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　Rudolf Steiner
 

の
言
霊
を
聴
く 

　
《
霊
性
へ
の
導
き
の
師
》 

　
あ
る
特
定
の
「
書
物
」
に
記
さ
れ
た
言
葉
と
の
出
会
い
に
、
超
感
覚
的

で
あ
り
な
が
ら
も
確
信
的
な
イ
メー

ジ
と
し
て
、
あ
る
種
の
叡
智
（
ソ

フ
ィ
ア
）
と
の
運
命
的
な
邂
逅
を
体
験
す
る
。
そ
う
し
た
体
験
は
今
ま
で

の
人
生
の
節
目
で
確
実
に
幾
度
か
起
き
て
お
り
、
具
体
的
な
生
き
方
と
し

て
私
の
思
想
や
感
覚
に
飛
躍
的
な
地
殻
変
動
を
も
た
ら
し
て
い
る
。 

　
今
の
私
は
、
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナー
（R

u
d

o
lf S

tein
er/1

8
6
1
-

1
9
2
5
/

旧
オー

ス
ト
リ
ア
帝
国
出
身
）
の
名
の
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
「
書
物
」

の
言
葉
の
内
に
、
霊
性
へ
の
導
き
の
師
と
し
て
の
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
叡
智

を
言
霊
の
よ
う
に
聴
き
取
り
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

と
い
う
人
の
霊
的
存
在
が

傍
ら
に
在
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。 

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
存
在
や
言
葉
に
つ
い
て
、
理
知
的
な
概
念
や
現
象
的

な
感
覚
に
依
拠
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
っ
た
く
意
味
を
為
さ

な
い
。
こ
こ
で
私
が
語
ろ
う
と
す
る
の
は
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
を
私

へ
の
個
的
な
〝
伝
授
〞
と
し
て
聴
き
取
り
、
私
と
い
う
〈
閉
じ
ら
れ
た
自

我
〉
の
殻
を
脱
ぎ
捨
て
る
修
行
と
し
て
あ
る
の
だ
。 

　
私
に
と
っ
て
の
シ
ュ
タ
イ
ナー

と
は ̶

 

〈
物
質
的
身
体/

エー

テ
ル
体

/

ア
ス
ト
ラ
ル
体/

個
我
と
し
て
の
人
間
〉
〈
睡
眠
時
に
宇
宙
意
識
へ
と
還

る
ア
ス
ト
ラ
ル
体
〉
〈
愛
と
し
て
の
思
考
の
営
み
の
中
で
の
自
由
〉
〈
自

由
と
し
て
の
意
志
の
営
み
の
中
で
の
愛
〉
〈
宇
宙
意
識
の
霊
的
な
進
化

（
＝
深
化
）
と
し
て
あ
る
私
の
輪
廻
転
生
〉 ̶

 

に
つ
い
て
、
霊
視

（H
ellsehen

）
と
共
に
「
霊
学
（Geisteswissenschaft

）
＝
人
智
学

Anthroposophie

」
と
し
て
私
に
呼
び
か
け
る
、
霊
性
へ
の
導
き
の
師

な
の
で
あ
る
。 

　
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナー

に
つ
い
て
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
公
式
的
な

哲
学
や
思
想
の
場
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
今
で
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
い
わ

ゆ
る
〝
オ
カ
ル
ト
〞
思
想
の
喧
伝
者
と
し
て
敬
遠
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。 

　
そ
う
思
う
人
は
、
率
直
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉

に
向
き
合
う
人
生
の
時
期
（
契
機
）
が
訪
れ
て
い
な
い
訳
で
、
シ
ュ
タ
イ

ナー

を
読
む
理
由
（
必
然
性
）
は
な
い
し
、
む
し
ろ
、
無
理
し
て
読
ん
だ

り
す
る
と
、
ま
や
か
し
の
神
秘
主
義
や
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。 

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
は
、
宗
教
的
・
神
秘
的
に
信
仰
さ
れ
る
も
の
で

も
な
い
し
、
研
究
的
・
学
問
的
に
研
究
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
自
ら
の
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心
魂
や
霊
性
へ
の
〝
呼
び
声
〞
と
し
て
、
自
身
の
〝
縁
〞
と
し
て
個
的
に

読
み
解
か
れ
る
言
霊
な
の
だ
。 

̶
2015.2.22 

記
（2020.2. 

修
正
）̶

 

　
《
思
想
と
し
て
の
伝
授
の
門
》 

　
三
十
歳
前
後
の
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
著
し
た
『
自
由
の
哲
学

（Die Philosophie der Freiheit
）
』
（
高
橋
巌
訳/

ち
く
ま
学
芸
文

庫
）
は ̶

 

デ
カ
ル
ト
的
な
物
心
二
元
論
や
カ
ン
ト
的
な
物
自
体
に
お
け

る
ア
ポ
リ
ア
、
そ
し
て
、
空
想
的
唯
心
論
や
機
械
的
唯
物
論
が
「
観
念
と

し
て
の
一
元
論
」
（
＝
「
論
理
と
し
て
の
二
元
論
」
）
で
あ
る
こ
と ̶

 

に
つ
い
て
、
西
洋
思
想
史
の
流
れ
を
見
通
し
な
が
ら 

〝
論
理
的
〞
に
解

き
ほ
ぐ
し
、
「
事
実
と
し
て
の
一
元
論
」
（
＝
「
霊
学
と
し
て
の
一
元

論
」
）
へ
の
視
野
を
開
か
せ
て
く
れ
る
思
想
と
し
て
の
〝
伝
授
の
門
〞
で

あ
る
。 

　
『
自
由
の
哲
学
』
の
こ
う
し
た
内
容
・
性
格
は
、
そ
の
本
文
を
読
め
ば

も
ち
ろ
ん
分
か
る
こ
と
だ
が
、
副
題
を
「
或
る
近
代
世
界
観
の
根
本
思

想
　
自
然
科
学
の
方
法
に
よ
る
魂
の
観
察
成
果
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
も

現
れ
て
い
る
。 

　
ま
た
、
﹇1

9
1
8

年
の
新
版
の
た
め
の
ま
え
が
き
﹈
と
し
て…

…
 

「
私
の
そ
の
後
の
著
書
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
霊
的
な
経
験
領
域
に
つ

い
て
、
本
書
が
何
も
示
唆
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
訝
し
く
思
う
読

者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
当
時
私
は
霊
学
研
究
の
成
果
で
は

な
く
、
そ
の
よ
う
な
成
果
を
し
っ
か
り
と
支
え
て
く
れ
る
よ
う
な
土
台
を

ま
ず
築
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
」 ̶

 

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
『
自
由
の
哲
学
』
に
お
け
る
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
意
図
が
分
か
る
。 

　
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
意
図
（
配
慮
）
に
よ
り
、
『
自
由
の
哲

学
』
を
読
む
際
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
他
の
著
作
に
増
し
て
、
理
念
的
な
文

脈
の
み
を
追
い
か
け 

、
研
究
的
・
学
問
的
に
読
み
終
え
て
し
ま
い
が
ち

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
概
念
的
・
一
般
的
な
読
み
だ
け
で
事
足
り

た
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
書
物
」
に
託
さ
れ
た
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
メ
ッ
セー

ジ
を
聞
き
逃
し
、
〈
私
＝
個
的
存
在
〉
と
し
て
の
霊
的
な
目
醒
め
の
萌
芽

を
手
放
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

　
「
宇
宙
の
出
来
事
を
考
察
す
る
と
き
、
思
考
以
上
に
根
源
的
な
出
発
点

は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
」
﹇
第
１
部 

自
由
の
科
学 - 

第
３
章 

世
界
認
識
に

仕
え
る
思
考
﹈ ̶

 

と
シ
ュ
タ
イ
ナー

自
身
が
記
す
よ
う
に
、
本
書
で
は
一

2
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貫
し
て
思
考
の
働
き
を
重
視
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
軽
視
し
た
り
は
し
て

い
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
霊

学
と
し
て
の
人
智
学
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
に
至
っ
た
後
も
、
決
し
て

変
わ
る
こ
と
は
な
い
。 

　
シ
ュ
タ
イ
ナー
の
「
書
物
」
に
記
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
は
、
強
い
緊
張

と
鋭
い
直
感
と
深
い
共
感
に
根
ざ
し
た 

、
個
と
し
て
の
〝
内
な
る
決
断

力
〞
を
持
っ
て
読
む
こ
と
な
し
に
は
、
理
知
的
な
概
念
論
や
現
象
的
な
感

覚
論
の
垢
に
ま
み
れ
た
私
た
ち
に
届
い
て
こ
な
い
。
そ
し
て
、
読
み
手
自

身
の
霊
性
（
霊
的
進
化
）
の
深
ま
り
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
、
シ
ュ
タ
イ

ナー

の
言
葉
も
そ
の
深
み
を
増
す
こ
と
に
な
る
。 

　
例
え
ば
、
本
書
の
﹇
第
２
部 

自
由
の
現
実 - 

第
９
章 
自
由
の
理
念
﹈
に
お

け
る ̶

 

「
思
考
の
本
質
そ
の
も
の
の
中
に
は
、
本
当
の
「
自
我
」
は
存

在
し
て
い
て
も
、
自
我
意
識
は
存
在
し
て
い
な
い
。
」
「
「
自
我
意
識
」

は
人
体
組
織
の
上
に
つ
く
ら
れ
る
。
意
志
行
為
は
こ
の
組
織
か
ら
現
れ
て

く
る
。
」 ̶

 

と
い
っ
た
〝
自
我
意
識
〞
に
関
す
る
言
葉
。 

　
こ
の
メ
ッ
セー

ジ
は
、
今
の
私
に
と
っ
て ̶

 

自
我
意
識
は
、
自
我
そ

の
も
の
の
鏡
像
と
し
て
あ
る
。
そ
の
自
我
意
識
は
、
自
我
そ
の
も
の
と
不

可
分
で
あ
り
、
そ
し
て
、
不
可
同
で
あ
る
。 ̶

 

と
了
解
さ
れ
る
。 

　
ま
た
、
同
上
箇
所
で
の ̶

 

「
道
徳
的
な
誤
解
や
ぶ
つ
か
り
合
い
は
道

徳
的
に
自
由
な
人
間
の
場
合
、
ま
っ
た
く
存
在
し
得
な
い
。
自
然
本
能
や

見
せ
か
け
の
義
務
感
に
従
う
よ
う
な
、
道
徳
的
に
不
自
由
な
人
だ
け
が
、

同
じ
本
能
や
同
じ
義
務
感
に
従
お
う
と
し
な
い
隣
人
を
排
除
す
る
。
」 
̶
 

と
い
っ
た
〝
道
徳
〞
に
関
す
る
言
葉
。 

　
こ
の
メ
ッ
セー

ジ
は
、
今
の
私
に
と
っ
て ̶

 

道
徳
は
、
自
由
な
精
神

の
内
的
必
然
と
し
て
共
時
的
・
普
遍
的
に
生
ま
れ
育
つ
も
の
で
あ
る
。
そ

の
道
徳
を
、
義
務
や
徳
目
と
し
て
教
化
す
る
こ
と
は
、
ま
や
か
し
で
あ

り
、
そ
し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。 ̶

 

と
了
解
さ
れ
る
。 

　
晩
年
の
シ
ュ
タ
イ
ナー

が ̶
 

「
人
間
の
内
部
に
は
、
地
上
的
な
も
の

だ
け
で
な
く
、
壮
大
な
宇
宙
過
程
も
働
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を

感
じ
と
れ
る
人
だ
け
が
自
由
を
理
解
で
き
、
自
由
を
正
し
く
感
じ
と
れ

る
、
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
ま
し
た
。
」 ̶

 

と
『
自
由
の
哲
学
』

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
、
本
書
の
〈
訳
者
あ
と
か
ぎ
〉
で
高
橋
巌

氏
が
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
を
心
魂
の
内
に
し
っ

か
り
と
受
け
と
め
た
い
。 

　
い
ま
思
う
に
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
霊
学
と
し
て
の
メ
ッ
セー

ジ
を
本
格

的
に
著
し
た
『
神
智
学
』
『
い
か
に
し
て
超
感
覚
的
世
界
の
認
識
を
獲
得

3
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す
る
か
』
『
神
秘
学
概
論
』
と
い
う
主
著
を
読
ん
だ
後
、
こ
の
『
自
由
の

哲
学
』
に
出
会
っ
た
私
は
、
あ
る
意
味
で
幸
い
だ
っ
た
よ
う
だ
。 

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
膨
大
で
貴
重
な
ド
イ
ツ
語
原
文
に
個
と
し
て
向
き
合

い
つ
つ
、
そ
の
適
切
で
魅
力
的
な
訳
文
に
よ
り
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉

を
日
本
語
と
し
て
〝
伝
授
〞
し
続
け
て
く
れ
て
い
る
高
橋
巌
先
生
に
も
感

謝
し
た
い
。 

̶
2015.2.24 

記
（2020.2. 

修
正
）̶

 

　
《
現
代
日
本
へ
の
警
鐘
》 

　
人
権
保
障
の
た
め
国
権
行
使
を
民
主
的
に
コ
ン
ト
ロー
ル
す
る
憲
法
と

し
て
の
基
本
理
念
（
立
憲
主
義
）
を
無
知
・
無
自
覚
の
ま
ま
否
定
し
、
そ

の
第
９
条
の
歴
史
的
・
国
際
的
な
価
値
を
無
視
し
て
日
本
国
憲
法
の
改
悪

を
目
指
す
。
積
極
的
平
和
主
義
・
集
団
的
自
衛
権
の
名
の
下
に
、
〈
平
和
〉

安
全
保
障
法
制
と
い
う
ま
や
か
し
で
戦
時
・
臨
戦
体
制
を
構
築
し
、
ウ
チ

ナー

ン
チ
ュ
ウ
の
民
意
を
黙
殺
・
抑
圧
し
て
沖
縄
の
米
軍
基
地
を
温
存
・

拡
充
す
る
。 

　
目
先
だ
け
の
経
済
的
・
特
権
的
利
益
に
群
が
り
、
大
地
の
精
霊
と
人
々

の
生
命
を
放
射
能
の
危
険
に
曝
す
原
発
再
稼
働
。
ス
ポー

ツ
・
芸
能
番
組

で
お
茶
を
濁
し
、
ま
と
も
な
政
権
批
判
を
自
主
規
制
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
。
そ
し
て
、
空
疎
な
経
済
成
長
の
名
の
下
に
踊
ら
さ
れ
、
無
批
判
に
こ

う
し
た
動
き
に
支
持
を
与
え
追
従
す
る
人
々
。 

　
こ
う
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
前
夜
の
よ
う
な
今
の
国
政
や
世
情
に
は
、
怒
り

を
通
り
越
し
て
、
胸
騒
ぎ
と
と
も
に
空
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
政
治
的
・
経
済
的
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
は
な
く
、
今
の
日
本
社
会
の
底

流
に
あ
る
心
理
的
・
精
神
的
生
活
を
支
配
し
て
い
る
〝
思
考
〞
や
〝
心
魂
〞

の
あ
り
方
を
深
く
見
つ
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。 

　
そ
う
し
た
想
い
の
中
で
最
近
、
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
優
れ
た

訳
者
・
紹
介
者
で
あ
り
、
ま
た
、
一
人
の
鋭
敏
な
思
想
家
で
も
あ
る
高
橋

巌
先
生
が ̶

 

〝
先
生
〞
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
が
、
今

の
私
に
と
っ
て
高
橋
氏
は
本
当
に
〝
先
生
〞
と
し
て
学
ば
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
る ̶

 

あ
る
自
主
的
な
講
座
で
い
つ
に
も
増
し
て
、
今
の
国
政
の
あ

り
方
に
つ
い
て
も
熱
く
言
及
・
批
判
す
る
中
で
、
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ

ナー

の
『
ド
イ
ツ
民
族
と
文
化
世
界
に
訴
え
る
』
と
い
う
、
第
一
次
大
戦

敗
北
と
ド
イ
ツ
革
命
直
後
の1919

年3

月
に
発
表
さ
れ
た
「
ア
ッ
ピー

ル
」
の
抜
粋
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。 

4
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ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ(1

8
7
7
-1

9
6
2
/

旧
ド
イ
ツ
帝
国
出
身)

も
賛
同
署
名
を
し

た
と
い
う
こ
の
「
ア
ッ
ピー

ル
」
は
、
と
て
も
印
象
に
残
る
内
容
で
あ
っ

た
た
め
、
自
宅
に
あ
る
シ
ュ
タ
イ
ナー

関
連
の
書
籍
棚
を
探
し
た
所
、
未

読
了
の
『
社
会
の
未
来
』
（
高
橋
巌
訳/

イ
ザ
ラ
書
房
刊/1

9
8
9

年
）
に
、
付

録
三
と
し
て
六
頁
分
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
。 

　1988

年
の
時
点
で
、
こ
の
「
ア
ッ
ピー

ル
」
を
訳
出
・
掲
載
し
た
高

橋
巌
先
生
の
洞
察
力
と
共
に
、
こ
こ
で
の
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
訴
え
が
、
高

橋
巌
先
生
も
指
摘
す
る
通
り
、
ま
さ
に
今
の
日
本
社
会
に
そ
の
ま
ま
当
て

は
ま
る
内
容
を
持
つ
こ
と
に
深
く
感
じ
入
っ
た
。
こ
の
シ
ュ
タ
イ
ナー

の

「
ア
ッ
ピー

ル
」
を
〈
現
代
日
本
へ
の
警
鐘
〉
と
し
て
、
や
や
長
文
と
な

る
が
私
な
り
に
抜
粋
し
て
以
下
に
紹
介
す
る
。 

　
「
ド
イ
ツ
民
族
は
半
世
紀
前
に
仕
上
げ
た
帝
国
建
設
事
業
が
確
実
に
維
持

さ
れ
続
け
る
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
・
・
そ
の
ド
イ
ツ
民
族
が
今
日
で
は
、

そ
の
瓦
礫
の
山
を
眺
め
る
こ
と
し
か
で
き
ず
に
い
る
の
で
す
。
・
・
半
世
紀

に
及
ぶ
常
識
が
、
特
に
戦
時
中
の
支
配
的
な
見
解
が
錯
覚
で
あ
り
、
そ
れ
が

悲
劇
の
原
因
だ
っ
た
こ
と
を
、
今
悟
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
こ
の
恐

る
べ
き
錯
覚
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ド
イ
ツ
民
族
の
ひ

と
り
ひ
と
り
の
胸
中
に
、
こ
の
問
い
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
・
・
身
の
周
り
の
卑
近
な
要
求
に
曇
ら
さ
れ
ず
に
、
新
し
い
時
代
の
目

ざ
す
方
向
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
よ
う
と
す
る
人
生
観
が
も
て
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
・
・
人
類
の
進
歩
を
願
う
す
べ
て
の
人
を
非
実
際
的
な
理
想
主

義
者
に
し
よ
う
と
す
る
卑
小
な
衝
動
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自

分
を
実
際
家
だ
と
称
し
な
が
ら
、
そ
の
実
は
実
際
家
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
狭

い
感
覚
の
持
主
に
す
ぎ
な
い
人
び
と
の
傲
慢
さ
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
の
人
び
と
が
今
日
の
不
幸
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
。
・
・
時
代
は

今
日
一
般
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
社
会
構
造
の

認
識
を
求
め
て
い
ま
す
。
社
会
の
共
同
体
の
大
部
分
は
こ
れ
ま
で
人
類
の
無

意
識
的
な
社
会
本
能
か
ら
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
社
会
の
構
造
を
で
き
る
だ
け

意
識
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
時
代
の
使
命
な
の
で
す
。
」 

　
歴
史
の
事
実
は
厳
し
く
悲
し
い
。
こ
の
「
ア
ッ
ピー

ル
」
発
表
後
、

1925

年
に
シ
ュ
タ
イ
ナー

は
亡
く
な
り
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
訴
え
た
内

容
と
は
全
く
異
質
で
相
反
す
る
ヒ
ト
ラー

率
い
る
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
が
勢
力

を
拡
大
し
、
国
際
社
会
と
人
類
は
第
二
次
大
戦
の
惨
状
・
悲
劇
へ
と
投
げ

込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。 

　
そ
し
て
今
の
私
た
ち
も
ま
た
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
別
の
所
（1

9
2
0

年
）

で
痛
切
な
想
い
と
願
い
で
語
っ
た ̶

 

「
今
必
要
な
の
は
何
か
、
そ
の
こ

と
を
少
な
く
と
も
自
分
の
た
め
に
知
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
重
要
な
の

で
す
。
」
「
今
は
現
代
の
意
向
に
応
じ
た
も
の
が
、
ち
ま
た
に
あ
ふ
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
み
ん
な
、
ど
こ
か
で
文
化
の
臆
病
さ
を
あ
ら
わ

し
て
い
ま
す
。
」
〔
『
三
分
節
化
の
謎 

第
２
講
』
（
高
橋
巌
訳
）
よ
り
〕 ̶

 
と
い
う
「
文
化
の
臆
病
」
と
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
警
鐘 ̶

 

「
文
化
の

5
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臆
病
」
を
ま
す
ま
す
顕
に
し
て
い
る
現
代
の
文
明
社
会 ̶

 

の
中
で
生
き

て
暮
ら
す
日
々
な
の
だ
。 

　
私
た
ち
に
は ̶

 

何
を
見
つ
め
考
え
る
の
か
（
真
に
つ
い
て
）
、
何
に

感
動
し
共
感
す
る
の
か
（
美
に
つ
い
て
）
、
ど
の
よ
う
に
意
志
し
行
動
す

る
の
か
（
善
に
つ
い
て
） ̶

 

こ
の
こ
と
が
個
的
に
も
社
会
的
に
も
、
自

ら
の
心
魂
の
あ
り
方
と
し
て
根
底
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
。 

̶
2015.5.26 

記
（2020.2. 

修
正
）̶

 

　
《
宇
宙
の
霊
性
と
人
間
の
物
質
性
の
結
び
》 

　
日
本
人
智
学
協
会
に
よ
る
高
橋
巌
氏
の
講
座
（
ま
だ
一
般
に
は
刊
行
さ

れ
て
い
な
い
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
論
考
（
講
義
録
）
に
つ
い

て
、
高
橋
先
生
の
日
本
語
訳
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
説
明
に
基
づ
き
な
が
ら
、

各
自
の
読
み
を
深
め
て
い
く
自
主
的
な
講
座
）
で
、
半
年
程
前
、
ル
ド
ル

フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
『
宇
宙
の
霊
性
と
人
間
の
物
質
性
を
結
ぶ
か
け
橋

̶

自
由
と
愛
、
世
界
の
出
来
事
に
と
っ
て
の
そ
の
意
味
』
（1

9
2
0
.1

2
. 

講

義
録
）
を
読
了
し
た
。 

　
こ
の
講
義
録
『
宇
宙
の
霊
性
と
人
間
の
物
質
性
を
結
ぶ
か
け
橋
』
は
、

シ
ュ
タ
イ
ナー

思
想
の
核
心
に
触
れ
る
多
面
的
且
つ
深
い
内
容
を
持
つ
魅

力
的
な
内
容
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
〝
霊
性
と
〝
物
質
性
〞
、
そ
し
て
、

〝
自
我
〞
を
め
ぐ
る
私
な
り
の
理
解
と
感
受
を
深
め
て
く
れ
た
。
高
橋
先

生
の
日
本
語
訳
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
抜
粋
（
抜
粋
順
の
入
れ
替
え
有
り
）
と
共

に
、
「
霊
性
と
物
質
性
の
結
び
」
か
ら
「
自
由
と
愛
」
へ
と
霊
視
す
る
シ
ュ

タ
イ
ナー

の
言
葉
を
辿
り
た
い
。 

　
ま
ず
は ̶

 

「
眠
り
と
夢
見
る
眠
り
と
覚
醒
状
態
、
私
た
ち
は
こ
の
三

つ
の
認
識
段
階
を
も
っ
て
い
る
」
「
夢
の
な
い
眠
り
は
、
生
体
と
し
て
の

私
た
ち
の
全
人
性
の
意
識
を
、
そ
れ
故
ひ
と
つ
の
認
識
を
与
え
て
く
れ

る
」
（
第
１
講
） ̶

 

と
い
う
、
私
た
ち
の
認
識
あ
る
い
は
感
覚
の
あ
り
方

を
実
感
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
、
「
宇
宙
の
霊
性
と
人
間
の
物
質
性
と

の
結
び
」
に
近
づ
く
出
発
点
と
な
る
。 

　
私
た
ち
は
、
眠
る
こ
と
で
自
我
と
ア
ス
ト
ラ
ル
体
が
自
己
か
ら
離
れ
る

こ
と
で
、
自
己
の
内
部
を
宇
宙
の
ア
ス
ト
ラ
ル
体
と
そ
こ
に
浸
透
す
る
霊

性
に
委
ね
る
と
い
う
「
生
体
上
の
自
己
認
識
」
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
。 

　
従
っ
て
、
覚
醒
時
に
お
け
る
知
覚
や
思
考
の
み
に
基
づ
く
理
性
的
論
理

（
＝
哲
学
的
・
心
理
学
的
な
凍
っ
た
思
考
）
で
は
、
人
間
と
世
界
の
物
質

6
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性
や
物
理
的
な
因
果
関
係
（
法
則
性
）
し
か
見
え
て
こ
な
い
た
め
、
霊
性

と
物
質
性
を
結
ぶ
橋
を
自
己
の
内
に
架
け
よ
う
が
な
い
し
、
そ
も
そ
も
、

こ
の
〝
結
び
〞
自
体
が
自
己
の
課
題
と
し
て
立
ち
現
れ
て
こ
な
い
。 

　
理
性
的
論
理
の
み
で
は ̶

 

「
固
体
の
か
ら
だ
だ
け
を
見
て
、
そ
し
て

こ
の
意
識
状
態
（
自
我
）
だ
け
を
見
て
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ

（
自
我
）
は
空
中
に
ぶ
ら
さ
が
り
、
そ
し
て
こ
れ
（
固
体
の
か
ら
だ
）
は

地
上
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
関
連
が
見
出
せ
ま
せ
ん
」
（
第
１

講
）̶

 

と
い
う
こ
と
に
な
り
、 ̶

 
「
私
た
ち
は
物
質
的
な
も
の
の
中
に

留
ま
り
な
が
ら
、
こ
の
物
質
的
な
も
の
の
中
で
霊
的
な
も
の
に
ま
で
上

が
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
」
（
第
２
講
） ̶

 
と
い
う
〈
純
粋
経
験
〉

と
し
て
の
〝
遠
き
呼
び
声
〞
を
聞
き
逃
す
こ
と
に
な
る
。 

　
「
生
体
上
の
自
己
認
識
」
に
よ
っ
て
、
自
己
の
内
部
に
委
ね
ら
れ
た
宇

宙
の
ア
ス
ト
ラ
ル
体
・
霊
性
が
身
体
化
・
物
質
化
さ
れ
、
宇
宙
は
私
た
ち

の
内
部
で
意
識
化
さ
れ
る
萌
芽
を
得
る
。
そ
の
自
己
意
識
（
自
我
）
は
、

私
た
ち
人
間
の
素
材
・
エ
ネ
ル
ギー

と
し
て
、
思
考
内
容
・
法
則
性
と
い

う
「
假
象
の
姿
」
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
。 

　
そ
の
た
め ̶
 

私
た
ち
は
「
人
間
と
宇
宙
と
の
関
連
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
物
質
的
な
も
の
を
精
妙
化
し
、
希
薄
化
し
て
、
そ
の
希
薄
化
さ
れ

た
物
質
的
な
も
の
に
魂
的
な
も
の
が
直
接̶

熱
に
お
け
る
よ
う
に̶

介
入

で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
（
第
２
講
） ̶

 

、
そ
の
こ
と
に
よ
り
私

た
ち
は ̶
 

「
生
体
を
熱
の
生
体
に
ま
で
辿
っ
て
い
く
な
ら
、
か
ら
だ
の

中
で
熱
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
か
ら
、
魂
の
働
き
へ
、
ひ
と
つ
の
橋

を
架
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
第
２
講
） ̶

 

の
だ
。 

　
こ
こ
で
い
う
「
熱
」
と
は
、
自
我
が
意
志
と
し
て
働
ら
く
「
熱
の
生
体
」

と
な
り
、
そ
の
「
熱
の
生
体
」
を
出
入
り
す
る
宇
宙
的
な
「
熱
エー

テ

ル
」
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
と
り
わ
け
、
こ
こ
で
の
「
物
質
的
な
も
の

を
精
妙
化
し
、
希
薄
化
し
て
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。 

　
物
質
的
な
も
の
（
＝
感
覚
的
・
物
質
的
な
外
界
）
に
つ
い
て
、
数
多
く

の
思
考
内
容
と
し
て
体
験
・
獲
得
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
む
し
ろ
、
〝
凍
っ
た
思
考
内
容
〞
を
自
己
の
渇
愛
の
ま
ま

に
堆
積
（
カ
タ
ロ
グ
化
）
さ
せ
れ
ば
さ
せ
る
ほ
ど
、
〈
閉
じ
ら
れ
た
自

我
〉
と
し
て
の
私
（
＝Ich

）
を
〈
開
か
れ
た
霊
我
〉
と
し
て
の
私
（
＝

Geistselbst

）
へ
と
霊
的
に
導
く
「
熱
」
は
、
そ
の
自
己
意
識
の
中
に
凍

り
つ
き
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ま
ま
と
な
る
の
で
あ
る
。 

　
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
う
「
物
質
的
な
も
の
を
精
妙
化
し
、
希
薄
化
し

て
」
と
は ̶

 

「
私
た
ち
の
思
考
の
世
界
は
、
運
命
的
に
定
め
ら
れ
た
私

た
ち
の
誕
生
を
通
し
て
、
現
在
の
私
た
ち
を
生
じ
さ
せ
た
こ
の
世
の
人
生

経
験
を
通
し
て
得
て
き
た
諸
体
験
に
ま
っ
た
く
依
存
し
て
い
る
の
で
す
け

7



̶ Rudolf Steine の言霊を聴く ̶  
霊性への導きの師 | 思想としての伝授の門 | 現代日本への警鐘 | 宇宙の霊性と人間の物質性の結び

れ
ど
も
、
私
た
ち
は
、
外
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
の
中
に
、
魂
の
深
層
か

ら
生
じ
る
意
志
を
通
し
て
、
ま
さ
に
私
た
ち
固
有
の
も
の
を
持
ち
込
む
」

「
こ
の
内
的
な
意
志
の
働
き
が
思
考
内
容
の
中
で
力
強
く
、
集
中
的
に

な
っ
て
い
け
ば
い
く
程
、
私
た
ち
は
霊
的
に
な
っ
て
い
く
」
（
第
３
講
）

̶
 

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
〝
凍
っ
た
思
考
内
容
〞
を
溶
か
す

「
熱
エー

テ
ル
」
と
し
て
、
「
魂
の
深
層
か
ら
生
じ
る
内
的
な
意
志
」
の

現
実
界
（
人
生
）
で
の
あ
り
方
を
問
う
て
い
る
。 

　
こ
の
「
物
質
的
な
も
の
を
精
妙
化
し
、
希
薄
化
し
て
」
と
い
う
こ
と

は
、
私
の
理
解
と
行
為
に
重
ね
る
な
ら
ば ̶

 

サ
マー

デ
ィ
（
三
昧
）
に

よ
る
意
志
と
し
て
、
想
像
と
創
造
、
あ
る
い
は
、
直
感
と
瞑
想
に
よ
り
、

物
質
的
＝
唯
物
的
な
現
実
界
（
人
生
）
を
イ
メー
ジ
化
（
霊
視
）
・
内
面

化
（
霊
聴
）
を
し
て
い
く
結
び
（
産
霊
） ̶

 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

　
『
宇
宙
の
霊
性
と
人
間
の
物
質
性
を
結
ぶ
か
け
橋
』
に
お
け
る
シ
ュ
タ

イ
ナー

の
言
葉
は
、
さ
ら
に
深
く
透
徹
し
て
い
く ̶

 

「
思
考
内
容
に
意

志
の
働
き
を
組
み
入
れ
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
自
ら
の
行
動
の
中
に
愛
を

発
達
さ
せ
る
の
で
す
。
そ
し
て
意
志
の
働
き
を
思
考
内
容
の
中
に
組
み
入

れ
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
み
ず
か
ら
の
思
考
の
中
に
自
由
を
発
達
さ
せ
る

の
で
す
」
（
第
３
講
） ̶

 

と
し
て
、
〈
情
緒
的/

唯
物
的/

観
念
的/

宗
教

的
〉
に
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
、
〈
徳
目
的
〉
に
で
も
な
く
、
「
愛
と
自

由
」
の
霊
的
且
つ
人
間
的
な
本
性
を
伝
え
て
く
れ
る
。 

　
そ
し
て ̶
 

「
人
間
が
純
粋
思
考
に
、
つ
ま
り
意
志
に
浸
透
さ
れ
た
思

考
に
高
め
ら
れ
る
と
き
、
何
が
生
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
假
象
が
消
し

去
っ
た
も
の
、
つ
ま
り
過
去
の
現
実
と
自
我
の
本
性
に
由
来
す
る
意
志
と

の
受
精
に
よ
っ
て
、
人
間
の
中
で
、
新
し
い
現
実
が
未
来
へ
向
か
っ
て
発

展
し
て
い
く
の
で
す
」
（
第
３
講
） ̶

 

と
の
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
の
論

述
と
と
も
に
、
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギー

ター

』
に
示
さ
れ
る
ヴ
ェー

ダ

や
サー

ン
キ
ャ
の
古
代
イ
ン
ド
思
想
に
お
け
る
「
プ
ル
シ
ャ/

純
粋
精

神
」
、
「
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ/

根
本
原
質
」
、
「
アー

ト
マ
ン/

真
我
」

（
シ
ュ
タ
イ
ナー

の
言
葉
で
は
「Geistesm

ensch=

霊
人
」
）
の
あ
り

方
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
シ
ュ
タ
イ
ナー

が
古
代
イ
ン
ド
思
想
の

系
譜
に
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。 ̶

2015.7.26 

記
（2020.2. 

修
正
）̶
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