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●
ク
セ
と
精
神
性

ひ
と
は
誰
で
も
、
快
い
動
き
を
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
や
、
自

分
を
他
人
の
目
に
美
し
く
見
せ
た
い
と
い
う
願
望
を
も
っ
て
い
る

も
の
で
、
そ
れ
が
長
い
あ
い
だ
に
そ
の
ひ
と
の
身
体
的
美
意
識
や

動
き
の
規
範
を
形
づ
く
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
独
特
の
動
き
、
つ

ま
り
個
人
的
な
ク
セ
に
は
、
そ
の
ひ
と
な
り
の
う
ぬ
ぼ
れ
や
自
己

嫌
悪
、
発
展
的
願
望
か
ら
自
信
の
欠
如
、
周
囲
へ
の
い
ら
だ
ち
に

い
た
る
ま
で
、
精
神
生
活
の
光
と
影
が
こ
ま
や
か
に
投
影
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
こ
れ
に
注
意
深
い
目
を
そ
そ
ぐ
な
ら
、
か
な
り
多
く

の
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
民
族
全
体
に
つ
い
て
も
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
ど
の
民
族
も
日
常
的
な
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
に
は
明
確

な
型
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
な
か
で
育
ち
暮
ら
し
て
い
る
あ
い
だ

は
無
意
識
で
い
る
が
、
い
っ
た
ん
外
に
出
て
他
の
民
族
と
出
会
う

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
に
驚
か
さ
れ
、
振
り
返
っ
て
、
そ
れ
と
知

ら
ず
に
生
き
て
き
た
自
身
の
民
族
的
な
特
性
に
も
気
づ
か
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

舞
踊
も
同
じ
こ
と
だ
。
お
お
か
た
の
古
典
舞
踊
は
ま
ず
民
族
固

有
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ふ
つ
う
民
族
舞
踊
に
は
き
わ
め
て
特

徴
的
な
動
き
や
型
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
た
と
え
ば
ポ
ー

ラ
ン
ド
の
マ
ズ
ル
カ
と
か
イ
ン
ド
や
タ
イ
の
踊
り
と
聞
い
た
だ
け

で
、
も
う
そ
の
姿
や
手
振
り
足
振
り
が
何
と
な
く
浮
か
ん
で
く
る

ほ
ど
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
民
族
舞
踊
の

特
徴
は
、
単
に
表
面
的
な
形
の
問
題
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。

そ
の
背
後
に
は
、
あ
る
精
神
性
の
広
が
り
が
あ
っ
て
、
民
族
舞
踊

を
見
る
楽
し
み
と
い
う
の
は
、
独
特
な
姿
か
た
ち
や
動
き
を
め
で

る
こ
と
で
あ
る
以
上
に
、
そ
の
精
神
性
に
触
れ
、
こ
れ
に
ひ
た
る

こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

●
だ
が
肉
体
か
ら

し
か
し
精
神
だ
け
で
舞
踊
が
成
立
す
る
か
と
言
え
ば
、
残
念
な

が
ら
そ
う
で
は
な
い
。
高
度
な
舞
踊
は
何
よ
り
も
ま
ず
安
定
し
た

動
き
を
要
求
す
る
。
狂
い
の
な
い
動
き
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
の

動
き
が
ま
る
で
磨
か
れ
た
鏡
の
よ
う
に
精
神
の
深
み
を
映
し
出
す
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の
で
あ
っ
て
、
動
き
が
不
安
定
だ
と
、
す
べ
て
は
表
面
の
さ
ざ
波

に
掻
き
乱
さ
れ
て
し
ま
う
。

狂
い
の
な
い
動
き
に
は
、
強
靭
な
肉
体
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の

筋
肉
は
一
朝
一
夕
に
は
育
た
な
い
。
怠
け
ご
こ
ろ
は
許
さ
れ
ず
、

ほ
と
ん
ど
常
に
肉
体
的
な
痛
み
を
伴
う
。古
典
舞
踊
の
精
神
性
は
、

も
し
か
し
た
ら
そ
の
長
い
修
練
の
期
間
に
耐
え
忍
ん
だ
痛
み
や
苦

し
み
、
克
己
心
な
ど
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
本

気
で
信
じ
た
く
な
る
ほ
ど
だ
。
し
か
も
そ
の
筋
肉
と
い
う
の
が
、

初
め
か
ら
所
在
の
明
ら
か
な
も
の
で
な
い
か
ら
、
な
お
の
こ
と
、

や
っ
か
い
な
の
で
あ
る
。
筋
肉
と
い
う
も
の
は
、
強
く
な
っ
て
初

め
て
存
在
を
主
張
す
る
も
の
で
、
弱
い
う
ち
は
あ
る
か
な
い
か
す

ら
定
か
で
は
な
い
。

●
真
っ
直
ぐ
に
立
つ

ど
ん
な
舞
踊
で
も
ま
ず
例
外
な
く
、
「
基
本
の
第
一
は
真
っ
直

ぐ
に
立
つ
こ
と
」
と
言
う
。
簡
単
な
よ
う
だ
が
、
じ
つ
は
こ
ん
な

に
難
し
い
こ
と
は
な
い
。
「
真
っ
直
ぐ
」
の
具
体
的
内
容
は
舞
踊

ご
と
に
違
う
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
真
っ
直
ぐ
に

立
つ
た
め
に
用
い
ら
れ
る
筋
肉
が
、
舞
踊
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
違

う
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
使
わ
れ
て
い
る
筋
肉
、
つ
ま
り
緊

張
さ
せ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
に
意
識
を
置
い
て
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
よ

う
に
し
て
、
体
全
体
の
図
式
が
出
来
上
が
る
。

●
「
腰
」
も
「
肩
」
も

そ
の
結
果
、
体
の
部
分
を
示
す
も
っ
と
も
平
凡
な
言
葉
さ
え
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
舞
踊
ご
と
に
違
う
も
の
と
な
る
。
た
と

え
ば
「
腰
」
に
し
て
も
、
バ
レ
エ
で
言
う
「
腰
」
と
日
本
舞
踊
の

「
腰
」
は
違
う
。
バ
レ
エ
で
は
腰
骨
の
先
端
を
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
考
え
る
。
踊
り
な
が
ら
自
分
の
体
全
体
を
略
図
と
し
て
イ
メ
ー

ジ
す
る
と
き
に
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
意
識
か
ら
外
す
こ
と
は
ま
ず

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
舞
踊
の
「
腰
」
は
足
の
付
け
根
で

あ
る
。
そ
の
部
分
を
し
っ
か
り
固
定
し
て
体
の
構
え
を
作
ら
な
い

と
、
独
特
の
ど
っ
し
り
と
し
た
安
定
感
が
で
な
い
。
だ
か
ら
、
日

本
舞
踊
で
は
「
腰
を
使
っ
て
足
を
上
げ
る
」
な
ど
と
言
う
が
、
バ
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レ
リ
ー
ナ
が
こ
れ
を
聞
い
た
ら
、
何
の
こ
と
や
ら
、
わ
け
が
わ
か

ら
な
い
だ
ろ
う
。

同
様
に
「
肩
」
と
い
う
の
も
違
っ
て
い
る
。
バ
レ
エ
の
「
肩
」

は
肩
先
の
尖
っ
た
角
の
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
上
手
に
使
う
と
、
な

ん
と
も
小
気
味
の
良
い
シ
ャ
ー
プ
な
魅
力
が
で
る
。
と
こ
ろ
が
日

本
舞
踊
は
と
言
え
ば
、
原
則
と
し
て
肩
先
は
で
き
る
だ
け
目
立
た

な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
日
本
の
着
物
は
首
か

ら
手
首
ま
で
一
直
線
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
途
中
に
模
様
が
あ
っ

た
り
す
る
か
ら
、
肩
先
は
む
し
ろ
邪
魔
な
の
で
あ
る
。
日
本
の

「
肩
」
は
俗
に
「
肩
が
凝
る
」
と
い
う
と
き
の
筋
肉
で
、
着
物
の

き
れ
い
な
胸
元
は
、
こ
こ
を
し
っ
か
り
と
後
ろ
に
引
く
こ
と
で
出

来
上
が
る
。
そ
の
証
拠
に
、
「
肩
を
す
く
め
る
」
こ
と
を
フ
ラ
ン

ス
語
で
は
「
肩
を
上
げ
る
」
と
い
う
。
鏡
に
向
か
っ
て
実
演
し
て

み
れ
ば
一
目
瞭
然
、
上
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
フ
ラ
ン
ス
の
肩
、

す
く
ん
で
（
縮
ん
で
）
い
る
の
が
日
本
の
肩
で
あ
る
。

ち
な
み
に
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
「
肩
が
凝
る
」
と
い
う
表
現
が
な

い
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
ふ
つ
う
肩
が
凝
ら
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
日

本
に
来
て
か
ら
肩
が
凝
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人

は
嘆
い
た
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
い
っ
た
い
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

舞
踊
の
基
本
姿
勢
や
躍
動
性
の
違
い
、
跳
躍
、
回
転
の
多
寡
な
ど

に
つ
い
て
は
、
農
耕
民
族
と
騎
馬
民
族
の
違
い
だ
と
か
、
風
土
の

差
だ
と
か
、
諸
説
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
と
い
う
説
に
は
、
い
ま

だ
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い
。
た
だ
、
服
飾
、
建
築
、
産
業

な
ど
、
人
間
生
活
に
関
わ
る
す
べ
て
が
舞
踊
に
反
映
し
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
舞
踊
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
音
楽
、
美
術
、

文
学
な
ど
、
芸
術
の
各
ジ
ャ
ン
ル
に
関
し
て
、
や
は
り
同
じ
こ
と

が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
い
っ
そ
舞
踊
の
具

体
的
な
問
題
を
、
た
と
え
ば
文
学
に
移
し
か
え
て
み
た
ら
ど
う
だ

ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
と
日
本
の
文
学
の
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的

な
リ
ズ
ム
、
ス
テ
ッ
プ
、
体
の
構
え
、
初
め
と
終
わ
り
の
型
な
ど

を
考
え
て
み
る
と
、
と
て
も
面
白
い
分
析
が
で
き
そ
う
で
、
そ
れ

こ
そ
心
が
踊
る
よ
う
な
気
が
す
る
で
は
な
い
か
。
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