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あ
り
ま
す
。
教
義
や
論
理
を
超
え
た
身

体
的
・
感
覚
的
な
共
感
こ
そ
優
先
さ
れ

る
べ
き
だ
と
。

私
自
身
の
考
え
も
、
カ
ミ
ー
ル
の
こ

の
思
い
に
同
調
し
て
い
ま
す
。
キ
ル
ペ

ッ
ク
聖
堂
の
異
形
の
持
ち
送
り
彫
刻
た

ち
の
、
喰
う
、
喰
わ
れ
る
も
の
、
追
う
、

追
わ
れ
る
も
の
、
戦
う
者
の
姿
に
、
私

は
「
葛
藤
の
情
景
」
の
あ
り
の
ま
ま
を

感
じ
て
い
ま
す
。

ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術
で
は
、
建
築
部
材

と
い
う
「
枠
」
の
中
で
、「
枠
」
に
従

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
巧
み

に
そ
れ
を
逆
手
に
取
り
、
表
現
の
自
由

を
謳
歌
し
て
い
る
見
事
な
造
形
に
出
会

う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

そ
の
感
動
と
は
、
定
型
詩
と
い
う
制

約
の
中
で
、
和
歌
や
俳
句
の
作
者
た
ち

が
見
事
に
花
開
か
せ
て
い
る
言
葉
の
世

界
と
出
会
っ
た
と
き
の
喜
び
に
も
、
似

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

聖
堂
の
持
ち
送
り
に
は
、「
あ
ま
り

に
ふ
し
だ
ら
で
教
区
民
に
悪
い
影
響
を

与
え
る
」
と
の
理
由
で
、
十
九
世
紀
の

牧
師
が
削
っ
た
り
破
損
し
た
十
二
の
彫

刻
が
あ
っ
た
こ
と
を
含
め
、
か
つ
て
は

九
十
一
の
彫
刻
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
ま
す
。

残
さ
れ
た
彫
刻
に
は
、
人
が
動
物
に
、

鳥
が
蛇
に
食
べ
ら
れ
て
い
る
捕
食
の
図

や
、
人
間
同
士
が
戦
っ
て
い
る
戦
闘
の

図
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
般
常
識
で

は
、
ど
う
解
釈
を
し
た
ら
い
い
の
か
と

悩
む
も
の
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

中
世
の
聖
堂
美
術
を
論
じ
る
に
あ
た

っ
て
、
近
現
代
の
常
識
に
当
て
は
め
、

そ
の
「
教
義
」
に
沿
っ
て
読
解
す
る
こ

と
が
い
か
に
時
代
錯
誤
で
あ
る
か
を
指

摘
し
た
の
が
マ
イ
ケ
ル
・
カ
ミ
ー
ル
で

す
が
、
彼
は
ま
た
、
石
の
叫
び
を
聴
き

取
る
よ
う
に
、
と
呼
び
か
け
た
人
で
も

多
様
な
姿
の
意
匠
た
ち
で
す
。

│
│
本
の
帯
の
写
真
に
も
な
っ
て
い
る

イ
ヌ
と
ウ
サ
ギ
の
彫
刻
（
左
）
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
西
部

の
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
州
で
十
二
世

紀
に
建
て
ら
れ
た
キ
ル
ペ
ッ
ク
教
区
聖

堂
の
持
ち
送
り
彫
刻
で
す
。
な
ん
と
も

言
え
な
い
表
情
の
顔
を
く
っ
つ
け
て
、

足
を
ぶ
ら
ん
と
さ
せ
て
る
姿
に
、
私
の

頰
は
い
つ
も
ゆ
る
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

詳
し
い
解
説
は
、
本
を
読
ん
で
い
た

だ
け
た
ら
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
聖

堂
の
持
ち
送
り
彫
刻
は
、
す
べ
て
が
こ

の
よ
う
な
穏
や
か
な
気
持
ち
で
眺
め
ら

時
代
に
建
て
ら
れ
、
現
在
も
残
っ
て
い

る
教
会
堂
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

教
会
堂
に
は
、
古
来
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
装
飾
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
ロ

マ
ネ
ス
ク
時
代
に
建
て
ら
れ
た
も
の
は
、

た
と
え
ば
持
ち
送
り
（
軒
下
で
屋
根
を
支

え
る
部
材
）
の
飾
り
を
見
て
も
、
そ
れ

ま
で
の
飾
り
の
主
体
で
あ
っ
た
植
物
文

様
や
幾
何
学
文
様
に
代
わ
っ
て
、
不
思

議
な
、
異
形
の
も
の
た
ち
の
造
形
が
そ

こ
を
飾
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

動
物
で
あ
っ
た
り
怪
物
や
人
間
な
ど
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
西
暦
一
〇
〇
〇

年
ご
ろ
か
ら
、
地
球
規
模
の
温
暖
化
の

恩
恵
や
、
農
機
具
の
進
歩
に
よ
っ
て
、

人
口
増
加
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
と
と
も

に
、
地
方
の
封
建
領
主
た
ち
が
力
を
つ

け
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
で
す
。
各
地

に
新
し
い
村
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会

堂
を
建
て
て
い
く
と
い
う
開
発
の
時
代

が
や
っ
て
来
て
い
ま
し
た
。

ロ
マ
ネ
ス
ク
の
美
術
は
、
主
に
こ
の

知
識
よ
り
感
情
を
、
写
実
よ
り
か
た

ち
の
自
由
を
│
│
。
十
一
世
紀
か
ら
十

二
世
紀
の
社
会
変
動
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
現
れ
た
ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術
は
、
か
つ

て
な
い
美
の
イ
ン
パ
ク
ト
で
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
美
術
を
塗
り
替
え
た
革
命
だ
っ
た

の
だ
と
、『
ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術
革
命
』

の
著
者
金
沢
百
枝
さ
ん
は
語
る
。
話
を

聞
い
た
。

│
│
ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術
は
、
ど
の
よ
う

な
時
代
に
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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