
生
活
の
意
識
の
な
か
で
は
モ
ノ
に
は
すべ
て
神
性
が
宿
っ
て
い
る
と

性
を
帯
び、
化
物
に
転
化
す
る
の
で
あ
る。
こ
う
し
て
日
本
人
の
日
常

常
生
活
の
な
か
を
流
れ
て
い
る
よ
う
な
時
間
意
識
が
な
か
っ
た
の
か

と
さ
れ
る
だ
け
で
な
く、
苔
む
し
た
岩
や
古
く
な
っ
た
下
駄
ま
で
も
魔

神
性
を
帯
び
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
る。
見
あ
げ
る
ば
か
り
の
古
木
が
神
木

日
本
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
モ
ノ
で
も、
長
い
時
を
経
た
も
の
は

き
つ
づ
け
て
お
り、
そ
こ
で
は
時
は
流
れ
て
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る。
そ

こ
に
は
過
ぎ
ゆ
か
ぬ
時
間
の
意
識
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う。

要
が
あ
る
だ
ろ
う。
死
者
の
供
養
が
行
わ
れ
る
所
で
は
死
者
は
常
に
生

の
人
び
と
の
意
識
の
底
に
流
れ
て
い
る
も
の
に
も、
注
意
を
向
け
る
必

形骸
化
し
た
と
は
い
え、
現
代
日
本
人
が
大
量
に
移
動
す
る
こ
の
時
期

岸
に
は
今
で
も
多
く
の
人
び
と
が
死
者
と
会
う
た
め
に
故
郷
に
帰
る。

つ
き
を
も
ち、
祭
礼
や
死
者
供
養
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た。
盆、
彼

方
が
出
て
く
る
の
で
あ
る。

本
人
の
日
常
生
活
の
な
か
の
時
間土
曇諏
も、
モ
ノ
や
吉
兆
と
強
い
結
び

上、

災害
な
ど
を
契
機
と
し
て
し
ば
し
ば
新
た
に
さ
れ
た
よ
う
に、
日

明
治時
代
に一
世一
元
と
な
る
前、
元
号
が
吉
兆
や
新
し
い
物
の
献

特
性
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う。

形
で
公
的
な
生
活
を
も一
部
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
に、
日
本
社
会
の

識
は
私
的
な
日
常
生
活
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず、
年
号
11
元
号
と
い
う

ご
と
に
新
た
に
な
っ
て
ゆ
く
円
環
的
時
間意
識
で
あ
る。
こ
の
時
間
意

む
か
に
み
え
る
が、
春
夏
秋
冬
を
経
て
再
び
春
を
迎
え
る
よ
う
に、
年

た
な
意
識
で
新
年
を
迎
え
る
と
い
う一
年
単
位
の
枠
組
み
の
な
か
に

も
う
ひ
と
つ
は
日
常
的
な
生
活意
識
の
な
か
の
時
間
で
あ
る。
こ
れ

異
な
っ
て
い
る
西
欧
伝
来
の
直
線
的
時
間意
識
は、
時
の
流
れ
を
均
質

と
は
異
な
っ
て
い
る。

直

欝
に
経
過
し
て
ゆ
く
時
間
で
あ
っ
て、
円
環
的
な
回
帰
す
る
時
間

一
日
二
十
四
時
間、
一
時
間
六
十
分
と
い
う
よ
う
に
分
け
ら
れ
て
い
る

ッ
パ
で
生
ま
れ
た
時
間
に
し
た
が
っ
て
営
ま
れ
て
い
る。
こ
の
時
間
は

は
正
月
元
旦
に
は
じ
ま
っ
た一
年
が
大
晦
日
に
終
わ
り、
人
び
と
は
新

あ
る
時
間意
識
で
あ
り、
一
年
の
内
部
に
お
い
て
は
時
は
直
線
的
に
進

時
間
で
あ
り、
企
業、
学
校
や
交
通
機
関
な
ど
は、
み
な
こ
の
ヨ
ー
ロ

て
い
る。
ひ
と
つ
は
公
的
生
活
に
お
け
る
時
間
で、
西
暦
を
大
枠
と
し、

日
本
人
は
日
常
生
活
の
な
か
で
二
つ
の
次
元
で
時
間
と
か
か
わ
っ

次
の
文
章
を
読
ん
で、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い。

令
和

七
年
度

時
間
意
識
を
も
っ
て
い
る
糾
た
ち
に
と
っ
て
は、
西
欧
社
会
に
ど
の
よ

「
西
暦」
が
広
ま
り、
均
質
的
な
計
時
法
が
普
及
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な

日
本
人
の
時
間
意
識
の
も
う
ひ
と
つ
の
層
に
注
目
し
な
い
わ
け
に
は

的
で
不
可
逆
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
点
に
特
徴
が
あ
る。
西
欧
近

紙
の
よ
う
に
現
実
的
な
も
の
と
は
う
け
と
め
ら
れ
な
い。
こ
の
よ
う
な

時
間意
識
が
成
立
す
る
背
後
に
は、
い
う
ま
で
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
の

も
っ
て
い
た
か
ら、
西
欧
近
代
文
明
が
世
界
に
広
が
っ
て
ゆ
く
な
か
で

っ
た
の
で
あ
る。

西
園
近
代
社
会
で
成
立
し
た
均
質
的
な
晦
間

意識
と
は
異
な
っ
た

う
な
事
情
で、
こ
の
よ
う
な
時
間意
識
が
成
立
し
た
の
か
と
い
う
点
に

興
味
が
そ
そ
ら
れ
る
が、
そ
れ
と
同
時
に、
西
欧
社
会
に
私
た
ち
の
日

ど
う
か
と
い
う
点
も、
大
い
に
関
心
の
集
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う。

出
典
阿
部
謹
也

『社会
史
と
は
何
か』
（
筑
靡
螢
房
一
九
八
九）

＊

墓
会：
但
縫
の
た
め
に、
捕
え
ら
れ
た
生
物
を
池
や
野
に
放
す
宗
教
儀
式。

＊
キ
リ
ス
ト
教
の

終末
論：．
世
界
の
歴
史
は

終末
に
向
か
っ
て
す
す
ん
で
お
り、

そ
の
終
末
に
お
い
て
神
の
審
判
が
下
さ
れ
る
と
す
る
宗
教
思
想。

代
物
理
学
や
数
学
に
お
け
る
時
間
の
と
ら
え
方
と
呼
応
す
る一
面
を

キ
リ
ス
ト
教
の
こ
の
よ
う
な
均
質
的
で
直
線
的
な
時
間意
識
は、
近

と
直
結
し
て
い
る
も
の
で
あ
り、
そ
の
限
り
で
現
在
を
重
視
す
る
考
え

時
は
すべ
て
最
後
の
審
判
と
い
う
目
標
に
向
か
っ
て
い
る
限
り
で、
神

け
と
め
ら
れ
て
い
る。
そ
の
南
頴
的
な
流
れ
の
な
か
で、
そ
れ
ぞ
れ
の

審
判」
に
向
か
っ
て
流
れ
て
ゆ
く、
直
線
的
で
均
質
な
流
れ
と
し
て
う

終末論
が
あ
り、
そ
こ
で
は
時
間
は、
「
天
地
創
造」
か
ら
「
最
後
の

め
る
傾
向
が
あ
る。
過
去
は
過
ぎ
去
っ
た
時
間
で
あ
り、
昨
日
の
新
聞

こ
そ
が
現
実
で
あ
り、
過
去
や
未
来
は
不
確
実
な
も
の
と
し
て
う
け
と

代
社
会
の
な
か
で
成
立
し
て
い
っ
た
時
間意
識
に
は、
何
よ
り
も
現
在

と
こ
ろ
で
日
本
人
の
日
常
生
活
に
お
け
る
時

間意
識
と
決
定
的
に

い
か
な
い
の
で
あ
る。

ひ
と
つ
と
し
て
日
常
生
活
を
彩
る
区
切
り
と
な
っ
て
い
る
点
か
ら
も、

と
な
る。
放
生
会
な
ど
に
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
行
事
が、
年
中
行
事
の

針
供養
が
営
ま
れ、
と
き
に
は
西
欧
伝
来
の
時
計
ま
で
が
供
養
の
対
象

い
う
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
思
考
様
式
が
強
く
残
存
し
て
お
り、
魚
供養
や

比
較
文
化
学
部

比
較
文
化
学
科

編
入
学
試
験
問
題
用
紙

小
論
文

般
選
考】

ー

本部分については
著作権上の制約により
掲載することができませ
ん。




