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『
大
学
教
授
が
語
る
霊
性
の
真
実
』
に
寄
せ
て

東
京
大
学
名
誉
教
授　

矢
作
直
樹

　

本
書
は
、
濁
川
先
生
の
「
人
々
の
霊
性
の
喪
失
が
現
代
社
会
の
諸
々
の
問
題
点
を
生
み
出
し
て
き
た
」
と
い

う
強
い
思
い
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
一
般
の
人
達
に
で
き
る
だ
け
分
か
り
易
く
「
霊
性
」

を
伝
え
た
い
と
い
う
熱
意
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

世
の
中
は
、
物
質
的
繁
栄
を
求
め
た
拝
金
主
義
に
よ
り
、
世
界
中
の
富
の
半
分
以
上
を
人
口
の
わ
ず
か
１
％

の
富
豪
が
握
る
と
い
う
貧
富
の
二
極
化
、
極
端
な
気
候
変
動
と
甚
大
な
自
然
災
害
を
き
た
し
て
い
ま
す
。
濁
川

先
生
は
、
こ
の
20
年
霊
性
を
研
究
の
中
心
に
据
え
な
が
ら
「
人
の
生
き
る
意
味
を
問
う
」
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ

ル
心
理
学
を
研
究
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
答
え
こ
そ
が
、
今
の
こ
の
混
沌
と
し
た
世
の
中
に
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。
濁
川
先
生
は
、
研
究
者
の
視
点
で
客
観
的
か
つ
論
理
的
に
「
霊
性
」
を
捉
え
よ
う
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
き
っ
と
読
者
の
方
々
に
伝
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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霊
性
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
重
要
な
の
は
、
祖
先
で
あ
る
縄
文
時
代
の
人
々
で
す
。
彼
ら
は
豊
か
な
霊
性
の

も
と
に
暮
ら
し
、
大
き
な
争
い
ご
と
の
無
い
社
会
を
１
万
数
千
年
も
維
持
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
現
代
の
私
た

ち
も
、
先
祖
を
見
習
っ
て
一
人
ひ
と
り
が
霊
性
を
磨
き
、
万
物
と
調
和
す
る
よ
う
価
値
観
を
変
え
て
行
き
た
い

も
の
で
す
。

　

濁
川
先
生
は
、
こ
の
縄
文
の
生
き
方
か
ら
、
人
間
の
本
質
で
あ
る
魂
が
こ
の
三
次
元
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
高

次
元
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
考
え
る
拠
所
と
し
て
今
の
未
熟
な
科
学
の
最
先

端
で
あ
る
量
子
論
が
よ
う
や
く
概
略
を
捉
え
始
め
た
こ
と
、
そ
れ
を
超
え
た
次
元
を
表
す
事
実
と
し
て
の
霊
的

な
現
象
に
つ
い
て
考
察
を
巡
ら
さ
れ
ま
す
。

　

多
次
元
世
界
に
敷ふ

衍え
ん

す
る
量
子
論
は
ご
く
一
部
の
物
理
学
者
を
除
い
て
、
物
理
学
者
で
も
専
門
外
で
す
の
で
、

当
然
世
間
で
の
「
科
学
」
の
常
識
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
多
く
の
人
た
ち
に
と
っ
て
高
次
元
世
界

の
こ
と
を
「
科
学
」
が
説
明
す
る
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
。
濁
川
先
生
は
、
霊
能
力
、
物
質
化
現
象
や
生
ま
れ

変
わ
り
の
真
実
な
ど
、
近
代
の
西
洋
や
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
事
象
を
述
べ
る
こ
と
で
そ
の
溝
を
埋
め
よ

う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
大
航
海
時
代
」
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
キ
リ
ス
ト
教
に
縛
ら
れ
た
常
識
か
ら
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
や
ガ

リ
レ
オ
に
代
表
さ
れ
る
新
た
な
自
然
界
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
生
ま
れ
た
「
発
想
の
大
転
換
」
を
強
調
さ
れ
て
い
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ま
す
。
し
か
も
、「
科
学
的
な
叡
智
と
言
う
の
は
、
直
感
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
」。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ

は
科
学
の
範
疇
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
直
感
と
い
う
霊
性
の
範
疇
か
ら
「
科
学
的
な
叡
智
」
が
生
み
出
さ
れ

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
、
自
分
の
意
識
の
壁
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
虚
心
坦
懐
に
事
実
を

見
た
上
で
向
き
合
っ
て
考
え
て
ほ
し
い
と
い
う
濁
川
先
生
の
熱
い
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

濁
川
先
生
は
、
座
学
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
幾
多
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
対
談
や
映
画
上
映
に
よ
り
霊
性
を
伝

え
る
人
々
の
紹
介
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
直
接
一
般
の
方
々
に
霊
性
に
つ
い
て
身
近
に
感
じ

考
え
て
も
ら
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
２
０
１
９
年
12
月
に
開
か
れ
た
「
霊
性
と
現
代
社
会
」
と
い

う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
５
０
０
人
の
聴
衆
に
、
霊
性
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
語
り
、
そ
れ
を
前
提
に
現
代
社
会

を
調
和
に
導
く
上
で
の
霊
性
の
重
要
性
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
２
０
１
８
年
に
は
立
教
大
学
で
『
日

本
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
／
精
神
医
学
会
』
の
学
術
大
会
を
開
催
し
、「
自
然
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」

と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

先
生
の
立
教
大
学
の
『
ウ
エ
ル
ネ
ス
福
祉
論
』
と
い
う
講
座
で
は
、
共
同
研
究
者
の
飯
田
史
彦
先
生
の
『
生

き
が
い
論
』
を
ベ
ー
ス
に
、
霊
性
（
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）
を
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
、
人
が
生
き
る
意
味
や

霊
性
の
重
要
性
に
関
し
て
学
生
に
伝
え
議
論
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
同
講
座
で
は
、池
川
明
先
生
の『
胎
内
記
憶
』
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も
取
り
上
げ
、
ま
た
池
川
先
生
に
授
業
し
て
い
た
だ
き
、
濁
川
先
生
ご
自
身
が
創
案
さ
れ
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
評
定
尺
度
（
Ｊ
Ｙ
Ｓ
）
を
用
い
て
学
生
の
霊
性
の
レ
ベ
ル
、
生
き
が
い
感
、
見
え
な
い
世
界
へ
の
理
解
の

向
上
を
確
認
さ
れ
、「
霊
性
は
教
育
に
よ
っ
て
醸
成
で
き
る
」
と
い
う
大
変
大
き
な
可
能
性
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

Ｊ
Ｙ
Ｓ
の
確
立
に
よ
り
、先
生
が
本
題
と
さ
れ
る「
自
然
と
霊
性
の
関
係
」の
実
証
研
究
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、

短
期
の
自
然
体
験
が
霊
性
、
生
き
が
い
感
や
精
神
的
健
康
度
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
過
去
の
自
然
体
験
が
多
い
人
ほ
ど
霊
性
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
自
然
体
験
の
重
要
性
を
客
観
化
し
て
示
さ
れ
た
こ
と
は
意
義
深
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
先
生
の
研
究
対
象
で

も
あ
る
ア
ラ
ス
カ
の
大
自
然
で
生
き
た
写
真
家
星
野
道
夫
の
世
界
観
に
も
通
底
し
ま
す
。

　

も
う
１
年
余
も
続
い
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
騒
動
に
つ
い
て
、
人
の
移
動
・
行
動
制
限
に
よ
る
分
断
・

孤
立
・
萎
縮
か
ら
人
と
し
て
の
営
み
そ
の
も
の
で
あ
る
経
済
活
動
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら

先
生
は
、
こ
れ
ま
で
の
物
質
的
繁
栄
を
尊
ぶ
価
値
観
か
ら
自
然
と
共
存
し
て
ゆ
く
こ
と
で
の
心
の
平
安
を
求
め

る
霊
性
に
根
差
し
た
価
値
観
へ
の
転
換
の
必
要
性
を
強
調
さ
れ
て
い
て
、
読
者
の
皆
様
も
賛
同
さ
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
、
最
後
に
「
日
本
人
の
役
割
と
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
」
で
、
古
来
の
日
本
人
の
「
多
様
な
も
の
を
受

け
容
れ
そ
れ
と
の
共
存
共
生
を
目
指
す
価
値
観
」
こ
そ
が
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
中
の
人
々
が
や
が
て
共
有
す
べ
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き
思
想
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
為
に
は
今
の
私
た
ち
自
身
が
そ
の
思
想
を
思
い
出
し
、「
霊
性
」
を
磨
く
こ
と
の

必
要
性
を
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
書
が
読
者
の
皆
様
の
人
生
に
必
ず
や
資
す
る
こ
と
を
確
信
し
推
薦
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。




