
常
に
柔
軟

で
︑伸
縮
⾃
在
に
変
転
し
て
い
た
結
果
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る 

 

(5) 

ハ
ル
ト
マ
ン
の
﹁
⼼
的
境
界
﹂ 


 

ハ
ル
ト
マ
ン︵H

artm
ann, Ernest

︶は﹁
⼼
的
境
界︵boundaries in the 

m
ind

︶﹂
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
︑
フ
ェ
ダ
ー
ン
の
⾔
う
⾃
我
境
界
に
概
ね
重
な
る
﹁
知
覚
の
境

界
﹂
や
﹁
意
識
と
無
意
識
の
境
界
﹂
の
み
な
ら
ず
︑﹁
思
考
と
感
情
の
境
界
﹂﹁
覚
醒
と
睡
眠
︵
あ

る
い
は
夢
︶
の
境
界
﹂﹁
記
憶
の
境
界
﹂﹁
⾝
体
や
個
⼈
空
間
の
境
界
﹂﹁
対
⼈
境
界
﹂﹁
⾃
⼰
同
⼀

性
の
境
界
﹂
等
を
含
め
た
多
様
な
境
界
を
総
合
的
に
扱
い
︑
こ
れ
ら
の
境
界
が
薄
い
か
／
厚
い
か

と
い
う
特
性
は
︑
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
新
た
な
次
元
と
し
て
有
⽤
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る 


 

こ
れ
は
⾮
常
に
多
⾓
的
で
適
⽤
範
囲
が
広
い
概
念
で
あ
る
⼀
⽅
︑
か
な
り
曖
昧
さ
も
感
じ
ら
れ
る

が
︑
ハ
ル
ト
マ
ン
は
各
種
境
界
の
程
度
を
総
合
的
に
測
定
す
る
た
め
に
︑
⼀
四
六
項
⽬
か
ら
成
る

﹁
境
界
尺
度
︵Boudaries Q

uestionnare

﹂
を
作
成
し
て
︑
多
数
の
被
験
者
に
施
⾏
し
た 


 

そ
の
結
果
︑
各
境
界
の
薄
い
／
厚
い
と
い
う
程
度
は
か
な
り
相
関
し
て
お
り
︑
ハ
ル
ト
マ
ン
は
全

体
に
境
界
が
薄
い
⼈
をthin boundaries

︑
厚
い
⼈
をthick boundaries

と
呼
ん
で
い
る 

私
が
彼
︹
引
⽤
者
注
：
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
︺
に
︑
宗
教
は
錯
覚
だ
と
論
じ
た
⼩
著
を
送
っ
た
と
こ
ろ
︑
彼
は
︑
宗

教
に
関
す
る
あ
な
た
の
判
断
に
は
全
⾯
的
に
納
得
す
る
が
︑
あ
な
た
が
宗
教
性
の
本
来
の
源
泉
を
適
切
に
評
価

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
は
残
念
だ
︑
と
す
る
返
信
を
寄
こ
し
た
︒
い
わ
く
︑
こ
の
源
泉
は
︑
⾃
分
の
思
い
を

け
っ
し
て
去
る
こ
と
の
な
い
特
別
な
感
情
で
あ
り
︑⾃
分
の
知
る
範
囲
で
も
︑他
の
多
く
の
⼈
々
が
同
様
の
感
情

を
持
つ
と
述
べ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
幾
百
万
の
⼈
々
に
そ
の
感
情
が
あ
る
と
決
め
て
か
か
っ
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
︒
こ
れ
は
︑
⾃
分
が
﹁
永
遠
性
﹂
の
感
覚
と
名
づ
け
た
い
感
情
で
あ
り
︑
何
か
無
窮
の
も
の
︑
広
⼤
無
辺
の

も
の
︑
い
わ
ば
﹁
⼤
洋
的
﹂
と
い
う
感
情
な
の
だ
︒
こ
の
感
情
は
純
粋
に
主
観
的
な
事
実
で
あ
り
︑
教
義
な
ど
で

は
な
い
︒ 

︹
中
略
：
こ
の
感
情
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
︑
⼈
間
の
乳
児
期
か
ら
の
⾃
我
の
発
達
過
程
を
述
べ
た
後
に
︺ 

こ
の
よ
う
に
し
て
⾃
我
は
︑⾃
分
を
外
界
か
ら
引
き
離
す
わ
け
で
あ
る
︒も
っ
と
正
確
に
⾔
う
な
ら
︑も
と
も
と

⾃
我
は
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
の
だ
が
︑後
に
外
界
を
⾃
分
か
ら
排
出
す
る
︒つ
ま
り
︑わ
れ
わ
れ
の
今
⽇
の
⾃

我
感
情
と
は
︑か
つ
て
の
⾃
我
と
環
境
と
が
密
接
に
繋
が
っ
て
い
た
の
に
対
応
し
て
︑今
よ
り
も
遙
か
に
包
括
的

で
あ
っ
た
感
情
︑の
み
な
ら
ず
⼀
切
を
包
括
し
て
い
た
感
情
が
萎
え
し
ぼ
ん
だ
あ
と
の
残
余
に
す
ぎ
な
い
︒仮
に

こ
う
し
た
本
源
的
な
⾃
我
感
情
が
多
く
の
⼈
の
⼼
の
⽣
活
に
お
い
て―

規
模
の
⼤
⼩
は
あ
れ―

な
お
存
続
し
て

い
る
と
想
定
し
て
よ
い
な
ら
︑こ
の
⾃
我
感
情
は
︑も
っ
と
細
く
鋭
い
境
界
線
で
区
切
ら
れ
た
成
熟
期
の
⾃
我
感

情
と
は
︑⼀
種
の
割
符
の
よ
う
に
対
を
な
し
て
並
び
⽴
つ
こ
と
だ
ろ
う
︒ま
た
︑こ
う
し
た
⾃
我
感
情
に
ふ
さ
わ

し
い
表
象
内
容
と
い
え
ば
︑
ま
さ
に
私
の
友
⼈
が
﹁
⼤
洋
﹂
感
情
を
説
明
す
る
の
に
⽤
い
た
の
と
同
じ
︑
無
窮
︑

あ
る
い
は
万
物
と
の
⼀
体
感
と
い
っ
た
表
象
内
容
で
あ
ろ
う
︒ 

︵
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
﹃
⽂
化
の
中
の
居
⼼
地
悪
さ
﹄
よ
り
︶ 無意識 

【図 10】世界合⼀体験 
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以
下
は
︑
⼋
六
六
名
に
対
す
る
境
界
尺
度
の
施
⾏
結
果
か
ら
抽
出
さ
れ
た
因
⼦
の
例 


 

﹁
⼀
次
過
程
思
考
﹂：
よ
く
放
⼼
状
態
に
な
る
︑
⾃
⼰
同
⼀
性
が
変
動
す
る
︑
イ
メ
ー
ジ
が

現
実
と
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
鮮
明
で
あ
る
︑
共
感
覚
体
験
が
あ
る
等
︑﹁
薄
い
境
界
﹂
と
関

連
す
る
項
⽬ 


 

﹁
⼦
供
と
の
同
⼀
視
﹂：
⾃
分
を
⼦
供
の
よ
う
に
感
じ
︑
⼦
供
を
好
み
︑
⼦
供
と
遊
ぶ
こ
と

を
楽
し
む
等
︑﹁
薄
い
境
界
﹂
と
関
連
す
る
項
⽬ 


 

﹁
霊
感
者
／
透
視
者
﹂：
透
視
能
⼒
や
⼈
の
⼼
を
⾒
抜
く
⼒
が
あ
る
と
い
う
信
念
︑
予
知
夢

を
⾒
る
︑
鮮
明
な
記
憶
や
イ
メ
ー
ジ
を
体
験
す
る
等
︑﹁
薄
い
境
界
﹂
と
関
連
す
る
項
⽬ 


 

﹁
信
頼
を
持
っ
た
開
放
性
﹂：
世
界
に
対
す
る
開
放
性
︑
他
者
を
信
頼
す
る
︑
個
⼈
的
経
験

を
開
⽰
す
る
等
︑﹁
薄
い
境
界
﹂
と
関
連
す
る
項
⽬ 


 

ま
た
ハ
ル
ト
マ
ン
は
︑﹁
境
界
の
薄
さ
﹂
は
︑
共
感
性
の
⾼
さ
や
催
眠
感
受
性
の
⾼
さ
︑
さ
ら
に
芸

術
性
・
創
造
性
と
も
関
連
す
る
と
述
べ
て
い
る 

こ
れ
ら
を
⾒
る
と
︑宮
沢
賢
治
と
い
う
⼈
は
︑﹁
境
界
の
薄
い
⼈
﹂の
典
型
だ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る 

 

(6) 

賢
治
の
対
⼈
境
界
と
﹁︿
み
ち
づ
れ
﹀
希
求
﹂
の
⾏
⽅ 


 

若
い
頃
の
宮
沢
賢
治
は
︑
⼈
⽣
や
宗
教
上
の
同
伴
者
を
強
く
求
め
︑
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
よ
う
に
特
定

の
⼈
と
﹁
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
⼀
緒
に
⾏
か
う
﹂
と
願
う
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た 


 

そ
の
よ
う
な
対
象
の
例
と
し
て
︑
⾼
等
農
林
学
校
か
ら
の
親
友
保
阪
嘉
内
︑
妹
ト
シ
︑
農
学
校

同
僚
の
堀
籠
⽂
之
進
が
挙
げ
ら
れ
る 


 

し
か
し
︑保
阪
と
は
⼀
九
⼆
⼀
年
に
別
れ
︑妹
ト
シ
は
⼀
九
⼆
⼆
年
に
夭
折
し
︑堀
籠
へ
の

思
い
は
⼀
九
⼆
⼆
年
の﹁
⼩
岩
井
農
場
﹂下
書
稿
に
縷
々
綴
ら
れ
た
後
︑⼀
九
⼆
三
年
に
次

の
よ
う
に
し
て
諦
め
た 

        


 

演
者
は
こ
の
よ
う
な
賢
治
独
特
の
感
情
を
︑﹁
無
声
慟
哭
﹂
の
﹁
信
仰
を
⼀
つ
に
す
る
た
つ
た

ひ
と
り
の
み
ち
づ
れ
﹂
と
い
う
⾔
葉
に
倣
い
︑﹁︿
み
ち
づ
れ
﹀希
求
﹂
と
呼
ん
で
い
る 


 

賢
治
の
﹁︿
み
ち
づ
れ
﹀
希
求
﹂
は
︑
右
の
例
の
よ
う
に
か
な
り
⼀
途
で
⼀
⽅
的
な
も
の
だ
っ
た
た

め
︑
後
世
に
な
る
と
保
阪
や
堀
籠
へ
の
感
情
は
同
性
愛
だ
っ
た
と
か
︑
妹
へ
の
感
情
は
近
親
性
愛

だ
っ
た
と
か
⾔
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る 


 

し
か
し
演
者
と
し
て
は
︑
こ
れ
は
賢
治
の
﹁
対
⼈
境
界
の
薄
さ
﹂
＝
主
観
的
な
対
⼈
距
離
の
近

さ
に
伴
っ
て
︑相
⼿
と
の
⼀
体
性
を
過
剰
に
求
め
て
し
ま
う
感
情
で
あ
り
︑少
な
く
と
も
右
の

三
⼈
に
関
し
て
は
︑
性
愛
的
な
も
の
と
は
⾔
え
な
い
と
考
え
る 

 

同
僚
堀
籠
⽂
之
進
と
⼀
関
へ
ハ
イ
キ
ン
グ
︒
途
中
⼀
切
英
会
話
︒
⼀
関
で
上
演
中
の
歌
舞
伎
を
⾒
物
し
︑
10

時
を
過
ぎ
る
︒
汽
⾞
も
な
く
︑
飲
み
屋
で
休
み
︑
⽉
夜
を
幸
い
帰
る
︒ 

 

途
中
︑た
ま
た
ま
信
仰
の
話
に
及
ん
だ
と
き
︑﹁
ど
う
し
て
も
あ
な
た
は
私
と
⼀
緒
に
歩
ん
で
⾏
け
ま
せ
ん
か
︒

わ
た
く
し
と
し
て
は
ど
う
に
も
耐
え
ら
れ
な
い
︒で
は
私
も
あ
き
ら
め
る
か
ら
︑あ
な
た
の
⾝
体
を
打
た
し
て
く

れ
ま
せ
ん
か
﹂
と
い
い
堀
籠
の
背
中
を
打
っ
た
︒ 

 

﹁
あ
あ
こ
れ
で
わ
た
く
し
の
気
持
ち
が
お
さ
ま
り
ま
し
た
︒
痛
か
っ
た
で
し
ょ
う
︒
許
し
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い

い
︑
平
泉
駅
に
つ
き
待
合
室
の
ベ
ン
チ
で
休
み
︑
夜
明
け
と
と
も
に
下
り
列
⾞
に
乗
り
︑
花
巻
ま
で
⼀
睡
す
る
︒ 

︵﹃
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
﹄
第
⼗
六
巻
年
譜
篇
よ
り
︶ 
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︿
み
ち
づ
れ
﹀
と
し
て
求
め
た
こ
の
三
⼈
へ
の
思
い
は
か
な
わ
ず
︑
深
い
孤
独
感
を
抱
い
た
賢
治

は
︑﹁
個
⼈
﹂
に
対
す
る
執
着
が
⾃
分
の
誤
り
で
あ
っ
た
と
考
え
︑
代
わ
り
に
﹁
万
象
﹂
を
︿
み
ち

づ
れ
﹀
と
し
て
︑﹁
⾄
上
福
し
に
い
た
ら
う
と
す
る
﹂
道
を
⽬
ざ
す 

             


 

﹁
農
⺠
芸
術
概
論
綱
要
﹂
に
記
さ
れ
た
︑﹁
わ
れ
ら
﹂
お
よ
び
世
界
・
銀
河
・
宇
宙
と
の
⼀
体
化
の

希
求
も
︑
こ
の
よ
う
な
認
識
の
延
⻑
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る 

       


 

賢
治
に
と
っ
て
は
︑
⾃
分
⾃
⾝
が
銀
河
や
宇
宙
と
⼀
体
化
し
溶
け
合
う
の
は
⾃
明
の
感
覚
で
あ
り
︑

そ
し
て
ま
た
⼈
々
も
︑﹁
個
⼈
か
ら
集
団
社
会
宇
宙
と
次
第
に
進
化
﹂
し
て
︑
全
て
を
包
摂
す
る
よ

う
な
﹁
わ
れ
ら
﹂
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た 


 

た
だ
︑
実
際
に
農
村
に
⾶
び
込
ん
で
み
る
と
︑
若
者
や
農
⺠
と
と
も
に
︑
右
の
よ
う
な
意
味
で

﹁
わ
れ
ら
﹂
と
呼
べ
る
⼀
体
性
を
築
く
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た 


 

そ
の
苦
難
の
体
験
が
︑
若
い
頃
の
幻
想
性
と
は
ま
た
異
な
っ
た
深
さ
を
︑
彼
の
後
半
⽣
の
作
品
に

与
え
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
本
⽇
の
演
題
と
は
ま
た
別
の
話
で
あ
る 

  

﹁
あ
な
た
で
す
か
︑
さ
っ
き
か
ら
霧
の
中
や
ら
で
お
歌
ひ
に
な
っ
た
⽅
は
︒﹂ 

﹁
え
ゝ
︑
私
で
す
︒
⼜
あ
な
た
で
す
︒
な
ぜ
な
ら
私
と
い
ふ
も
の
も
⼜
あ
な
た
が
感
じ
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
︒﹂ 

﹁
さ
う
で
す
︑
あ
り
が
た
う
︑
私
で
す
︑
⼜
あ
な
た
で
す
︒
な
ぜ
な
ら
私
と
い
ふ
も
の
も
⼜
あ
な
た
の
中
に
あ
る

の
で
す
か
ら
︒﹂ 

︵﹁
マ
グ
ノ
リ
ア
の
⽊
﹂
よ
り
︶ 

世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
⼈
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い 

⾃
我
の
意
識
は
個
⼈
か
ら
集
団
社
会
宇
宙
と
次
第
に
進
化
す
る 

新
た
な
時
代
は
世
界
が
⼀
の
意
識
に
な
り
⽣
物
と
な
る
⽅
向
に
あ
る 

正
し
く
強
く
⽣
き
る
と
は
銀
河
系
を
⾃
ら
の
中
に
意
識
し
て
こ
れ
に
応
じ
て
⾏
く
こ
と
で
あ
る 

ま
づ
も
ろ
と
も
に
か
が
や
く
宇
宙
の
微
塵
と
な
り
て
無
⽅
の
空
に
ち
ら
ば
ら
う 

わ
れ
ら
に
要
る
も
の
は
銀
河
を
包
む
透
明
な
意
志 

巨
き
な
⼒
と
熱
で
あ
る ︵﹁

農
⺠
芸
術
概
論
綱
要
﹂
よ
り
︶ 

 

こ
の
不
可
思
議
な
⼤
き
な
⼼
象
宙
宇
の
な
か
で 

も
し
も
正
し
い
ね
が
ひ
に
燃
え
て 

じ
ぶ
ん
と
ひ
と
と
万
象
と
い
つ
し
よ
に 

⾄
上
福
し
に
い
た
ら
う
と
す
る 

そ
れ
を
あ
る
宗
教
情
操
と
す
る
な
ら
ば 

そ
の
ね
が
ひ
か
ら
砕
け
ま
た
は
疲
れ 

じ
ぶ
ん
と
そ
れ
か
ら
た
つ
た
も
ひ
と
つ
の
た
ま
し
ひ
と 

完
全
そ
し
て
永
久
に
ど
こ
ま
で
も
い
つ
し
よ
に
⾏
か
う
と
す
る 

こ
の
変
態
を
恋
愛
と
い
ふ 

そ
し
て
ど
こ
ま
で
も
そ
の
⽅
向
で
は 

決
し
て
求
め
得
ら
れ
な
い
そ
の
恋
愛
の
本
質
的
な
部
分
を 

む
り
に
も
ご
ま
か
し
求
め
得
や
う
と
す
る 

こ
の
傾
向
を
性
慾
と
い
ふ 

︵﹁
⼩
岩
井
農
應
﹂
よ
り
︶ 
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以
上
⾒
た
よ
う
に
︑宮
沢
賢
治
と
い
う
⼈
は
︑⽣
来
の
素
質
と
し
て﹁
境
界
の
薄
い
⼈
﹂で
あ
り
︑こ
れ

に
伴

て
共
感
性
や
空
想
傾
向
も
⾼
く
︑ま
た
童
話
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
⼈
間
／
動
植
物
／
無
⽣
物
の

間
の
境
界
も
薄
く
︑さ
ら
に
⾃
我
境
界
の
薄
さ
か
ら
解
離
的
な
幻
想
体
験
も
し
ば
し
ば
経
験
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る︵
先
天
的
要
因
︶ 

 

こ
の
よ
う
な
特
質
が
︑
Ⅰ
で
述
べ
た﹁
⼼
象
ス
ケ

チ
﹂と
い
う
⽅
法
の
実
践
に
よ

て︵
な
か
ば
意
識

的
に
︶増
幅
さ
れ
︑そ
の
作
品
に
独
特
の
幻
想
性
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る︵
後
天
的
要
因
︶ 
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