
講演
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五
感
の
恢
復

——

時
代
の
禁
欲
主
義
に
杭
し
て——

ジ
ヱ
ー
ム
ズ

•

ハ
イ
ジ
ツ
ク

古
い
仏
教
説
話
に
、
荒
れ
狂
う
一
一
頭
の
象
に
追
わ
れ
て
井
戸
に
逃
げ
 

込
ん
だ
男
の
話
が
あ
る
。
身
の
危
険
を
感
じ
た
男
は
、
井
戸
の
縁
に
垂
 

れ
さ
が
っ
た
藤
の
つ
る
に
し
が
み
つ
い
て
よ
う
や
く
追
っ
て
く
る
象
の
 

牙
か
ら
逃
れ
る
が
、
見
る
と
、
白
と
黒
の
ニ
匹
の
鼠
が
藤
づ
る
を
食
い
 

ち
ぎ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
四
匹
の
毒
蛇
が
男
 

め
が
け
て
壁
づ
た
い
に
よ
じ
の
ぼ
り
は
じ
め
る
。
井
戸
の
底
に
は
龍
が
 

三
頭
、
火
を
吐
き
な
が
ら
爪
を
ひ
ろ
げ
て
横
た
わ
っ
て
い
る
。
男
が
上
 

を
仰
ぎ
見
る
と
、
た
ま
た
ま
藤
づ
る
に
蜂
蜜
が
三
滴
つ
い
て
い
た
。
し
 

ば
し
休
ん
で
蜜
の
甘
さ
を
味
わ
っ
た
と
こ
ろ
、
男
は
そ
の
一
瞬
す
ベ
て
 

の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
丨
。

死
が
生
を
追
い
か
け
て
く
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
 

は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
時
間
の
と
り
こ
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
不
本
意
 

な
が
ら
、
い
つ
か
は
生
命
を
手
放
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、
 

宗
教
が
見
抜
い
て
き
た
事
柄
の
う
ち
古
今
東
西
を
問
わ
ず
も
っ
と
も
根
 

本
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
的
な
智
慧
を
生
の

 

肯
定
に
変
え
る
た
め
に
は
、
よ
り
広
い
視
野
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
う
い
っ
た
視
野
を
開
く
：̂

こ
そ
が
、
重
要
な
#

^
で
、
諸
々
 

の
宗
教
の
特
徴
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
譬
話
で
は
、
加
筆
さ
 

れ
た
注
釈
に
よ
っ
て
、
仏
教
徒
の
読
み
取
る
文
脈
は
明
確
に
な
っ
て
い
 

る
。
ニ
頭
の
象
と
は
生
死
輪
迴
で
あ
り
、
井
戸
と
は
無
常
•
人

間

の

は

I 

か
な
さ
で
あ
る
。
白

と

黒
の
鼠
は
く
る
曰

も
く
る
曰

も
朝
か
ら
晚
ま
で
5 

人
の
生
命(

藤
づ
る)

を
か
じ
り
取
っ
て
い
く
歳
月
の
こ
と
で
あ
る
。

一 

毒
蛇
は
万
物
を
生
成
し
、
ま
た
耐
え
ず
万
物
を
分
解
す
る
働
き
を
す
る
 

四
大(

地
水
火
風)

を
表
わ
す
。
三
頭
の
龍
は
三
毒
、
す
な
わ
ち
欲
と
 

怒

り

と
愚
痴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
体
で
、
万
物
を
取
り
巻
く
脅
威
す
 

ベ
て
を
表
わ
し
、
脅
威
は
単
な
る
感
覚
の
満
足(

蜜
の
味)

に
よ
っ
て
 

一
時
的
に
延
期
さ
れ
る
の
で
あ
る~

。

死
を
目
前
に
し
て
=
一
滴
の
蜜
を
味
わ
う
男
と
い
う
こ
の
ィ
メ
ー
ジ
が
 

人
を
惹
き
つ
け
る
の
は
、
生
の
充
足
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
生
と
死
に
つ
 

い
て
の
通
常
の
観
念
へ
の
固
着
を「

手
放
し」

、
そ
の
一
瞬
に
す
っ
か
 

り
自
分
を
明
け
渡
し
て
し
ま
う
よ
う
に
と
、
i
s
が
わ
れ
わ
れ
に
向
か
っ
 

て
言
わ
ず
語
ら
ず
に
勘
告
し
て
い
る
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
蜜



の
味
を
楽
し
む
こ
と
は
、
人
生
の
意
味
を
理
性
的
に
理
解
す
る
義
務
か
 

ら
の
解
放
を
示
す
が
、
こ
れ
は
ま
た
、
人
生
の
意
味
を
理
解
し
た
い
と
 

い
う
衝
動
か
ら
単
に
解
放
さ
れ
る
だ
け
で
満
足
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
 

の
解
放
を
も
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
驾
け
る
男
が
蜜
の
味
に
夢
中
に
な
つ
 

て
い
る
間
は
、
自
分
自
身
の
救
済
で
頭
が

一

杯
で
あ

る

よ

う

な
状
態
か
 

ら
解
放
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
現
に
生
き
て
い
る
 

生
身
の
人
間
と
し
て
は
、
こ
れ
以
上
の
救
い
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

救
い
の
証
明
と
は
、
悟
り
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
悟
り
に
取
り
憑
か
れ
、
 

悟
り
の
こ
と
で
頭
が
一
杯
に
な
つ
た
状
態
を
突
破
す
る
単
な
る
肉
体
的
 

感
覚
の
充
実(

し
か
も
こ
の
場
合
に
は
、
快
い
充
実)

に
夢
中
に
な
る
こ
 

と
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の「

救
い
か
ら
の
救
い」

を
通
じ
て
の
救
済
と
い
う
考
え
方
は
、
 

か
な
ら
ず
し
も
仏
教
の
思
想
や
慣
習
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
 

し
か
し
、
こ
の
思
想
の
も
と
を
た
ど
れ
ば
、
宗
教
体
験
と
い
う
地
盤
の
 

奥
深
く——

す
な
わ
ち
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
根
が
渾
然

I

体
と
な
つ
て
絡
み
合
う
と
こ
ろ
-

-

-
へ
到
達
す
る
の
で
は
な

い

か

と

筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
単
純
で
は
あ
る
が
き
わ
め
て
急
進
的
な
真
 

理
は
、
転
ず
れ
ば
今
の
時
代
が
わ
れ
わ
れ
に
課
し
た
禁
欲
主
義
の
収
奪
 

か
ら
五
感
を
取
り
戻
す
と
い
う
問
題
に
向
か
つ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
 

う
か
。
宗
教
的
な
悟
り
と
体
験
が
、
人
生
に
対
す
る
内
な
る
眼
の
見
方
 

や
、
そ
れ
に
基
づ
く
道
徳
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
さ
ら
に
、
身
体
が
世
界
 

を
感
覚
す
る
仕
方
ま
で
も
変
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
考
え
方
は
、
わ
れ
 

わ
れ
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
も
し
味
も
香
り
も
感
触
も
、

み
な
以
前
と
同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
、
は
た
し
て
洞
察
や
道
徳
に
、
救
い
 

と
し
て
の
価
値
が
あ
る
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
宗
教
の
真
理
を
は
か
 

る
尺
度
と
し
て
、
教
え
が
伝
統
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
と
い
うr

正
統I 

(
o
r
t
h
o
d
o
x
y
)

に
加
え
て
、
そ
の
教
え
に
基
づ
い
た
行
為
が
伝
統
の
 

道
徳
的
理
念
と一

致
す
る
か
ど
う
か
と
い
う「

正
行」

orthopraxis) 

と
い
う
概
念
も
打
ち
出
さ
れ
て
き
た
が
、
真
の
五
感
の
解
放
つ
ま
り
 

「

正
感」

(
o
r
t
h
o
s
s
t
h
e
s
i
s
)

と
い
う
尺
度
を
抜
き
に
し
て
は
、
な
お
 

不
完
全
で
あ
る
。

『

ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語』

に
は
、
初
期
の
仏
教
の
伝
承
に
お
け
る
、
行
 

為

(
p
r
a
x
i
s
)

と
感
覚(aesthesis )

と
の
関
わ
り
を
描
い
た
物
語
が
 

あ
る
。
あ
る
王
が
、
よ
り
正
し
く
国
を
治
め
る
た
め
に
自
分
の
不
徳
を
一
 

教
え
て
も
ら
お
う
と
、
修
行
中
の
菩
薩
を
探
し
に
身
分
を
隠
し
て
出
か
6 

け
た
と
い
う
。
菩
薩
は
王
に
熟
れ
た
イ
チ
ジ
ク
の
実
を
差
し
出
す
。
王
一

 

は
イ
チ
ジ
ク
を
食
べ
、
そ
の
甘
さ
に
驚
く
。
菩
薩
い
わ
く
、

「

今
は
王
さ
ま
が
正
し
く
公
平
に
国
を
治
め
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
 

イ

チ
ジ
ク
が
甘
い
の
で
す」

。

「

王
さ
ま
が
正
し
く
な
い
と
き
は
、
甘
く
な
い
の
で
す
か」

、

王
が
た
ず
ね
る
と
、
菩
薩
が
答
え
て
い
わ
く
、

「

そ
の
と
お
り
で
す
。
王
さ
ま
が
正
し
く
な
い
と
、
油
も
蜂
蜜
も
糖
 

蜜
な
ど
も
森
の
木
の
根
や
果
物
も
甘
味
や
風
味
が
な
く
な
り
ま
す
。
国
 

が
正
し
く
治
ま
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
は
甘
く
風
味
の
あ
る
も
の
 

と
な
る
の
で
す」
。

こ
れ
を
聞
い
た
王
は
宮
殿
に
帰
る
と
、
菩
薩
の
忠
告
が
本
当
か
ど
う



か
確
か
め
よ
う
と
し
て
、
不
法
な
政
治
を
は
じ
め
た
。
す
る
と
果
物
は
 

本
当
に
苦
い
味
が
し
た
。
そ
れ
か
ら
王
が
ま
た
正
し
く
国
を
治
め
は
じ
 

め
る
と
、
果
物
は
甘
さ
を
取
り
戻
し
た
"
。

ィ
チ
ジ
ク
の
味
が
も
と
に
戻
っ
た
の
が
、
道
徳
の
恢
復
を
あ
ら
わ
す
 

単
な
る
象
徴
で
な
い
こ
と
は
、
道
徳
的
な
行
動
が
心
の
状
態
を
あ
ら
わ
 

す
単
な
る
象
徴
で
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
両
方
と
も
宗
教
的
な
 

体
験
や
悟
り
を
実
際
に
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
真
の
正
義
が
自
 

覚
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
真
の
味
わ
い
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ
 

る
。
藤
づ
る
に
し
が
み
つ
い
て
蜜
の
甘
さ
を
楽
し
む
男
は
、
正
し
く
高
 

潔
に
国
を
治
め
る
王
と
同
様
、
彼
の
自
覚
の
正
し
さ
を
確
証
し
て
い
る
 

の
で
あ
る
。

『

ブ
ッ
タ
チ
ャ
リ
タ』

で
詩
人
ア
シ
ユ
ヴ
ァ
ゴ
ー
サ
が
書
い
た
釈
迦
 

の
一
生
の
話
で
は
、
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
奪
わ
れ
 

た
感
覚
を
取
り
戻
す
場
面
が
、
世
の
中
で
慈
悲
の
生
活
を
し
て
い
こ
う
 

と
決
意
す
る
場
面
よ
り
も
先
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
若
き
王
 

子
ゴ
ー
タ
マ
の
最
初
の
決
意
と
悟
り
を
得
た
結
末
と
の
対
比
の
お
も
し
 

ろ
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。
出
家
し
よ
う
と
心
に
決
め
た
王
子
は
、
友
人
 

チ
ャ
ン
ダ
カ
の
剣
を
借
り
て
自
分
の
髪
の
毛
を
剃
り
、
そ
れ
を
湖
に
投
 

げ
込
ん
で
決
意
の
ほ
ど
を
宣
言
す
る
。

「

生
死
の
海
を
越
え
渡
り
、
そ
の
後
に
還
っ
て
こ
よ
う
。
も
し
願
い
 

が
果
た
せ
な
け
れ
ば
、
こ
の
身
は
山
林
の
間
に
滅
す
る
で
あ
ろ
う」

。

こ
う
語
る
と
、
王
子
は
人
々
と
別
れ
て
森
へ
行
き
、
そ
こ
で
目
的
を
 

達
成
す
る
た
め
に
苦
行
の
生
活
に
入
る
。
最
初
の
決
心
と
そ
の
苛
酷
な

禁
欲
主
義
と
に
と
り
つ
か
れ
た
彼
が
、
そ
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
段

階
ご
と
に
-

覚
者
と
し
て
完
全
な
悟
り
を
き
わ
め
る
ま
で
-

-
悟
り

に
は
自
然
界
の
反
応
が
伴
う
。
月
も
星
々
も
一
段
と
輝
き
を
増
し
、
諸
 

天
は
空
中
に
芳
し
い
天
花
を
降
ら
す
。
夜
が
明
け
、
大
地
は
酔
っ
た
女
 

の
よ
う
に
打
ち
震
え
、
雲
な
く
し
て
香
雨
が
振
り
そ
そ
ぐ
。

こ
の
詩
の
作
者
の
意
図
を
理
解
す
る
に
は
、
釈
迦
が
、
そ
の
影
響
力
 

が
あ
ま
ね
く
諸
天
界
.
地
上
界
を
通
じ
て
拡
が
る
よ
う
な
普
遍
的
な
賢
 

人
で
あ

る

と
み
な
す
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ

る

。
自
然
界
の
反
応
は
、
 

自
覚
を
得
る
に
際
し
て
王
子
が
つ
い
に「

感
覚」

を
も
開
い
た
こ
と
を
 

示
唆
し
て
い
る
の
で
あ

る

。
釈
迦
が
人
を
導
く
者
と
な
り
、「

暗
黒
の
 

世
界
に
不
滅
の
法
を
説
く
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
そ
う」

と
心
に
決
め
た
の

一

 

は
、
そ
の
直
後
の
こ
と
で
あ
つ
た
‘
。
救
い
と
は
、
肉
体
を
棄
て
、
心

7
 

を
麻
痺
さ
せ
た
衆
生
の
た
め
で
は
な
く
、
自
覚
あ
る
者
す
な
わ
ち「

有
一

 

情」

の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
失
わ
れ
た
感
覚
の
恢
復
な
し
に
は
こ
の
 

救
済
は
あ
り
え
な
い
の
で

あ

る

。

釈
迦
は
当
初
、
生
死
の
超
越
を
め
ざ
し
て
出
立
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
 

実
際
に
は
こ
れ
を
超
越
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
生
は
つ
づ
き
、
死
や
 

老
い
や
病
が
生
と
と
も
に
あ
っ
た
。
い
か
に
悟
ろ
う
と
も
時
の
輪
を
止
 

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
生
死
を
見
極
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
 

け
で
は
救
い
に
な
ら
な
い
。
万
物
の
無
常
を
看
破
し
た
者
に
と
っ
て
は
、 

見
る
も
の
も
聞
く
も
の
も
、
味
や
香
り
も
、
感
じ
る
も
の
も
、
す
べ
て
 

が
、
き
っ
と
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
て——

そ
れ
が
快
楽
で
あ
ろ
う
と
、
 

苦
菡
で
あ
ろ
う
と——

感
じ
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
仏
眼
を
開
く
た



め
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
王
子
の
頃
の
感
覚
と
、
い
っ
た
ん
覚
者
と
な
っ
 

て
か
ら
再
び
解
き
放
た
れ
た
感
覚
と
の
間
に
は
、
天
と
地
ほ
ど
の
開
き
 

が
あ
る
の
で
あ
る
。
悟
り
を
得
た
釈
迦
に
と
っ
て
、
月
は
そ
の
輝
き
を
、 

花
々
は
そ
の
香
り
を
取
り
戻
し
、
雨
は
さ
わ
や
か
さ
を
、
大
地
は
生
気
 

を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。
蜜
のI

下
な
し
で
は
、
悟
り
は
古
い
井
戸
に
囚
 

わ
れ
て
、
四
方
八
方
を
危
険
に
取
り
囲
ま
れ
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
 

も
な
い
。
人
が
五
感
を
満
足
さ
せ
よ
ぅ
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
無
明
は
 

感
覚
を
曇
ら
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
反
対
に
、
悟
り
の
光
明
は
感
覚
を
 

再
び
生
き
生
き
と
さ
せ
、
さ
ら
に
感
覚
を
磨
き
澄
ま
し
て
く
れ
る
に
ち
 

が
い
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
悟
り
は
た
だ
合
理
的
な
も
の
と
非
合
理
 

的
な
も
の
と
の
境
界
線
を
変
え
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義
の
伝
統
に
も
、

I

種
の
宗
教
体
験
の「

証
 

明」

と
し
て
の
五
感
の
恢
復
に
つ
い
て
の
独
自
の
表
現
が
あ
る
。
十
三
 

世
紀
の
フ

ラ

マ

ン

の「

愛
の
神
秘
主
義
者」

た
ち
の
間
に
は
、
そ
の
例
 

が
数
多
く
あ
る
。
こ
の
点
で
殆
ど
そ
の
対
極
に
立
っ
て
い
る
の
が
、
ラ
 

ィ
ン
地
方
の
神
秘
主
義
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
視
覚
は
、
 

神
秘
的
な
洞
察
と
い
ぅ
内
な
る
視
覚
に
対
す
る
主
た
る
比
喩
で
あ
り
、
 

時
空
や
肉
体
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
引
き
離
す
、
砂
漠
の
空
の
乾
い
た
閃
光
 

で
あ
る
か
の
よ
ぅ
な
魂
へ
と
、
ま
た
至
高
の
実
在
の
純
粋
な
光
へ
と
注
 

意
を
向
け
て
い
た
5 

o 

に
役
立
つ
®

®
の
重
i

を
強
調
す
る
エ
ッ
 

ク
ハ
ル
ト
の
よ
う
な
人
物
の
場
合
、
宗
教
的
変
容
の
奇
胁
は
魂一

A

間

と「

全
被
造
物
の
う
ち
で
も
っ
と
も
高
貴
な
、
純
粋
に
霊
的
で
肉
体
 

的
な
も
の
は
何
も
も
た
な
い」

者
で
あ
る
天
使
と
が
共
通
に
も
っ
て
い
 

る

と

こ
ろ
の
も
の——

に
残
さ
れ
る
"
。

フ

ラ

ン

ド

ル
地
方
の
神
秘
主
 

義
者
の
場
合
は
こ
れ
と
異
な
り
、
霊
的
な
洞
察
と
霊
的
な
言
語
と
が
、
 

し
ば
し
ば
触
覚
と
味
覚
と
い
う
肉
体
的
領
域
に
お
い
て
生
じ
た
変
貌
を
 

あ
ら
わ
す
比
喩
の
働
き
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

歴
史
上
、
ハ
ー
ド
ウ

ィ

ッ

ク

と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
い
る
十
三
世
紀
 

の
神
秘
主
義
者
の
幻
想
が
、
こ
の
点
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
十
二
 

世
紀
の
終
わ
り
頃
、
新
し
い
生
活
様
式
を
求
め
る
貴
族
や
上
流
階
級
の
 

家
庭
の
女
性
た
ち
の
間
で
、
ひ
と
つ
の
運
動
が
は
じ
ま
っ
た
。
城
や
修
 

道
院
に
引
き
菴
も
る
こ
と
を
拒
否
し
た「

ベ
ギ
ン」

と
呼
ば
れ
る
在
家

一

 

修
道
女
た
ち
は
、
簡
素
で
観
想
的
な
共
同
生
活
を
め
ざ
し
た
。
ハ

ー

ド

- 8 

ウ

ィ

ッ

ク

は
そ
の
よ
う
な
共
同
体
の
ひ
と
つ
に
属
し
て
い
た
が
、
空
想
一

 

的
な
愛
の
理
想
と
宗
教
的
体
験
と
を
極
端
な
形
で
ひ
と
ま
と
め
に

し

て
 

表
現
し
た
た
め
、
結
局
追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

当
時
公
に
復
活
し
は
じ
め
て
い
た
求
愛
を
め
ぐ
る
疑
惑
と
興
奮
と
の
 

典
型
を
描
き
出
し
た
書
で
あ
る
、
詩
人
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
の
中
世
の
恋
 

愛
物
語『

ト

リ

ス

タ

ン

と
イ
ゾ
ル
デ』

は
、
信
者
が
聖
餐
式
の
パ
ン
に
 

見
い
だ
す
の
と
同
じ
滋
養
分
が
、H

ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
体
験
を
通
じ
て
、
 

高
貴
な
魂
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
7 

o
ハ~

ド
ウ
ィ
ッ

 

ク

に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
 

く
、
両
者
が
互
い
に
他
を
所
有
し
合
う
と
い
う「

完
全
な
所
有
を
と
も
 

な
う
統
一」

と
い
う
形
が一

体
化
す
る
こ
と
だ

っ
た
。

彼
女
が
七
番
目



に
見
た
と
い
う
幻
想
は
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。

聖
霊
降
臨
祭
の
日
曜
曰
の
早
朝
礼
拝
の
祈
り
の
最
中
に
、
彼
女
は
強
 

い
期
待
に
圧
倒
さ
れ
る
。
そ
の
期
待
に
彼
女
は
、「

私
の
心
臓
も
血
管
 

も
手
足
も
、
熱
い
^

!
に
震
え
お
の
の
い
た」

の
だ
っ
た
。

一
羽
の
鷲
 

が
彼
女
に
現
わ
れ
、
も
し
統
一
が
欲
し
け
れ
ば
準
備
す
る
よ
う
に
と
告
 

げ
る
。
そ
し
て
、
鷲
は
キ
リ
ス
ト
に
語
り
か
け
る
。「

で
は
、
完
全
な
 

所
有
を
と

も

な

う
統
一
と

い

う
仕
方
で
自
分
の
統一

性
を
結
合
す
る
、
 

汝
の
大
い
な
る
力
を
見
せ
よ」
と
。
キ
リ
ス
ト
は
、
&

堂
の
自
分
の
 

席
に
ぬ
か
ず
い
て
い
る
ハ
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ク
の
と
こ

ろ

へ
と
、
祭
壇
か
ら
 

三
度
降
り
て
く
る
。
ま
ず
最
初
、
キ
リ
ス
ト
は
三
歳
の
子
供
の
姿
で
現
 

わ

れ

、
聖
餐
式
の
パ
ン
と
葡
萄
酒
を
彼
女
に
差
し
出
す
。
次
に
彼
は
成
 

人
の
姿
で
現
わ
れ
、
宗
教
的
儀
式
の
形
で
彼
自
身
を
与
え
、
最
後
に
は
 

完
全
な
肉
体
的
結
合
と
い
う
形
で
彼
自
身
を
与
え
る
。

そ
れ
で
、
彼
は
は
じ
め
て
私
た
ち
に
体
を
与
え
ら
れ
た
曰
の
よ
う
 

に
、
男
の
衣
服
を
着
た
姿
で
来
ら
れ
ま
し
た
。
人
間
の
よ
う
に
、
し
 

か
も
素
晴
ら
し
く
美
し
い
男
の
よ

う

に
見
え
る
彼
は
、
神
々
し
い
顔
 

で
、
人
に
か
し
ず
く
者
の
よ

う

に
謙
遜
な
態
度
で
私
の
方
へ
来
ら
れ
 

た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
習
慣
ど
お
り
外
的
に
秘
蹟
の
形
で
御
身
を
私
 

に
与
え
ら
れ
、
次
に
習
慣
ど
お
り
杯
か
ら
飲
む
た
め
に
形
と
味
わ
い
 

と
な
っ
て
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
彼
御
自
身
が
私
の
ほ
う
 

へ
来
ら
れ
て
、
私
を
腕
に
す
っ
ぽ
り
抱
き
締
め
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
、
 

心
と
全
人
間
的
な
望
み
に
従
っ
て
、
至
福
の
う
ち
に
自
分
の
全
身
で

彼
の
全
身
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
私
は
外
的
に
満
足
し
、
す
っ
 

か
り
我
を
忘
れ
た
の
で
す
。

こ
の
恍
惚
感
が
消
え
る
と
、
別
の
形
で
は
あ
る
が
、
も
と
の
感
覚
が
 

ひ
と
つ
ひ
と
つ
戻
っ
て
く
る
。
幻
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
•
ブ
レ
ィ
ク
の
言
 

う
束
の
間
の

「

知
覚
の
扉
の
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な
く
、
古
い
 

習
慣
を
新
た
に
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
時
、
し
ば
ら
く
の
間
、
私
に
は
こ
れ
に
耐
え
る
強
さ
が
 

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
間
も
な
く
外
見
上
彼
の
姿
に
あ
の
雄
々
し
 

い
美
し
さ
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
彼
が
す
っ
か
り
消
え
去
る
の
が
見
一
 

え
ま
し
た
。
あ
ま
り
急
に
遠
ざ
か
っ
て
消
え
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
、
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彼
は
私
の
外
側
に
は
見
え
も
感
じ
も
し
な
く
な
り
、
も
う
自
分
の
中
 

に
い
る
の
が
自
分
な
の
か
彼
な
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
で
 

し
た
。
そ
れ
か
ら
ま
る
で
一
一
人
が
ぴ
っ
た
り
と
一
体
に
な
っ
た

よ

う
 

に

感

じ

ま

し

た

。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ

う

い

う
こ
と
で
す
。
外
的
な
 

秘
蹟
を
授
か
る
時
に
見
た
り
味
わ
っ
た
り
感
じ
た
り
す
る
よ
う
に
、
 

外
的
に
見
、
味
わ
い
、
感
じ
る
の
で
す
。
最
愛
の
人
が
愛
す
る
人
と
 

一
緒
に
な
っ
て
、
各
々
が
完
全
に
相
手
を
受
け
入
れ
て
見
た
り
聞
い
 

た
り
す
る
こ
と
に
す
っ
か
り
満
足
で
き
る
よ
う
に
、
完
全
に
相
手
を
 

受
け
入
れ
、

1

方
が
他
方
の
中
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
な
の
で
 

す
8
。



聖
体
拝
領
の
際
の
ハ
！
ド
ゥ
ィ
ッ
ク
の
感
覚
の
恢
復
は
、
宗
教
体
験
 

が
通
常
の
感
覚
の
体
験
を
い
か
に
変
形
さ
せ
う
る
か
を
示
す
、
驚
く
ベ
 

き

事
例
で
あ

る
"
意
識
を
も
っ
た

自
己
を
越
え
て
忘
我
の
境
地
に
至
っ
 

た

結
果
と
し
て
の
状
態
、I,

自
分
自
身
の
中
に
、
も
は
や
自
分
と
い
う
 

も
の
は
何
も
残
っ
て
い
な
い
一
と
い
っ
た
状
態
は
、
そ
れ
が
道
徳
意
識
 

か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
快
楽
主
義
か
ら
も
程
遠
い
。
 

悟
り
切
っ
た
心
の
美
し
さ
が
自
然
に
あ
ふ
れ
出
て
、
人
間
社
会
に
お
け
 

る
慈
し
み
や
愛
の
実
践
に
な
る
よ
う
に
、
日
常
の
決
ま
り
切
っ
た
仕
事
 

や

月
並
み
な
通
念
に
よ
っ
て
力
を
削
が
れ
た
五
感
も
同
様
に
、
再
覚
醒
 

へ
と
も

た

ら

さ

れ
る
の
で
あ
る
。
恢
復
と
い
う
言
葉
に
は
、
本
来
も
っ
 

て

い

た
も
の
が
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て

い

る
と

い

う

言
外
の
意
味
 

が
あ

る

。
そ
し
て
宗
教
体
験
に
お
け
る
恢
復
の
場
合
、
こ
の
喪
失
が
、 

単
に
無
知
や
罪
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
身
体
と
の
接
触
の
欠
如
に
 

対
し
て
、
洞
察
が
欠
け
て
い
た
り
、
霊
的
な
愛
が
盲
目
で
あ
っ
た
り
す
 

る
た
め
で
も
あ
る
こ

と

が

、

さ

ら

に示
唆
さ
れ
て
い
る
。

現
代
の
消
費
社
会
と
は
、

一
方
で
は
商
品
や
サー

ビ
ス
を
が
つ
が
つ
 

と
食
い
漁
り
、
他
方
で
自
分
が
廃
棄
し
た
物
を
恥
か
し
げ
も
な
く
放
り
 

出
す
巨
大
な
獣
の
よ
ぅ
な
も
の
で
あ
る
と
は
、
人
間
生
活
の
質
を
懸
念
 

す
る
倫
理
.
宗
教
界
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
今
日
専
ら
語
っ
て
い
る
と
こ
 

ろ
で
あ

る

。
人
間
社
会
を
、
地
球
か
ら
食
物
を
摂
り
、
利
用
可
能
な
資
 

源
を
求
め
て
別
の
人
間
社
会
と
競
争
な
い
し
は
協
力
す
る
よ
う
な
一
つ

の
体.

す
な
わ
ち
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
対
し
て
、
ま
た
現
 

代
の
自
然
観
に
対
し
て
責
任
を
も
っ
て
い
る
倫
理
的
団
体
-:--.,で
あ
る
 

と
み
な
す
考
え
方
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
ま
だ
百
年
に
も
 

な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
今
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
に
は
、
こ
の
考
え
 

方
は
お
そ
ら
く
常
識
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

消
費
社
会
に
向
け
ら
れ
た
道
徳
的
な
憤
怒
の
声
は
、
当
然
、
も
っ
と
 

も
高
度
な
消
費
社
会
に
属
す
る
人
々
の
中
か
ら
一
番
強
く
あ
が

っ
て
い 

る
。
科
学
技
術
が
簡
素
で
、
消
費
の
度
合
い
も
低
い
社
会
の
こ
と
を
何
 

の
躊
躇
も
な
く
賞
賛
す
る
の
は
、
必
要
物
資
を
欠
く
人
々
よ
り
も
、
物
 

資
の
豊
富
な
人
々
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
豊
か
な
者
の
良
心
の
痛
み
 

の
小
さ
さ
に
比
べ
る
と
、
自
ら
を「

低
開
発」

で

あ

る

と
考
え
る
よ
う

 

に
な
っ
て
き
た
人
々
に
対
し
て
、
豊
か
な
人
の
消
費
パ
夕—

ン
が
も
っ
 

て
い
る
魅
力
は
遥
か
に
大
き
い
"

E 
.
 

F 
•
シ
ュ
ー
マ

ッ

ハ
ー
の

「

適
 

正
技
術.I

あ
る
い
は
イ
ヴ
ァ
ン
•
イ
リ
イ
チ
の「

生
活
経
済
！I

へ
と
回
 

帰
し
よ
う
と
い
う
思
想
は
、【

開
発」

の
犠
牲
者
よ
り
も
受
益
者
か
ら
 

強
く
支
持
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
自
分
た
ち
が
過
剰
消
 

費
を
し
て
い
る
と
考
え
る
人
々
と
、
過
小
に
し
か
消
費
し
て
い
な
い
と
 

考
え
る
人
々
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
そ
の
溝
を
埋
め
よ
う
と
意
図
し
 

た
ま
さ
に
そ
の
思
想
の
ゆ
え
に
、
さ

ら

に
拡
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
ま
め
な
事
態
が
起
き
る
こ
と
は
、
思
想
史
上
さ
ほ
ど
珍
 

し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
皮
肉
な
事
態
の
背
後
に
あ
る
考
え
方
、
つ
 

ま
り
実
際
に
は
文
明
を
形
成
し
た
時
代
と
場
所
と
に
ま
っ
た
く
#
胄
な
 

思
想
を
一
般
化
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
む
し
ろ
文
明
が
始
ま
っ
て
以
来
、

- 1 0



繰

り

返

し

起

っ
て
い
る
現
象
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
のI 

一+
世
紀
の
 

文
明
の
場
合
に
は
、
科
学
的
デー

夕
の
客
観
性
や
デ
ー
夕
を
収
集
し
た
 

専
門
家
の
意
見
の
正
し
さ
が
暗
黙
の
う
ち
に
信
じ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
 

う
傾
向
の
た
め
に
、
現
代
の
諸
々
の
洞
察
を
普
遍
的
な
元
型
に
す
り
替
 

え
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
が
、
常
識
と
な
っ
て
お
り
、
現
に
実
に
容
易
 

に
行
な
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
惑
星
と
し
て
の
地
球
の
 

生
態
圏
と
大
気
圏
と
の
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
破
壊
に
関
す
る「

デ
！
 

夕 
一
?
-
所
与)

を
利
用
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
特
定
の
国
々
 

は
、
自
国
の
大
義
名
分
を
果
た
す
た
め
に「

把
握
し
た
も
の」

で

あ

る
 

こ
の「

客
観
的
デ
ー
夕」

が
実
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
 

と
い
う
こ
と
を
よ
く
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
 

に
蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
無
視
す
る
必
要
は
な
い
が
、
こ
の
デ
！
夕
を
 

使
用
す
る
仕
方
が
そ
の
文
明
の
特
殊
性
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
 

れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
現
代
文
明
を【

消
費
社
会」

と
し
て
批
判
す
る
洞
 

察
は
、
た
と
え
旧
来
の
殻
を
破
っ
て
他
者
か
ら
信
じ
さ
せ
ら
れ
て
き
た
 

こ
と
以
外
の
こ
と
を
信
じ
た
が
っ
て
い
る
個
々
の
消
費
者
に
と
っ
て
否
 

定
で
き
な
い
明
瞭
な
洞
察
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
や
は
り
影
の
側
面
 

を
も
も
っ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
影
の
側
面
に
立
ち
入
っ
て
、
上
の
洞
 

察
を
開
い
た
人
々
の
頑
固
な
お
説
教
か
ら
出
口
を
見
出
し
て
み
た
い
と
 

思
う
。
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、
現
代
の
消
費
習
慣
は
、
実
質
上
 

東
西
の
禁
欲
の
伝
統
の
中
で
も
最
も
き
び
し
い
荒
行
の
部
類
に
属
す
る
 

と
い
う
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
集
団
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
苦
行
に
他

な
ら
な
い
と

い

う

よ
う
に
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
企
業
と
い
う
怪
 

獣
の
大
食
の
話
か
ら
、
個
々
の
市
民
が
被
っ
て
い
る
収
奪
と
い
う
問
題
 

へ
と
焦
点
を
移
す
と
、
こ
こ
に
は
、
科
学
技
術
の
支
配
の
も
と
に
生
み
 

出
さ
れ
た
普
遍
的
原
理
の
名
の
も
と
に
世
界
の
良
心
を
監
督
す
る
と
い
 

う
こ
と
を
せ
ず
と
も
、
満
足
の
た
め
の
よ
り
高
度
な
手
段
を
取
り
戻
す
 

希
望
が
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

現
代
の
生
活
の
禁
欲
主
義
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
古
典
的
宗
教
の
禁
欲
 

主
義
の
戯
画
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
理
由
は
簡
単
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
禁
 

欲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ら
気
が
つ
か
れ
ぬ
ま

ま

に

行
な
わ
れ
て
い
 

る
か
ら
で
あ
る
。
文
明
員
の
真
只
中
に
住
む
こ
と
を
選
ひ
取
っ
た
人
々
 

は
、
強
烈
な
孤
独
や
諸
欲
の
減
退
、
不
感
症
に
悩
ま
さ
れ
る
が
、
そ
の
 

度
合
い
の
強
さ
は
、
目
覚
め
て
い
て
感
じ
る
苦
俗
に
よ
る
よ
り
も
、
か
 

え
っ
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
人
々
を
ど
れ
だ
け
無
感
覚
に
さ
せ
る
か
と
 

い
う
そ
の
程
度
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
く
測
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
々
の
 

禁
欲
主
義
は
、
神
聖
な
行
事
と
い
う
理
想
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
決
ま
り
 

切
っ
た
仕
事
へ
の
服
従
、
す
な
わ
ち
内
的
な
不
毛
さ
の
外
的
な
兆
候
で
 

し
か
な
い
の
で
あ
る
。

収
奪
の
兆
候
は
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
一
 

$

に
流
さ
れ
る
情
報
量
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
人
間
同
士
の
温
か
 

い
触
れ
合
い
が
失
わ
れ
て
い
く
。
受
験
戦
争
の
お
か
げ
で
勉
強
を
愛
す
 

る
心
は
萎
え
、
学
歴
の
役
に
立
た
な
い
情
操
•
感
性
教
育
は
眨
め
ら
れ
 

る
。
新
鮮
で
加
工
さ
れ
て
い
な
い
食
物
は
安
価
な
加
工
食
品
よ
り
遥
か
 

に
高
く
て
手
が
出
な
い
。
人
工
の
光
線
や
エ
ア
コ
ン
の
お
か
げ
で
季
節
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感
は
失
わ
れ
る
。
人
工
の
番
料
の
登
場
に
よ
っ
て
、
本
物
の
香
り
の
多
 

く
が
不
潔
な
る
も
の
、
あ
る
い
は
嫌
な
臭
い
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
 

れ
て
く
る
。
人
間
の
手
足
の
代
用
と
な
る
i

は
時
間
を
稼
ぎ
出
し
て
 

く
れ
る
か
わ
り
に
、
i

の
優
雅
さ
を
職
場
か
ら
し
だ
い
に
§

し
、 

そ
れ
を
ス
ポー
ツ
ジ
ム
や
運
動
場
の
も
の
と
し
て
規
定
し
直
す
。
仕
事
 

が
赁
金
を
稼
ぐ
こ
と
の
代
名
詞
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
や
家
族
 

の
生
活
の
糧
の
た
め
に
額
に
汗
す
る
生
産
の
喜
び
や
満
足
が
奪
わ
れ
る
 

の
も
必
囊
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
豸
を
物
象
化
す
る
！®E

 

が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
条
件
で「

フ
ル
タ
イ
ム」

 

の
雇
用
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
々
の
労
働
者
を「

フ
ル」

に
雇
用
 

す
る
こ
と
を
強
制
的
に
放
棄
す
る
こ
と
に_

上
等
し
い
。
そ
れ
に
ま
 

た
、
音
楽
や
歌
が
、
そ
れ
を
再
生
す
る
i

装
置
、
あ
る
い
は
、
カ
ラ
 

才
ケ
の
場
ム
ロ
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
よ
り
満
足
で
き
る
も
の
に
す
る
た
め
 

の
機
械
装
置
と
同一

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
生
演
奏
を
す
 

る
楽
し
み
、
そ
し
て
そ
れ
を
聞
く
楽
し
み
も
玄
人
向
け
に
限
ら
れ
た
も
 

の
と
な
り
、
出
費
を
賄
い
う
る
人
に
し
か
楽
し
め
な
い
贅
沢
に
な
る
の
 

で
あ
る
。

物
や
人
に
対
す
る
批
判
能
力
の
面
で
も
、
同
様
の
剥
奪
が
横
行
し
て
 

い
る
。
物
を
買
う
と

き

に

は

ラ

べ
ル
の
ロ
賢
保
証
表
不
に
頼
る
。
何
度
 

欺
か
れ
よ
う
と
、
別
の
ラ
ベ
ル
を
信
用
し
て
は
結
局
ま
た
期
待
を
裏
切
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
高
学
歴
の
レ
ッ
テ
ル
も
、
当
人
の
知
性
の
能
力
を
 

欺
く
仕
掛
け
で
し
か
な
い
。
あ
や
ふ
や
な
価
値
判
断
の
基
準
に
賴
る
こ
 

と
な
ど
、
終
わ
る
こ
と
の
な
い
悪
萝
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
コ
ン

サ
ル
タ
ン
卜
に
ば
か
り
頼
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
は
、{PEli

や
経
験
の
出
 

る
幕
は
な
い
の
で
あ
る
。

自
ら
の
欲
に
媚
び
諂
い
、
あ
る
い
は
他
者
の
欲
の
餌
食
に
な

る

こ

と

 

を
避
け
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
単
に
欲
を
麻
痺
さ
せ
て
い
る
 

に
す
ぎ
な
い
。
乗
り
物
で
の
移
動
速
度
が
超
人
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
 

物
資
や
サ
ー
ビ
ス
が
增
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
霊
魂
は
ま
す
ま
す一

種
 

の
寝
呆
け
歩
き
で
重
い
体
を
引
き
ず
っ
て
行
く
か
の
よ
う
に
な
る
。
こ
 

れ
が
筆
者
の
言
う
、_

の
禁
欲
主
義
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
狂
言
を
支
え
て
い
る
i

は
、
そ
こ
か
ら
餌
を
得
て
い
る
企
業
 

に
限
ら
れ
な
い
。
人
々
が
次
第
に
目
覚
め
つ
つ
あ

る

よ

う
に
、
個
々
の
 

心
の
態
度
の
^R

も
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
一
 

な
協
力
を
拒
否
す
る
可
能
性
は
個
人
の
選
択
の
範
囲
内
に
あ
る
。
感

覚

 ̂

の
収
奪
に
抗
す
る
選
択
を
行
な
う
に
は
、
社
会
構
造
の
抜
本
的
^

^

一
 

待
つ
必
要
は
な
い
。
個
々
の
決
意
に
よ
っ
て
、
よ
り
簡
素
で
し
か
も
十
 

分
に
満
ち
足
り
た
生
活
の
仕
方
を
目
指
す
、
さ
さ
や
か
な
1

を
始
め
 

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
,

を
具
体
的
な
行
動
に
 

移
せ
ば
、
現
在
の
痛
み
の
少
な
い
無
意
識
の
禁
欲
に
代
わ
っ
て
、
痛
み
 

の
よ
り
大
き
い
意
識
的
な
禁
欲
を
生
み
出
す
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
の 

で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
危
険
 

か
ら
逃
れ
る
手
立
て
と
し
て
、
感
覚
な
い
し
五
感
を
積
極
的
に
恢
復
し
 

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ

る

と
筆
者
は
主
張
し
た
い
。

現
代
の
五
感
の
働
き
方
に
代
わ
る
ベ
き
も
の
を
で
き
る
だ
け
は
っ
き
 

り
と
思
い
描
く
た
め
に
、
先
ず
第
一
に
収
奪
の
呪
縛
か
ら
目
覚
め
な
く



て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
眼
を
閉
じ
て
、
よ
く
擦
つ
て
か
ら
ま
た
開
 

き
、
こ
れ
ま
で
味
わ
い
慣
れ
て
き
た
喜
び
が
、
幸
福
を
求
め
る
本
来
的
 

で
素
朴
な
欲
に
対
す
る
強
烈
な
禁
欲
主
義
を
ど
の
よ
う
に
養
っ
て
い
る
 

か
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
日
常
の
世
界
の
見
直
し
が
、
高
次
 

の
意
識
と
い
う
高
嶺
に
至
る
た
め
の
一
種
の
準
備
段
階
に
す
ぎ
な
い
と
 

考

え

る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
間
違
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
常
に
繰
り
返
し
 

取
り
組
ま
れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
た

と

え

日

活

 

の
中
に
お
け
る
経
験
の
直
接
性
の
味
わ
い
が
洞
察
の
深
さ
を
測
る
尺
度
 

で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
も
、
習
慣
へ
の
服
従
が
安
楽
で
放
逸
的
で
あ
る
 

の
と
同
じ
だ
け
、
習
慣
か
ら
の
解
脱
も
困
難
で
過
酷
な
営
み
な
の
で
あ
 

る
。
こ
の
意
味
で
禁
欲
主
義
的
な
大
食
の
習
慣
や
そ
の
背
後
に
あ
る
通
 

念
を
放
棄
す
る
道
を
歩
み
始
め
る
に
当
た
っ
て
、
感
覚
の
恢
復
を
象
徴
 

す
る
模
範
の
導
き
が
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
た
模
範
の
探
究
は
、
キ
リ
 

ス
ト
教
と
仏
教
と
が
こ
の
時
代
に
共
に
直
面
し
て
い
な
が
ら
も
、
こ
れ
 

ま
で
真
剣
に
応
じ
る
こ

と

の

な
か
つ
た
道
徳
的
な
挑
発
で
あ
る
と
、
筆
 

者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

感
覚
の
恢
復
と
い
っ
た
幅
広
い
主
題
を
再
び
取
り
上
げ
る
に
あ
た
つ
 

て
、
実
現
可
能
な
代
替
的
社
会
構
造
を
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
問
題—

 

—

結
局
生
ぬ
る
い
も
の
で
は
だ
め
で
、
徹
底
的
な
社
会
構
造
の
変
革
が
 

必
要
で
あ
ろ
う
が——

に
ま
で
触
れ
る
と
な
る
と
、
本
論
が1

歩
も
先
 

へ
進
め
な
く
な
つ
て
し
ま

う

こ

と

は
確
実
で
あ
る
。
筆
者
に
は
手
近
に

そ
の
よ
う
な
方
策
は
な
く
、
実
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
状
況
 

に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
方
策
を
産
み
出
せ
る
か
ど
う
か
に
は
、
疑
い
を
 

抱
い
て
い
る
。
.わ
れ
わ
れ
の
置
か
れ
た
立
場
を
で
き
る
限
り
は
っ
き
り
 

と
見
極
め
、
ま
た
生
き
る
す
べ
を
提
供
し
て
く
れ
る
過
去
の
最
良
の
理
 

想
と
い
う
光
の
も
と
に
、
わ
れ
わ
れ
の
1

を
照
ら
し
だ
し
て
見
る
こ
 

と
が
^

®
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
宗
 

教
的
伝
統
の
あ
る
教
典
を「

聖
典」

と
見
な
す
の
は
ま
さ
に
こ
う
い
っ
 

た
こ
と
で
あ
っ
て
、
時
代
を
超
越
し
た
、
縫
い
目
の
な
い
織
物
の
よ
う
 

な
完
全
な
真
理
を
尊
重
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
暗
闇
を
あ
か
あ
か
と
照
 

ら
す
た
い
ま
つ
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
わ
り
を
囲
ん
で
集
ま
り
、
時
な
 

ら
ぬ
考
え
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
囲
炉
裏
の
、
仄
か
な
が
ら
も
心
を
誘I 

う
明
か
り
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
に
頼
る
の
で
13 

ぁ
る
。 

- 

一
九
四
五
年
に
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
グ
.
ハ
マ
デ
ィ
の
古
代
図
書
館
で
発
 

見
さ
れ
た
一
一
世
紀
の
コ
プ
ト
語
の
写
本
で
あ
る
ト
マ
ス
の
逼
曰
を
丹
念
 

に
読
み
、
筆
者
は
、
悟
り
と
感
覚
と
の
関
係
を
表
わ
す
難
解
な
イ
メ
ー
 

ジ
や
見
慣
れ
な
い
一
一
目葉
と
い
う
牢
獄
の
格
子
の
間
か
ら
、
き
わ
め
て
神
 

聖
な
本
質
が
垣
間
見
え
る

こ

と

を
確
信
す
る
に
至
っ
た
。
テ
キ
ス
ト
に
 

は
そ
の
起
源
や
構
成
、
翻
訳
に
つ
い
て
十
分
な
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
 

私
自
身
が
細
部
に
ま
で
分
け
入
っ
て
調
べ
る
労
を
省
い
て
く
れ
た
"
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
福
音
に
あ
る
、
感
覚
に
つ
い
て
の
教
義
は
ま
た
 

違
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
再
発
見
す
る
た
め
に
は
か
な
り
徹
底
的
 

な
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。



先
ず
、
現
代
の
解
説
者
は
再
帰
人
称
代
名
詞(-self)

を

名
詞(se 

I
f
)

に
転
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
中
に「

自
己」

と
い
 

う
慣
れ
親
し
ん
だ
概
念
を
見
い
だ
し
て
、
安
ん
じ
て
き
た
.。「

自
己
知
 

識」
「

自
己
実
現」

「

自
己
発
見」

が

「

自
己
の」

知
識
、
実
現
、
発
見
 

に
転
ず
る
過
程
は
ま

こ

と

に
自
然
で
あ
っ
てー

西
洋
で
は
フ

ィ
ヒ
テ
が
 

近
代
哲
学
に「

自
我」
の
概
念
を
も
た
ら
し
て
以
来
ず
っ
と
そ
う
だ
っ
 

た
わ
け
で
あ
る
がー

今
日
の
読
者
に
と
っ
て
は
空
気
の
よ
う
に
ほ
と
ん
 

ど
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
グ
ノ
ー
シ
ス
が
原
 

始
的
な
深
層
心
理
学
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
ま
で
は
、
あ
と1

息
 

で
あ
るs

。
ト
マ
ス
の
福
音
と
東
洋
哲
学
が
実
際
歴
史
的
に
結
び
つ
い
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
容
易
で
な
い
が
、
こ
の
両
者
の
 

間
に
見
ら
れ
る
内
的
な
深
い
つ
な
が
り
が
、
上
の
よ
う
な
読
み
込
み
を
 

支
持
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ト
マ
ス
の
福
音
に
含
ま
れ
て
 

い
る
、
こ

れ

ま

で
解
釈
さ
れ
て
き
た
も
の
と
は
ま
っ
た
く

異
な
っ
たー

 

丨

そ
し
て
筆
者
の
信
じ
る
と
こ
ろ
で
は
現
代
に
と
っ
て
是
非
と
も
必
要
 

な——
n
n

己
の
概

念

が

最

終

的

に

翳

っ

て

しま
う
こ

と

に

な

ら
な
か
っ
 

た
と
し
た
ら
、
こ

の

よ

う

な
読
み
込
み
も
、
大
し
た
問
題
と
は
な
ら
な
 

か
っ

た

こ

と
で
あ
ろ
う
。

十
分
考
え
も
せ
ず
に
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
現
代
心
理
学
の
範
囲
に
引
き
 

入
れ
て
解
釈
す
る
と
い
う
叢
的
襲
の
慕
に
は
、
も
ち
ろ
ん
グ
ノ
！
 

シ
ス
主
義
の
明
ら
か
な
影
響
が
あ
る
。
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
と
っ
て
は
、 

肉
体
も
霊
も
と
も
に
デ
ミ
ゥ
ル
ゴ
ス
の
創
造
し
た
も
の
で
あ
り
、
高
次
 

の

「

内
な
る
生
命」

の
名
の
も
と
に
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
。
そ
の
禁
欲
主
義
の
焦
点
は
単
に
肉
体
に
向
け
ら
れ
る
の
で
 

は
な
い
。
隠
れ
た
本
来
の
内
な
る
本
質
を
蘇
生
さ
せ
る
た
め
に
、
古
い
 

衣
の
よ
う
に
投
げ
捨
て
る
べ
き
心
身
の
あ
り
方
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
著
述
家
や
翻
訳
者
に
は
、
ア
ジ
ア
の
言
語
 

に
あ
る
よ
う
な
豊
富
な
術
語
が
欠
け
て
い
た
た
め

、
人
間
存
在
の
根
源
 

で
あ
る
非
世
界
的
な
も
の
の
こ
と
を
語
る
の
に
、
耳
慣
れ
な
い
言
葉
に
 

置
き
換
え
る
こ
と
で
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た

。

人
間
の
自
然
 

的
な
生
命
は
プ
シ
ユ

ー

ケ

ー

と

呼

ば

れ

、
超
自
然
的
生
命
は
プ
ネ
ゥ
マ
 

(

聖
パ
ゥ
ロ
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
語
法)

と
呼

ば

れ

た

。
し
か
も
、
た
と
 

え
ハ
ン
ス.

ヨ

ナ

ス

の
言
う
よ
う
に

「

グ

ノ

ー

シ

ス

主
義
の
核
心
は
、 

人
間
の
内
な
る
こ
の
超
越
的
な
原
理
を
発
見
し
、
な
に
よ
り
も
そ
の
運
一
 

命
に
関
心
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い」

と
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認
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
こ
の
原
理
が
個
人
の
所
有
物
で
あ
る
と
一
 

考
え
る
こ

と

を
正
当
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
ウ
グ
ス
 

テ
ィ
ヌ
ス
の
言
う
内
な
る
霊
が
、
個
人
の
人
格
よ
り
一
段
高
い「

内
な
 

る
神」

を
表
現
し
た
の
と
同
様
、
マ
ン
ダ
教
のr

マ
ナ」

の
概
念
も
、

こ
の
内
な
る
原
理
と
至
高
な
る
存
在
と
の
同
一
性
を
1

し
た
の
で
あ
っ
 

た=

。
種
子
の
よ

う

に
無
意
識
の
状
態
で
、
意
識
と
い
う
輝
か
し
い
太
 

陽
を
待
ち
、
や
が
て
は
そ
の
光
を
浴
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
に
 

潜
ん
で
い
た
力
が
解
き
放
た
れ
、
調
和
の
あ
る
統
合
さ
れ
た
自
己
へ
と
 

変
容
す
る
元
型
的
な
個
と
い
う
概
念
は
、
む
し
ろ
も
っ
と
現
代
的
な
個
 

の
理
解
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ト
マ
ス
の
望
曰
お
よ
び
同
書
が
感
覚
に
つ
い
て
語
っ



て
い
る
と
こ
ろ
に
と
っ
て
よ
り
い
っ
そ
う
重
要
な
こ
と
は
、
肉
体
と
霊
 

と
に
関
す
る
グ

ノ

ー
シ
ス
の
考
え
方
のr

影
響」

が
、
g

兀 
一
、
一

S
 

紀
の
キ

リ

ス
卜
教
徒
の
著
者
に
よ
っ
て
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
 

け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
も
し
ィ
レ
ナ
 

エ
ウ

ス
や
ヒ

ッ

ポ

リ
ト
ス
、
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ウ

ス

ら
に
よ
る
グ

ノ
I
シ
ス

に
対
す
る
批
判
的
抵
抗
が
な
け
れ
ば
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の
明
確
な
像
を
組
 

み
立
て
ら
れ
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
入
手
で
き
る
情
報
は
、
き
わ
め
て
 

少
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
グ

ノ

ー
シ
ス
 

の
文
献
か
ら
も
っ
と
も
強
く
影
響
を
受
け
た
人
々
が
、
自
分
た
ち
が
取
 

り

入
れ
る
も
の
に
対
し
て
同
じ
程
度
に
批
判
力
が
な
か
っ
た

と

い

う
仮
 

定
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
雲
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
 

な
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
原
則
的
に
同
意
し
て
い
る
が
、
実
 

際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
場
所
や
^
双
を
正
確
に
示
す
 

証
拠
は
ほ
と
ん
ど
提
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
n 

o 

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
穣
極
的
に
接
触
し
よ

う

と

し

た
キ
リ
ス
ト
者
た
 

ち
に
と
っ
て
、
こ
の
接
触
の
過
程
に
お
け
る
主
た
る
関
心
事
は
、
正
典
 

の
福
音
書
へ
の
忠
誠
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
 

何
か
あ
る
特
定
の
グ
ノ

ー
シ
ス
の
宗
派
に
対
す
る
忠
誠
に
あ
っ
た
わ
け
 

で
も
な
い
。
卜
マ
ス
の
福
音
が
、
今
日
知
ら
れ
て
い
る
福
音
書
よ
り
も
 

古
い
資
料
を
入
手
し
て
い
た
と
い
う
可
i

に
つ
い
て
、
1

た
ち
は
 

さ
ま
ざ
ま
に
禅
測
を
め
ぐ
ら
せ
続
け
て
い
る
が
、
グ
ノ
！
シ
ス
や
マ
ニ
 

教
の
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
に
お
い
て
同
書
が
読
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

 

に
関
し
て
は
、
意
見
の
一
致
を
見
て
い
る
。
U
ト
マ
ス
の
福
音
の
f

(

あ
る
い
は
著
者
団)

は
キ
リ
ス
ト
教
と
グ
ノ 
I
シ
ス
の
両
方
の
資
料
を
 

選
択
し
つ
つ
利
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
ニ
世
紀
後
 

半
頃
と
い
う
こ
の
畜
の
成
立
時
期
ば
か
り
で
な
く
、
シ
リ
ア
東
部
の
キ
 

リ
ス
卜
教
社
会
で
同
書
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
i

に
よ
っ

て

も
 

支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
は
一
般
に
感
覚
の
世
界
を
毛
嫌
い
す
る
！

a
e

が
 

あ
る
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
軽
減
さ
れ
た
 

か
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
卜
マ
ス
の
福
音
に
は
こ
の
点
で
 

グ
ノ
I
シ
ス
主
義
か
ら
の
影
響
が
*
*
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ

る
点
 

が
注
目
さ
れ
る
。
グ
ノ
ー
シ
ス
の
こ
れ
ほ
ど
中
心
的
な
要
素
が
卜
マ
ス
 

の
福
音
に
欠
落
し
て
い
る
理
由
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の
見
解
を
計
画
的
に
一
 

注
意
深
く
見
直
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
説
明
可
能
に
な
る
で
15 

あ
ろ
う
。
グ
ノ
ー
シ
ス
は
復
活
を
説
い
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
に
反
対
一
 

す
る
と
い
う
目
的
を
有
し
て
い
た
が
、
卜
マ
ス
の
望
曰
は
、
そ
の
同
じ
 

グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
が
使
用
し
て
い
る
比
喩
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
も
、

グ
ノ
ー
シ
ス
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
目
的
を
果
た
し
た
。
換
言
す
れ
 

ば
、
ち
ょ
う
ど
グ
ノ
ー
シ
ス
の
教
え
が
キ
リ
ス
ト
教
に「

飽
食
し
て
う 

ん
ざ
り
し
た
者
の
た
め
の
食
物」

を
与
え
る
べ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
 

の
意
味
を
逆
転
し
た
よ

う

に=

、
卜

マ
ス
の
望
曰
も
ま
た
感
覚
に
対
す
 

る
抑
圧
か
ら
の
解
脱
を
説
く
た
め
に
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の
ィ
メ
ー
ジ
を
使
 

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
ノー

シ
ス
主
義
に1

矢
を
報
い
た
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
対
す
る
グ
ノ
ー
シ
ス
の「

禁
f

義」

の
影
響
 

が
、
五
感
の
抑
圧
と
い
う
形
を
常
に
取
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
ま
っ



た
く
明
ら
か
で
は
な
い
。(

ト
マ
ス
の
福
音
の
一
世
紀
後
に
咨
か
れ
た
グ
ノ
ー
 

シ
ス
主
義
の
色
彩
の
禳
いr

ピ
リ
ボ
の
福
音
軎j

は
、
ィh

ス
が
マ
グ
ダ
ラ
の
 

マ
リ
ア
の
ロ
に
接
吻
し
て
弟
子
た
ち
の
気
分
を
害
す
る
と
い
う
強
烈
な
場
面
を
 

含
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
？

)

感
覚
の
^
®
と
い
う
こ
と
 

に
関
し
て
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も|

枚
岩
で
は
 

な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
関
心
を
も
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
著
作
家
た
ち
が
、
 

キ
リ
ス
ト
教
と
比
べ
て
肉
：

を
よ
り
脱
し
て
お
り
、
精
神
性
を
よ
り
 

重
ん
じ
て
い
た
グ
ノ 
I
シ
ス
の
！

の
方
に
い
っ
そ
う
好
意
的
で
あ
っ
 

た
と
い
う
証
拠
も
な
い
。

わ
れ
わ
れ
現
代
の
§

 

•技
術
の
神
話
も
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
神
秘
 

性
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
紛
れ
も
な
い
：̂R
と
効
果
に
も
か
か
わ
ら
 

ず
、
わ
れ
わ
れ
の
神
話
は
野
蛮
で
、
横
暴
な
®

も
有
し
て
い
る
。
こ
 

の
こ
と
は
、
宗
教
が
現
代
の
神
話
か
ら
批
判
的
な
距
離
を
と
る
と
同
時
 

に
、
そ
れ
に
対
し
て
批
判
的
に
反
応
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
私
の
目
 

的
は
、

一

種
の
禁
欲
主
義
が
引
き
起
こ
す
五
感
の
乏
し
さ
や
感
覚
の
贫
 

弱
さ
が
、
現
代
の
神
話
の
も
つ
暗
い
面
の
一
部
に
他
な
ら
ず
、
ま
さ
に
 

そ
れ
故
に
こ
そ
、
グ
ノ一

シ
ス
主
義
の
文
献
の1

部
が
わ
れ
わ
れ
の
福
 

音

で

あ

る

と
い
う
こ

と

を
示
唆
す
る
こ

と

で

あ

つ

た

。
ョ
ー
口
ツ
バ
お
 

よ
び
北
米
南
米
に
お
け
る
農
村
信
仰
の「

異
端一

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
 

神
学
が
忘
れ
て
い
た
自
然
の
聖
性
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
生
か
し
統
け
 

て
き
た
。
こ
れ
と
i

、「

発
展
，

I

の
魅
力
に
誘
惑
さ
れ
、
そ
れ
に
吞
 

み
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
と
比
較
し
て
ま
だ
は
る
か
に
 

少
な
い
諸
民
族
の
文
明
の
中
に
は
、
い
か
に
し
て
現
代
の
禁
欲
主
義
か

ら
自
分
た
ち
を
引
き
離
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
い
か
に
し
て
仏
教
や
キ
 

リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
伝
統
に
五
感
に
対
す
る
関
心
を
恢
復
す
る
こ
と
が
 

で
き
る
か
な
ど
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
く
あ
る
 

に
違
い
な
い
。

註

1

九
世
紀
の『

翻

訳

囊

集J

よ
り(T.54.1140C )。

者

は

、
巨
 

大
なM

a
h
a
s
a
m
n
i
p
a
t
a
s
u
t
r
a

の
六
世
紀
の
後
半
に
編
集
さ
れ
た
漢
訳
 

で
あ
るr

大
g

大
集
經』

を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
漢
訳
は
徹
底
 

的
に
調
査
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
i

見
で
き
な
か
っ
た
。
註
釈
 

は
天
台
宗
的
で
あ
る
。
こ
の
話
の
異
形
の
一
つ
の
がr

资
頭
廉
突
羅
闍
一
 

爲
優
陀
延
王
説
法SBJ 

(
T
.
3
2
.
7
8
7
a
)

に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ

こ

で
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は
、
話
の
終
わ
り
の
部
分
で
、
避
難
者
が
楽
に
さ
れ
る
か
わ
り
に
、
蜂

| 

が
巣
か
ら
た
く
さ
ん
出
て
き
て
避
難
者
を
攻
擊
す
る
こ

と

に

な
っ
て
い
 

る
。
私
が
使
用
し
た
文
章
と
殆
ど
同
じ
話
が
、
同
じ
く
六
世
紀
に
吉
藏
 

が
三
塗
ホ
的
な
立
場
か
ら『

耀

經

』

の
解
釈
と
し
て
書
い
た『

i

 

經
義
疏J

の
中
に
も
現
れ
て
い
る(T.38.934C )。

特
に
注
目
を
呼
ぶ
 

の
は
、
維
摩
が
身
体
の
嫌
悪
を
説
い
て
i

を

「

古：

に譬るとい
 

う

と

こ
ろ
で
、
士
ロ
蔵
が
反
対
の
意
味
を
も
っ
た
話
を
連
想
し
て
い
る
と

 

い

う

こ

と

で

あ

る

。

E
.
L
a
m
o
t
t
e

 {
T
h
e

 T
e
a
c
h
i
n
g

 of Vimalakir- 

?*trans.by S
.
B
O
i
n
r
o
n
d
o
n
;
p
a
l
i

 T
e
x
t

 Socicty,1976,37,note d.)

は
、
鳩
摩
羅
什
の
弟
子
が
四
世
紀
に
引
用
し
た
同
形
の
f

指
摘
し
て
 

い
る(T.1775.342b

)。

こ

こ

で
も
吉
蔵
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
避



難
者
が
蜜
を
口
に
す
る
と
そ
の
恐
れ
が
全
て
解
消
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
 

終
わ
り
方
が
才
リ
ジ
ナ
ル
に
忠
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
話
の
一
番
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
英
訳
はP

a
u
l
W
C
P
P
S

のZ
m

 

Flesh,Zen 
5
0
s
s
(

 G
a
r
d
e
n

 

c
i
t
y
,
N
.
Y
.
:
D
o
u
b
l
e
d
a
y
D
.
d
:
1
2
2
)

 

に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
象
と
井
戸
と
蜜
に
代
わ
っ
て
虎
と
崖
と
每
が
使
 

わ
れ
て
い
る
し
、
著
者
が
そ
れ
を
誤
っ
て『

沙
石
集J

の
話
と
し
て
紹
 

介
し
て
い
る
。
と
に
か
く
、
話
そ
の
も
の
が
非
常
に
古
く
て
、
仏
教
以
 

前
か
ら
伝
わ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
異
形
が
存
在
す
る
 

こ

と
も
不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。

『

わ
が
傲
搜
の
中
で
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
東
西
の
智
®
を
も
っ
て
し
 

て
も
打
ち
勝
つ
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
自
分
の
と
の
戦
い
を
語
っ

 

て
い
る
箇
所
で
、
上
に
引
用
し
た『

翻
訳
名
義
集』

と
同
じ
話
を
引
用
 

す
る
。
W

•
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
絶
望
の
真
剣
さ
に
触
れ
る
 

際
、
こ
の
文
章
を
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
は
ト
ル
ス
ト
イ
が
結
局
の
と
こ
 

ろ
、
人
生
の
簡
素
な
楽
し
み
の
再
発
見
に
よ
っ
て
絶
望
か
ら
解
放
さ
れ
 

る
、
と
い
う
こ

と

を
論
ず
る
た
め
で
あ
っ
た
o

「

ト
ル
ス
ト
イ
は
、
現
 

代
の
洗
練
さ
れ
た
豸
の
空
し
さ
と
不
ま
じ
め
さ
、
貪
欲
さ
と
錯
雑
さ

と
自
然
で
も
っ
と
動
物
的
な
も
の
の
う
ち
に
あ
る
と
信
じ
た
原
始
的
な
 

g
a

な
人
々
の一

人
で
あ
っ
た
。…

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
私
た
ち
が
骨
 

の
な
か
に_

の-<5
?

的
な
髄
を
十
分
に
も
っ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
 

ろ
う
、
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
の
者
が
、
少
な
く
と
も
、
も
 

し
そ
う
で
き
た
ら
ど
ん
な
に
善
い
こ
と
だ
ろ
う
、
と
、
感
じ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。」

r

宗
教
的
経
験
の
諸
相J

、

桝
田
啓
三
訳(

$
M
、
日
本
教
文
 

社
、一

九
六
ニ)

、
ニ
ニ
九
、
ニ
七
七
丨
七
八
べ
ー
ジ
。
た
だ
し
、
強
調
 

は
筆
者
に
上
る
。

2

こ
の
話
に
登
場
す
る
諸
I

は
極
め
て
古
い
の
で
、
i

及
び
仏
 

教
以
前
の
伝
統
の
う
ち
で
意
味
の一

貫
性
を
求
め
る
の
は
無
理
か
と
思
 

う
が
、
し
か
し
五
感
の
虜
で
あ
る
人
間
を
古
井
戸
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
 

人
の
如
き
も
の
と
す
る
と
い
う
寓
話
は
所
々
に
現
れ
て
く
る
。
例
え
ば
、
 

『

大
乗
菩
薩
蔵
正
法
經』

に

も

同

じ
イ

メ

f

ジ
が
見

ら

れ

る

し

、
そ

こ
 

で
は
鼠
と
蛇
が「

老
病
死
苦」

を
i

し
て
い
る(

T
.
U
.
I
)。

3

爲

恒

•
松
田
慎
也
訳
、r

ジ
ャ
ー
タ
カ
全
集j

四
巻
、
三
三
四
、

1
1

三
丨
五
べ
I
ジ
。
釈
尊
は
、
菩
薩
が
自
分
で
、
王
が
ア
I
ナ
ン
ダ
 

だ
っ
た
と
、
最
後
に
つ
け
加
え
て
い
る
。

4 

B
u

d
d

f

 413-8
。

漢
訳
の『

佛
所
行
讚』

は
梵
語
の
象
徴
 

を
単
純
化
し
た
り
、
略
し
た
り
し
て
い
る
の
で
、
英
訳
か
ら
引
用
す
る
。
 

梵
語
か
ら
の
英
訳
は
、E.conz

p
B
u
d
d
h
i
s
t

 

s
c
r
i
p
t
u
r
e
s
s
a
r
d
m
o
-

 

ndsworth:penguin,1959) ，47-51.

5

仏
典
に
も
、
視
覚
に
感
覚
一
般
を
代
表
さ
せ
る
同
じ
！

g
g
：

が
よ
く
 

見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
註
2
に
引
用
し
た
経
で
は
、
五
感
が
い
つ
も
 

「
眼
等」

と
呼
ば
れ
、
た
だ
の「

夢」

か

「

電
光」

か

「

幻」

か
あ

る
 

い
は「

体h
f
l
u

のS3 *
」

等
に
な
ぞ
ら
え
る(

T
.
l
l
.
l
a
-
b
)。

こ
こ
 

で
は
、
比
喩
が
理
論
に
対
し
て
与
え
て
い
る
影
#
を
度
外
視
し
て
は
な
 

ら
な
い
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
五
感
の
働
き
の
乏
し
さ
の
原
因
を
無
明
 

に
帰
す
る
無
反
省
な
§

が
、
メ
デ
ィ
ア
や
交
通
制
度
が
引
き
起
こ
す
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討
議
者
八
木
誠

I

今
回
の
テ
ー
マ
は
唯
識
研
究
で
す
が
、「

通
念
の
克
服
と
感
覚
の
恹
 

復」

と
い
う
こ
と
で
、
ハ
ィ
ジ
ッ
ク
先
生
に
は「

宗
教
に
お
け
る
通
念
 

の
克
服
と
五
感
の
恢
復」

と
い
う
テ
ー
マ
で
発
表
し
て
い
た
だ
き
ま
し

 

た
。
全
体
と
し
て
わ
が
意
を
得
た
り
と
い
う
主
旨
で
あ
っ
て
、
反
対
し
 

な
け
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
の
考
え
を
多
少
 

申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

一

禁
欲
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
系
譜
がS

 

あ
り
、
そ
れ
に
は
理
性
の
感
性
に
対
す
る
優
位
が
あ
り
ま
す
が
、
さ

ら

一
 

に
理
論
的
な
側
面
と
感
性
的
な
側
面
が
見
出
さ
れ
ま
す
。
感
覚
は
正
し
 

い
情
報
を
与
え
ず
、
正
し
い
情
報
を
与
え
る
の
は
む
し
ろ
理
性
で
あ
る
 

と
さ
れ
ま
す
。
と

り

わ

け
ス
ト
ア
哲
学
で
は
、
意
志
に
よ
っ
て
肉
体
的
 

な
欲
望
を
統
制
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
み
ら
れ
 

る
克
己
と
い
う
道
徳
主
義
は
ユ
ダ
ヤ
教
や
儒
教
に
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
 

れ
ら
は
肉
体
性
と
し
て
の
身
；

を
否
定
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
 

が
、
そ
こ
に
は
感
性
が
劣
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
意
志
に
よ
っ
て
肉
体
 

的
な
欲
望
を
コ
ン
ト
ロー

ル
す
る
と
い
う
克
己
が
理
想
に
な
っ
て
い
ま
 

す
。
罪
悪
と
い
う
の
は
欲
望
で
あ
っ
て
欲
望
は
肉
体
に
由
来
す
る
と
い
 

う
道
徳
主
義
的
な
考
え
方
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
グ



ノ
ー
シ
ス
主
義
は
単
に
理
性
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
%
性
と
 

い
う
も
の
を
重
ん
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は
理
性
を
含
ん
だ
肉
体
性
と
言
え
 

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
此
岸
的
な
肉
撞
に
対
し
て
彼
岸
的
な
 

霊
性
の
絶
対
的
優
位
を
説
い
た
が
、
広
く
現
代
ま
で
尾
を
引
い
て
き
ま
 

し
た
。

ゥ
ヱ
ー
パー

に
よ
れ
ば
、
資
本
主
！̂

会
の
成
立
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 

テ
ィ
ズ
ム
の
関
連
が
あ
る
こ
と
が
：

S5JE

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
は
 

禁
欲
が
富
の
蓄
積
に
役
立
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、

一
貫
し
て
禁
欲
に
対
す
る
批
判
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
 

感
性
の5

8
*

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

|

つ
に
は
二 

I
チ
ェ
 

が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
の
話
を
聞
い
 

て
い
て
、
私
は
た
び
た
び
ニ
ー
チ
ュ
を
思
い
出
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
 

決
し
て
悪
い
事
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ニ
I
チ
ェ
は
：

に
f

が
っ
 

た
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
が
、
性
を
含
ん
だ
生
の
直
接
性
に
対
す
る
銳
 

い
深
い
感
覚
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
ニ
ー
チ
ュ
は
生
の
重
要
性
を
強
調
 

し
て
、
M

プ
ラ
ト
ン
i

や
キ
リ
ス
ト
^&

生
を
知
に
代
え
て
し
ま
っ
 

た
た
め
に
、
生
を
衰
弱
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
非
難
し
ま
し
た
。
 

こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
も
あ
り
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
て
、
 

ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
の
ご
発
表
に
も
多
々
ニ
ー
チ
ヱ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
 

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
の
禁
欲
に
対
す
る
批
判
の
中
心
点
は
い
 

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、

一
つ
に
は
現
代
の
商
業
主
義
文
明
に
対
す
る
批
 

判
が
あ
り
ま
す
。
ゎ
れ
ゎ
れ
は
現
代
の
£
業
主
義
文
明
に
ぉ
ぃ
て
か
ら

だ
を
使
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
か
ら
だ
を
使
う
喜
び
を
見
失
っ
 

て
し
ま
い
、
か
ら
だ
を
だ
め
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
ニ
ー
チ
ェ
と
 

の
接
点
が
見
出
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ハ
ィ
ジ
ッ
ク
先
生
は
®
^
の
 

商
業
主
義
文
明
と
い
う
点
か
ら
み
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
れ
で
、
1

 

で
は
感
性
の
真
の
喜
び
が
見
失
わ
れ
て
い
る
状
態
が
あ
る
が
、
宗
教
み
 

中
に
■

を
復
権
さ
せ
る
道
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
 

す
。
そ
う
す
る
と
、
道
徳
主
義
が
感
性
に
対
す
る
意
志
の
優
位
を
説
い
 

て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
欲
望
が
§

的
な
も
の
と
感
じ
て
い
る
と
す
 

る
な
ら
ば
、
で
は
、{!

不
教
は
い
っ
た
い
と
ご
に
悪
を
み
て
い
た
の
か
、
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
 

唯
識
の
中
で
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
一
 

つ
い
て
は
、
ハ
ィ
ジ
ッ
ク
先
生
は
宗
教
が
い
か
に
感
性
の
復
権
の
問
題
20 

を
克
服
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
く
わ

し

く
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
- 

た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
、
唯
識
に
お
い
て
は
、
た
だ
感
性
 

と
か
肉
体
性
と
い
う
も
の
が
悪
で
は
な
く
て
、
言
語
を
用
い
る
分
別
知
 

が
問
題
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
我
な
い
し
 

末
那
識
が
分
別
知
で
働
き
、
そ
れ
が
言
語
に
お
い
て
働
い
て
い
る
と
い
 

う
、
自
我
と
分
別
知
と
言
語
の
三
つ
の
結
び
つ

き

が

迷
い
を
生
じ
さ
せ
 

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
迷
い
が
正
し
い
あ
り
！̂—

S

識
 

で
言
え
ば
依
他
起
性
な
ど——

を
妨
げ
て
い
る
の
で
あ
り
、
迷
い
が
克
 

服
さ
れ
た
と
き
に
®
^
性
が
回
復
さ
れ
る
の
だ
と
い
う

こ

と
が
あ
る
の
 

で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
あ
る
い
は
、
宗
教
的
な
覚
に
は
、
直

璧

を

 

回
復
す
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。



そ
う
す
る
と
、
悪
の
座
は
肉
体
性
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
自
我
が
言
 

語
を
道
具
と
し
て
分
別
知
を
も
っ
て
働
い
て
い
る
と
い
う
結
び
つ
き
に
 

あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
迷
い
が
克
服
さ
れ
た
と
き
に
直
接
性
が
現
前
 

し
て
感
覚
が
甦
っ
て

く

る

と

い

う

こ

と

が

あ

る

と思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ

 

は
、
唯
識
だ
け
で
は
な
く
て
、
ハ
ィ
ジ
ッ
ク
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
 

に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
の
中
に
も
あ
る
し
、
同
じ
く
ト
マ
ス
福
音
書
 

や
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
ィ
エ
ス
の
場
合
に
も
か
な
り
は
っ
き
り
み
ら
 

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
禅
の
中
で
も
弘
忍
和
尚
が
昼
時
 

に
な
る
と
ご
飯
の
入
っ
た
お
ひ
つ
を
も
っ
て
踊
っ
て「#

!
_

喫
飯
来」

 

と
い
っ
て
毎
回
食
べ
る
ご
飯
が
そ
の
た
び
毎
に
新
し
い
、
は
じ
め
て
食
 

ベ
る
よ
う
に
お
い
し
く
う
れ
し
い
と
い
う
感
覚
の
直
！̂

、
時
間
の
新
 

し
さ
が
甦
っ
て
く
る
証
拠
が
あ

る

。

で
す
か
ら
、
私
も
感
性
と
い
う
も
の
も
と
て
も
大
切
な
も
の
だ
と
思
 

う
の
で
す
。

1

般
に
感
性
と
い
う
も
の
が
あ
ま
り
頼
り
に
な
ら
な
い
と
 

は
い
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
冷
や
し
た
手
で
も
の
を
触
れ
ば
 

温
か
く
感
じ
ら
れ
る

し

、
暖
め
た
手
で
も
の
を
触
れ
ば
冷
た
く
感
じ
ら
 

れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
感
覚
と
い
う
も
の
が
対
象
の
客
観
的
な
性
質
に
 

関
す
る
情
報
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
生
に
対
す
る
 

意
味
を
教
え
て
い
る
、
例
え
ば
、
手
が
冷
え
て
い
る
か
暖
ま
っ
て
い
る
 

か
と
い
う
意
味
を
教
え
て
い
る
と
考
え
る
と
、
感
覚
と
い
う
も
の
は
意
 

味
が
あ
る
し
、
か
つ
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
感
覚
が
新
し
く
な
り
趋
っ
て
き
た
場
八
ロ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
 

そ
こ
に
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
喜
び
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
同
時

に
、
感
覚
が
そ
れ
ま
で
鈍
く
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
と
苦
 

し
い
感
覚
も
生
じ
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
苦
し
さ
、
つ
ら
さ
、
 

い
ろ
い
ろ
な
ひ
ず
み
な
ど
も
見
つ
け
出
し
ま
す
の
で
、
喜
び
だ
け
で
は
 

な
い
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
ひ
ず
み
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
が
感
性
の
 

重
要
な
点
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
私
は
ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
 

と
に
何
も
反
対
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
非
常
に
賛
成
で
あ
る
と
い
う
 

こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

1

歩
進
め
た
場
合
に
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
な
ぜ
な
 

ら
、
ど
う
や
っ
て
感
性
を
訓
練
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
現
代
の
状
 

況
で
は
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
現
代
の
状
況
の
中
で
は
感
覚
が
だ
一
 

ん
だ
ん
純
く
な
っ
て
い
っ
た
り
、
か
ら
だ
が
だ
め
に
な
っ
て
い
っ
た
り
21 

す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
訓
練
す
る
の
は
い
っ
た
い
ど
こ
な
の
か
、
一 

学
校
な
の
か
教
会
な
の
か
家
庭
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
ど
う
や
っ
て
訓
 

練
す
る
の
か
。
単
な
る
宗
教
の
1

だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と1

般
性
 

の
あ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
学
校
が
い
き
な
り
宗
教
教
育
を
し
な
い
場
合
 

で
も
、
や
は
り
そ
う
い
う
感
覚
の
訓
練
を
す
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
 

い
っ
た
い
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
ま
た
、
宗
教
教
育
の
中
に
感
覚
の
 

訓
練
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
し
、
 

私
は
賛
成
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
あ
ん
ま
り
や
ら
れ
て
い
る
と
も
思
え
な
 

い
の
で
、
こ
の
点
は
い
っ
た
い
ど
う
な
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
な
く
 

て
、
感
覚
だ
け
で
な
く
て
食
べ
物
や
芸
術
に
い
た
る
ま
で
本
物
を
い
っ
 

た
い
ど
の
よ
う
に
育
て
る
の
か
。
だ
い
た
い
本
物
が
だ
め
に
な
っ
て
認



め
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
傾
向
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
本
物
を
見
出
 

し
て
育
て
る
と
い
う
こ
と
は
他
方
で
感
覚
の
銳
さ
が
な
け
れ
ば
だ
め
な
 

の
で
、
ど
っ
ち
が
魏
で
ど
っ
ち
が
卵
か
と
い
う
問
題
の
よ
う
に
思
い
ま
 

す
。
つ
ま
り
、
本
物
が
育
て
ば
感
覚
も
銳
く
な
る
し
、
感
覚
が
銳
く
な
 

け
れ
ば
本
物
も
育
た
な
い
と
い
う
こ
の
悪
循
環
に
ど
う
や
っ
て
対
処
す
 

る
の
か
。
ま
た
同
じ
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
か
ら
だ
を
使
う
喜
び
を
ど
 

う
や
っ
て
教
え
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
。
こ
れ
は
や
は
り
教
育
と
か
出
 

版
と
か
マ
ス
コ
ミ

と
か
産
業
構
造
の
全
体
に
か
か
わ
っ
て

く
る
こ
と
な

 

の
で
、
遠
い
道
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
産
業
構
造
の
全
体
に
か
か
わ
っ
 

て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
で
よ
い
と
は
私
は
 

決
し
て
思
わ
な
い
の
で
す
が
。

さ
ら
に
、
そ
の
問
題
は
性
倫
理
の
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
と
思
 

い
ま
す
。
特
に
、
十
九
世
紀
に
性
が
ョ
1
ロ
ッ
パ
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
 

日
本
で
も
禁
圧
さ
れ
ま
し
て
、
逆
に
戦
後
、
性
の
解
放
と
い
う
こ
と
が
 

起
こ
っ
て
き
て
、
こ
れ
に
は
フD

ィ
ト
な
ど
の
影
響
も
あ
っ
た
の
か
も
 

し
れ
ま
せ
ん
が
、
性
の
解
放
が
エ
ィ
ズ
な
ど
と
い
う
問
題
を
も
生
ん
で
 

き
ま
す
か
ら
、
性
倫
理
の
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
き
ま
す
し
、
真
剣
に
 

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

あ
る
い
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
独
‘

と
い
っ
た
も
の
は
ど
う
な
る
 

の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

司
会
者
そ
れ
で
は
み
な
さ
ん
の
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
 

す。

河
波
大
乗
仏
教
で
は
、
感
覚
論
の
展
開
が
非
常
に
重
要
な
要
素
を
占
 

め
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
初
契
乗
仏
教
の
段
階
で
す
で
に
五
眼
、
そ
 

の
他
、
眼
耳
鼻
舌
耳
と
い
う
五
つ
の
感
覚
の
世
界
が
全
面
的
に
展
開
さ
 

れ
て
い
ま
す
。
理
性
に
支
配
さ
れ
な
い
空
が
逆
に
感
覚
を
解
放
す
る
よ
 

う
な
働
き
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
の
で
す
。

ま
た
、
®

の

「

$

論』

は
あ

る
意
味
で
感
覚
の
救
済
論
的
な
展
開
 

と

い

う

よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、

が
あ
く
ま
で
そ
こ
で
人
間
が{

兀
 

成
さ
れ
て
い
く
場
所
と
い
う
見
方
が
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
す
。
さ
 

ら
に
、
日
本
で
も
感
覚
と
い
う
問
題
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
て
、

茶
道
や
法
然
や
道
元
に
そ
の
こ
と
が
明
確
に
現
わ
れ
て
き
て
い
る
の
が
 

指
摘
で
き
ま
す
。 

一 

ハ
イ
ジ
ツ
ク
八
^
^
生
の
コ

メ

ン

ト

は
非
常
に
役
立
ち
ま
し
た
。
ま

22 

ず
第
一
に
、
卜
マ
ス
福
音
書
は
か
ら
だ
で
は
な
く
通
念
に
§

し
た
と
一

 

思
い
ま
す
。
ま
た
、
ス
ト
ア
学
派
も
醫
だ
と
思
い
ま
す
。
第
二
に
、
 

感
覚
の
回
復
は
場
合
に
よ
っ
て
は
苦
し
み
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
思
 

い
ま
す
。
第
三
に
、
宗
教
が
感
覚
の
訓
練
に
対
し
て
い
か
な
る
篇
を

 

果
た
せ
る
か
は
む
ず
か
し
い
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

河
波
仏
教
が
本
当
に
生
き
て
く
れ
ば
感
覚
が
生
き
て
く
る
と
思
い
ま
 

す
。
そ
れ
が
練
外
さ
れ
て
い
る
の
は
、
近
代
の
：̂

の

合

理

主

_

な

 

影
響
が
感
覚
を
抹
殺
し
て
き
た
点
と
、
ド
グ
マ
化
し
た
^
^
が
い
わ
ゆ
 

る
ミ
ス
テ

ィ
ー
ク(

神
秘
主
義)

の
豊
か
な
展
開
を
疎
外
し
た
点
が
指
 

摘
で
き
ま
す
。

大
峯
感
覚
の
復
権
に
つ
い
て
は
の
立
場
で
は
な
く
て
芸
術
の
立



場
が
感
覚
を
ど
こ
ま
で
も
深
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
^
®
に
な
り
ま
 

す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
精
神
運
動
の
流
れ
の
中
に
あ
る
近
代
に
は
美
 

の
i

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
さ
ん
の
ご
指
摘
の
通
り
、
 

近
£

会
が
感
性
の
復
権
を
主
張
し
た
中
で
禁
欲
主
義
が
進
行
し
て
い
 

る
と
い
う
厄
介
な
問
題
が
確
か
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

八
木
誠I

今
日
、
美
が
商
業
主
義
化
さ
れ
て
い
る
点
が
問
題
で
は
あ
 

り
ま
せ
ん
か
。

大
峯
確
か
に
そ
う
で
す
が
、
言
語
が
感
覚
的
に
な
ら
な
け
れ
ば
感
性
 

の
回
復
は
望
め
ま
せ
ん
。

川
村
を
強
調
し
た
り
感
覚
を
解
放
す
る
と
い
う
と
き
に
そ
の
身
 

体
を
心
や
鬣
と1

つ
に
な
っ
て
い
る
身
体
が
考
え
ら
れ
な
い
と
、
現
代
 

の
身
体
は
欲
望
の
肥
大
に
結
び
つ
き
ま
す
し
、
他
方
で
、
宗
教
の
方
で
 

は
、
愛
、
死
、
苦
、
無
明
と
い
っ
た
観
念
で
感
覚
が
抑
圧
さ
れ
て
全
然
 

生
き
生
き
と
生
き
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
が
見
ら
れ
ま
す
。
今
曰
ま
た
、
 

新
た
な
宗
i

育
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

常
盤
ハ
イ
ジ
ッ
ク
さ
ん
が
引
用
さ
れ
た
ビ
ン
ズ
ル
尊
者
の
物
語
に
は
 

i

な
解
釈
が
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
感
覚
の
回
復
を
代
表
で
き
る
と
は
 

い
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク
確
か
に
ご
指
摘
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 

蜜
の
味
で
楽
に
な
っ
た
入
に
は
無
明
に
染
ま
っ
た
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
 

解
釈
も
存
在
し
ま
す
ね
。

大
峯
い
ま
ま
で

1

般
に
流
布
し
て
い
る
の
は
、
今
言
わ
れ
た
よ
う
な
 

無
明
の
立
場
に
よ
る
解
釈
だ
と
思
い
ま
す
。

石

田

ゥ
ィ
リ
ア
ム
•
ジ

ム

ズ

の

r

宗
教
経
験
の
諸
相」

で
は
、
 

ト
ル
ス
ト
イ
か
ら
の
話
と
し
て
人
生
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
み
る
 

の
は16

®

的
な
見
方
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク
確
か
に
そ
う
で
す
。

大
越
現
代
で
は
子
ど
も
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
 

拒
食
症
と
か
登
校
拒
否
と
か
、
自
分
自
身
の
身
体
を
絶
対
に
受
け
入
れ
 

な
い
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
豸
の
回
復

 

と
い
う
の
が
問
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク
私
は
美
と
宗
教
に
関
係
が
な
い
と
は
ま
ず
も
っ
て
考
え
 

ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
現
代
の
身
；

は
女
性
の
意
識
の
復
活
と
関
係
 

が
あ
り
、
霉
論
と
フ
ヱ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
深
い
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま
一 

す
。
ま
た
、
現
代
の
身
体
と
は
魂
や
盌
を
含
む
も
の
で
は
な
け
れ
ば
な
23 

り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
現
代
の
i

DR
B
は
美
や
宗
f

は
あ
ま
り
関
係| 

が
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

八
木
誠I

最
近
の
大
f

理
学
で
は
、
言
語
や
論
理
的
思
考
を
司
る
 

左
脳
ば
か
り
発
達
し
て
、
直
観
や
感
覚
を
司
る
右
脳
が
未
発
達
i

な
 

の
が
問
題
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
ね
。

本
多
大
脳
の
新
皮
質
と
旧
皮
質
の
乖
離
か
ら
失
感
情
症
が
生
じ
、
そ
 

れ
が
高
じ
て
失
：̂

症
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
問
題
が
1

さ
れ
て
い
 

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
感
覚
の
復
権
と
は
、
宗
教
的
な
問
題
だ
け
で
は
 

な
く
、
心
理
主
観
的
な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
生
理
学
的
な
問
題
で
も
 

あ
る
と
思
い
ま
す
。

上
田
感
覚
の
回
復
が
化
さ
れ
る
の
は
®

ではないでしょ



う
か
。
そ
れ
か
ら
、
感
覚
の
回
復
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、
宗
 

教
と
感
覚
が
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
の
か
。
そ
し
て
、
 

そ
の
と
き
禁
欲
を
ど
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
そ
の
意
 

味
で
ハ
イ
ジ
ッ
ク
さ
ん
の「

現
代
の
禁
欲
主
義
に
抗
し
て」

と
い
う
副
 

題
が
当
初
理
解
し
に
く
い
と
思
い
ま
し
た
。

ハ
ィ
ジ
ッ
ク
道
徳
、
身
体
、
感
覚
が
三
つ
編
み
の
形
に
な
っ
て
、
理
 

性
的
な
悟
り
と
補
い
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
、
禁
欲
主
 

義
に
関
し
て
言
う
と
、
主
義
と
い
う
の
は
商
業
主
義
の
よ
う
に
必
ず
し
 

も
理
性
的
な
も
の
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
感
覚
の
回
復
の
た
め
に
は
ま
ず
 

欲
の
回
復
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
私
は
禁
欲
主
義
と
い
う
言
葉
 

を
使
い
ま
し
た
。
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