
【
1
】
 
は
じ
め
に
 
 

神
愛
c
鼠
訂
s
の
理
論
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
倫
理
学
の
中
核
を
な
 
 

し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
倫
理
学
に
お
 
 

け
る
徳
倫
理
と
し
て
の
神
愛
の
理
論
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
…
。
 
 

こ
の
小
論
は
、
自
身
修
道
者
で
あ
っ
た
ト
マ
ス
に
と
っ
て
、
特
に
「
修
道
 
 

生
活
」
と
い
う
生
き
方
が
「
神
愛
の
倫
理
」
と
の
関
係
で
い
か
な
る
意
味
 
 

を
有
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
 
 

ト
マ
ス
は
『
神
学
大
全
』
（
旨
慧
S
白
遥
邑
局
叫
畢
以
下
h
．
3
I
l
・
l
i
q
．
－
0
0
の
 
 

a
．
－
c
．
に
お
い
て
、
「
修
道
者
の
身
分
は
完
全
性
の
身
分
s
訂
ど
s
 
 

p
e
r
許
c
許
n
i
の
を
含
意
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
 
 

こ
で
「
完
全
性
」
と
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
生
酒
の
完
全
性
」
、
す
な
わ
ち
 
 

「
神
愛
の
完
全
性
」
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
ト
マ
 
 

ス
に
よ
る
修
道
生
活
の
「
神
愛
の
倫
理
」
の
中
で
の
意
味
づ
け
を
示
す
も
 
 

の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
「
修
道
者
の
身
 
 

分
は
完
全
性
の
身
分
を
含
意
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
意
味
を
解
明
す
る
 
 

こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、
ト
マ
ス
の
修
道
生
活
論
を
概
観
す
る
こ
と
と
 
 

ト
マ
ス
。
ア
タ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
 
 

「
修
道
生
活
」
と
「
神
愛
の
完
全
性
」
 
 

し
た
い
。
こ
の
解
明
を
通
し
て
、
ト
マ
ス
に
よ
る
「
教
会
」
 
－
 
あ
る
い
 
 

は
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
 
－
 
の
申
で
の
修
道
者
の
位
置
づ
け
、
ト
マ
ス
 
 

自
身
が
所
属
し
て
い
た
ド
ミ
ニ
コ
会
な
ど
の
「
托
鉢
修
道
会
」
の
歴
史
的
 
 

意
義
に
つ
い
て
の
自
己
理
解
、
さ
ら
に
は
当
時
論
争
の
的
と
な
っ
て
い
た
 
 

聖
職
者
と
修
道
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
立
場
と
い
っ
た
諸
点
 
 

も
同
時
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

【
2
】
 
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
目
的
と
し
て
の
神
変
の
完
全
性
 
 

〓
）
 
「
神
愛
の
完
全
性
」
 
 

ト
マ
ス
に
と
っ
て
神
愛
は
彼
の
倫
理
学
全
体
の
中
心
概
念
で
あ
り
、
す
 
 

べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
の
課
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
 
 

神
愛
そ
の
も
の
を
獲
得
す
る
こ
と
ば
人
間
自
身
の
力
に
よ
っ
て
は
不
可
能
 
 

で
あ
り
、
そ
れ
は
神
か
ら
注
賦
さ
れ
る
形
で
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
榔
。
 
 

こ
の
よ
う
に
し
て
一
人
の
人
間
が
神
愛
の
倫
理
へ
と
参
与
す
る
こ
と
ば
、
 
 

当
の
人
間
が
恩
恵
唱
註
a
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
刷
。
そ
 
 

し
て
あ
る
人
が
恩
恵
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
ば
、
そ
の
人
が
 
「
キ
リ
 
 

桑
 
原
 
直
 
己
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ス
ト
の
体
」
 
へ
と
参
与
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
佃
。
少
な
く
と
も
ト
 
 

マ
ス
の
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
は
秘
跡
s
a
c
r
巴
ゴ
e
n
ど
m
を
通
し
て
教
 
 

会
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
て
い
た
㈲
。
そ
の
限
り
に
お
 
 

い
て
、
神
愛
は
す
ぺ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
の
生
活
の
中
核
を
な
す
も
の
と
し
 
 

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
 
 
 

ト
マ
ス
は
舛
H
I
I
・
Ⅰ
I
q
．
－
筐
a
．
｝
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
完
 
 

全
性
の
本
質
は
特
に
神
愛
に
存
す
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
聖
書
的
 
 

典
拠
と
し
て
ト
マ
ス
は
、
「
こ
れ
ら
す
べ
て
に
加
え
て
、
愛
を
身
に
着
け
 
 

な
さ
い
。
愛
は
、
す
べ
て
を
完
成
さ
せ
る
き
ず
な
で
す
」
（
冒
ロ
サ
イ
書
 
 

簡
』
∽
‥
－
歴
と
い
う
パ
ウ
ロ
の
吉
葉
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
目
的
は
事
物
の
 
 

究
極
の
完
成
で
あ
り
、
神
愛
は
人
間
精
神
の
究
極
の
目
的
で
あ
る
神
に
人
 
 

間
を
直
接
に
結
び
つ
け
る
が
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
完
全
性
は
 
 

特
に
愛
に
即
し
て
認
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ト
マ
ス
が
展
開
し
 
 

て
き
た
 
「
神
愛
の
倫
理
」
 
の
嘱
結
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
に
と
っ
て
の
 
「
神
愛
の
完
全
性
」
 
の
可
能
性
に
 
 

は
、
一
定
の
限
界
が
あ
る
。
「
現
世
の
生
で
人
は
完
全
者
た
り
得
る
か
」
 
 

と
題
す
る
続
く
匝
H
i
I
⊥
i
q
．
忘
言
．
N
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
は
「
完
全
性
」
 
 

の
意
味
を
区
分
し
た
上
で
、
現
世
に
お
い
て
成
立
し
う
る
「
神
愛
の
完
全
 
 

性
」
の
意
味
と
可
能
性
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 
 
 

第
一
の
意
味
で
の
「
完
全
性
」
は
、
「
絶
対
的
完
全
性
」
で
あ
る
。
こ
 
 

の
意
味
で
の
「
完
全
性
」
は
、
神
自
身
が
愛
さ
れ
得
る
限
度
一
杯
に
愛
さ
 
 

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
愛
の
完
全
性
は
、
い
か
な
る
被
 
 

造
物
に
も
不
可
能
で
あ
り
、
た
だ
神
自
身
に
よ
る
神
自
身
に
対
す
る
愛
に
 
 

の
み
適
合
す
る
 
 
 

第
二
は
、
「
愛
す
る
老
の
側
の
絶
対
的
全
体
性
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
完
 
 

全
性
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
情
意
乳
好
ど
s
が
そ
の
可
能
な
限
り
の
全
体
 
 

性
を
も
っ
て
常
に
現
実
活
動
的
に
神
へ
志
向
す
る
場
合
に
達
成
さ
れ
る
。
 
 

こ
の
意
味
に
お
け
る
「
完
全
性
」
は
、
「
旅
路
≦
．
a
」
す
な
わ
ち
現
世
で
は
 
 

不
可
能
だ
が
、
人
間
が
至
福
に
到
達
す
る
「
天
国
p
a
已
a
」
に
お
い
て
可
 
 

能
と
さ
れ
る
。
 
 
 

第
三
は
、
「
た
だ
神
を
愛
す
る
運
動
に
背
反
す
る
も
の
が
排
除
さ
れ
て
い
 
 

る
面
で
認
め
ら
れ
る
完
全
性
」
で
あ
る
。
人
間
が
現
世
の
生
（
「
旅
路
」
）
 
 

に
お
い
て
も
有
し
う
る
、
と
さ
れ
る
「
完
全
性
」
と
は
、
こ
の
意
味
に
お
 
 

け
る
完
全
性
で
あ
る
。
 
 
 

ト
マ
ス
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
完
全
性
」
に
さ
ら
に
二
つ
の
段
階
 
 

を
区
別
す
る
。
 
 
 

そ
の
第
l
は
、
（
1
）
 
「
人
間
の
情
意
乳
許
c
ど
s
か
ら
、
神
愛
に
背
反
す
 
 

る
一
切
の
も
の
、
例
え
ば
、
大
罪
p
e
c
c
P
ど
ヨ
m
O
r
邑
e
が
、
排
除
さ
れ
 
 

る
」
と
い
う
段
階
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
け
る
完
全
性
が
欠
け
た
場
合
、
 
 

神
愛
自
体
の
存
在
が
不
可
能
と
な
る
の
で
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
完
全
性
 
 

は
救
済
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
 
 

者
で
あ
る
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
と
一
致
し
た
そ
の
肢
体
で
あ
る
こ
と
の
最
低
 
 

条
件
と
言
え
る
。
 
 
 

そ
の
第
二
は
、
（
2
）
 
「
人
間
の
情
意
か
ら
、
た
だ
単
に
神
愛
に
背
反
す
 
 

る
も
の
だ
け
で
な
く
、
精
神
の
情
意
の
神
へ
の
全
面
的
志
向
を
妨
げ
る
す
 
 

べ
て
の
も
の
も
排
除
さ
れ
る
」
よ
う
な
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
よ
り
進
 
 

ん
だ
段
階
で
あ
り
、
現
世
に
お
い
て
可
能
な
完
全
性
の
極
致
を
示
す
も
の
 
 

で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
完
全
性
は
誰
に
で
も
見
出
さ
れ
る
も
の
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で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ト
マ
ス
は
こ
の
よ
う
な
段
階
に
達
し
た
 
 

人
間
を
「
完
全
者
p
e
r
軒
c
空
と
呼
ぶ
へ
〕
他
方
、
神
愛
は
保
っ
て
い
る
が
 
 

未
だ
こ
う
し
た
意
味
で
の
完
全
性
に
は
達
し
て
は
お
ら
ず
、
こ
れ
を
目
指
 
 

し
て
い
る
よ
う
な
人
々
は
、
段
階
に
応
じ
て
「
初
歩
者
i
n
c
i
p
i
e
n
t
e
s
」
や
「
進
 
 

歩
者
p
r
O
許
i
e
n
t
e
s
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
≠
。
 
 

（
二
）
 
「
捷
」
と
「
勧
告
」
1
「
神
愛
の
完
全
性
」
追
求
義
務
の
射
程
 
 

以
上
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
完
全
性
の
本
質
と
そ
の
可
能
性
 
 

と
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
ト
マ
ス
は
い
H
l
岩
q
．
－
0
0
A
a
．
u
に
お
い
て
、
「
旅
 
 

路
の
完
全
性
は
捉
に
存
す
る
か
、
あ
る
い
は
勧
告
に
で
あ
る
か
」
と
問
う
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
は
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
の
完
 
 

全
性
追
求
の
義
務
の
範
圃
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
中
で
の
修
道
者
の
位
置
 
 

づ
け
に
つ
い
て
も
論
究
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
項
に
お
け
る
ト
マ
ス
の
試
論
を
理
解
す
る
の
に
先
立
っ
て
、
「
掟
 
 

p
r
a
e
c
e
p
t
u
m
」
と
「
勧
告
c
O
n
S
i
－
i
u
m
」
と
の
意
味
に
つ
い
て
明
ら
か
に
 
 

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
「
掟
」
と
「
勧
告
」
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
 
 

h
．
H
i
・
Ⅰ
I
q
．
－
急
a
．
料
に
お
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
 
 

「
掟
」
と
「
勧
告
」
と
の
間
の
相
適
は
、
掟
が
必
ず
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
と
い
う
意
味
で
の
必
然
性
を
含
意
す
る
の
に
た
い
し
て
、
勧
告
は
そ
 
 

れ
を
受
け
る
者
の
選
択
O
p
駐
○
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
 
 

そ
れ
ゆ
え
、
新
法
k
舛
ロ
○
く
a
（
「
法
」
と
し
て
の
新
約
の
啓
示
）
に
お
け
る
 
 

諸
々
の
 
「
掟
」
は
永
遠
の
至
福
と
い
う
目
的
に
到
達
す
る
た
め
に
不
可
欠
 
 

な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
諸
々
の
 
「
勧
 
 

告
」
は
そ
れ
に
よ
っ
て
人
が
よ
り
優
れ
た
m
e
F
u
s
、
よ
り
迅
速
な
仕
方
で
 
 

e
眉
e
已
芽
s
永
遠
の
至
福
と
い
う
目
的
に
到
達
し
う
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
 
 

に
か
か
わ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
こ
の
世
の
も
の
と
霊
的
な
菩
と
 
 

の
間
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
一
方
に
密
着
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
 
 

け
他
の
も
の
か
ら
は
遠
ぎ
か
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
が
、
こ
の
世
の
事
物
 
 

を
自
ら
の
目
的
と
し
て
追
求
し
、
そ
れ
ら
に
全
面
的
に
密
着
す
る
な
ら
ば
、
 
 

彼
は
霊
的
な
尊
か
ら
完
全
に
脱
落
し
て
し
ま
う
。
人
間
か
ら
そ
の
よ
う
な
 
 

無
秩
序
5
．
O
r
d
5
．
a
許
を
除
去
す
る
の
が
「
捉
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
た
 
 

だ
し
、
人
間
は
、
永
遠
の
至
福
と
い
う
目
的
に
到
達
す
る
た
め
に
こ
の
世
 
 

に
属
す
る
事
物
を
全
面
的
に
斥
け
る
必
要
は
な
い
む
な
ぜ
な
ら
、
人
は
霊
 
 

的
酋
を
離
れ
て
こ
の
世
の
事
物
を
自
ら
の
目
的
と
し
て
追
求
す
る
の
で
な
 
 

い
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
の
事
物
を
使
用
し
っ
つ
、
永
遠
の
至
福
に
到
達
す
る
 
 

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
じ
 
 
 

し
か
し
、
か
れ
は
こ
の
世
の
着
き
も
の
を
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
、
よ
り
迅
速
に
永
遠
の
至
福
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
 
 

と
に
基
づ
い
て
「
福
音
的
勧
告
c
O
n
S
i
】
i
u
m
e
遥
n
g
e
巨
が
与
え
ら
れ
て
 
 

い
る
、
と
い
う
。
ト
マ
ス
は
 
『
ヨ
ハ
ネ
第
二
書
簡
』
 
に
依
拠
し
て
、
「
こ
 
 

の
世
の
啓
き
も
の
」
と
し
て
、
「
日
の
欲
」
に
属
す
る
外
的
物
財
の
富
、
 
 

「
肉
の
欲
」
 
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
肉
体
的
快
楽
、
そ
し
て
 
「
お
ご
り
た
か
 
 

ぶ
っ
た
生
活
」
に
属
す
る
名
誉
と
い
う
三
つ
の
事
物
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
を
 
 

可
能
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
が
福
晋
的
勧
告
に
属
す
 
 

る
、
と
い
う
。
 
 
 

そ
の
上
で
、
我
々
が
問
題
と
し
て
い
る
「
完
全
性
の
身
分
s
誓
－
S
 
 

p
e
r
訂
c
許
n
i
s
」
を
宣
言
す
る
も
の
と
し
て
の
「
修
道
生
酒
r
e
－
i
乳
0
」
を
、
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こ
れ
ら
に
関
す
る
三
つ
の
勧
告
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
 
 

る
。
「
清
貧
p
a
u
p
e
ユ
｛
宏
」
に
よ
っ
て
富
が
、
「
終
生
貞
潔
p
e
壱
e
ど
a
c
a
s
定
法
」
 
 

に
よ
っ
て
肉
の
快
楽
が
、
「
従
順
な
る
従
属
O
b
e
d
i
e
n
｛
6
．
e
S
e
r
ま
ー
u
s
」
 
に
 
 

よ
っ
て
生
活
の
お
ご
り
、
た
か
ぷ
り
が
拒
否
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
 

こ
こ
で
折
叫
∵
宇
土
q
法
－
a
．
∽
に
戻
ろ
う
。
ト
マ
ス
の
結
論
は
、
「
キ
リ
 
 

ス
ト
教
的
生
活
の
完
全
性
は
本
質
的
に
掟
に
、
副
次
的
ま
た
は
道
具
的
に
 
 

勧
告
に
存
す
る
」
 
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
完
全
性
は
本
質
的
に
捉
に
存
す
る
」
こ
と
は
型
 
 

番
の
典
拠
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
s
e
d
c
O
n
t
r
a
で
掲
げ
る
通
 
 

り
、
『
申
命
記
』
 
言
‥
望
 
に
「
あ
な
た
は
心
を
尽
く
し
、
魂
を
尺
、
く
し
、
 
 

力
を
尺
、
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
、
主
を
愛
し
な
さ
い
」
 
と
あ
り
、
『
レ
ビ
 
 

記
』
 
（
－
∽
‥
－
望
 
に
「
自
分
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
」
 
 

と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
キ
リ
ス
ト
自
身
が
 
『
マ
タ
イ
福
音
酋
』
 
（
N
N
‥
会
）
 
 

に
お
い
て
「
律
法
全
体
と
預
言
者
は
、
こ
の
二
つ
の
掟
に
基
づ
い
て
い
る
」
 
 

と
述
べ
て
確
証
を
与
え
た
二
つ
の
綻
で
あ
る
。
「
旅
路
の
生
」
、
つ
ま
り
現
 
 

世
に
お
け
る
愛
の
完
全
性
は
、
「
心
を
尺
、
く
し
て
」
神
を
、
そ
し
て
「
わ
 
 

た
し
た
ち
自
身
の
よ
う
に
」
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
 
 

こ
れ
ら
は
神
と
隣
人
に
対
す
る
神
愛
の
完
全
な
様
態
を
示
し
て
い
る
。
ゆ
 
 

え
に
、
完
全
性
は
掟
の
遵
守
に
存
す
る
ゎ
 
 
 

つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
完
全
性
と
し
て
の
神
愛
の
完
全
性
は
、
 
 

救
済
の
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
る
「
掟
」
 
で
あ
り
、
単
 
 

な
る
「
勧
告
」
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
完
全
性
、
 
 

す
な
わ
ち
神
愛
の
完
全
性
を
達
成
す
る
こ
と
は
、
司
祭
、
修
道
者
、
世
俗
 
 

の
一
般
信
徒
の
別
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
者
に
課
せ
ら
れ
た
義
 
 

務
で
あ
る
こ
と
が
帰
結
す
る
。
 
 
 

し
か
し
、
完
全
性
は
、
副
次
的
か
つ
道
具
的
に
は
勧
告
に
存
す
る
、
と
 
 

さ
れ
る
。
掟
と
同
様
に
、
勧
告
も
す
べ
て
神
愛
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
 
 

そ
の
仕
方
は
両
者
に
お
い
て
異
な
る
む
掟
は
、
端
的
に
神
愛
に
背
反
す
る
 
 

も
の
を
排
除
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
勧
告
は
、
 
 

神
愛
そ
の
も
の
に
は
背
反
し
な
い
が
、
神
愛
の
諸
行
為
を
妨
げ
る
も
の
の
 
 

排
除
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
ト
マ
ス
は
そ
の
例
と
し
て
 
 

「
結
婚
、
俗
務
の
従
事
、
そ
の
他
こ
れ
に
顆
す
る
こ
と
が
ら
」
を
挙
げ
る
。
 
 

そ
れ
ら
の
勧
告
は
「
神
愛
の
完
全
性
に
お
い
て
上
昇
す
る
」
た
め
の
手
段
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
修
道
生
活
が
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
「
福
音
的
勧
 
 

告
」
を
実
践
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
生
き
方
で
あ
る
こ
と
は
、
わ
H
i
出
 
 

q
．
－
宗
a
．
偶
に
関
連
し
て
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
「
福
音
的
勧
告
」
を
実
践
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
修
道
者
 
 

は
「
完
全
性
の
身
分
」
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
佃
。
、
ト
マ
ス
は
 
「
完
全
性
の
 
 

身
分
」
に
あ
る
者
と
し
て
特
に
修
造
老
と
司
教
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
 
 

し
後
述
す
る
ご
と
く
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
完
全
性
」
 
そ
の
も
の
と
 
 

制
度
的
な
意
味
に
お
け
る
「
完
全
性
の
身
分
」
と
は
同
一
で
は
な
い
。
「
キ
 
 

リ
ス
ト
教
的
生
活
の
完
全
性
」
は
、
本
質
的
に
神
優
の
完
全
性
に
存
す
る
。
 
 

神
愛
の
完
全
性
を
達
成
し
た
老
で
あ
れ
ば
、
聖
職
者
で
あ
る
か
、
修
道
看
 
 

で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
一
般
信
徒
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
「
完
全
者
」
と
 
 

呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
述
す
る
通
り
、
「
完
全
性
 
 

の
身
分
」
 
に
は
、
一
定
の
儀
式
の
も
と
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
完
全
 
 

性
を
志
向
す
る
こ
と
を
終
生
の
義
務
と
し
て
哲
う
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
 
 

る
。
こ
う
し
た
者
は
実
際
に
神
愛
の
完
全
性
を
達
成
し
な
い
場
合
も
、
「
完
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全
性
の
身
分
」
 
に
属
す
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
完
全
性
の
身
分
に
属
 
 

さ
な
い
老
で
完
全
な
者
で
あ
っ
た
り
、
完
全
な
者
で
な
い
者
で
完
全
性
の
 
 

身
分
に
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
≠
。
 
 

【
3
】
 
「
尭
全
性
の
身
分
」
 
 

〓
）
 
「
身
分
」
の
意
味
 
 

で
は
こ
こ
で
、
ト
マ
ス
が
「
完
全
性
の
身
分
s
t
已
u
s
p
e
r
訂
〔
t
i
O
n
i
s
」
と
 
 

い
う
こ
と
で
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
ま
 
 

ず
、
「
身
分
」
と
い
う
概
念
の
意
味
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
 
 
 

「
身
分
」
と
訳
さ
れ
る
s
叶
裟
u
s
と
い
う
語
は
、
「
立
つ
」
と
い
う
意
味
の
 
 

動
詞
s
訂
r
e
の
派
生
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
 
「
立
つ
こ
と
」
 
「
直
立
」
 
 

「
停
止
」
 
「
状
態
」
 
「
地
位
」
 
「
身
分
」
 
「
境
遇
」
 
「
同
家
」
な
ど
と
訳
し
う
 
 

る
よ
う
な
種
々
の
意
味
の
拡
が
り
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
身
分
」
 
 

と
訳
さ
れ
る
意
味
で
の
s
t
a
t
琵
の
用
法
は
ロ
ー
マ
法
に
由
来
し
、
お
そ
ら
 
 

く
そ
の
癖
も
基
本
的
な
相
法
は
 
「
自
由
の
身
分
」
と
 
「
奴
隷
の
身
分
」
と
 
 

の
対
比
に
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
 
「
身
 
 

分
」
概
念
が
類
比
的
な
意
味
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
と
教
会
内
に
 
 

お
け
る
多
様
な
「
身
分
」
 
に
適
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

帥
H
l
†
－
i
q
．
－
0
0
∽
a
．
－
に
お
い
て
ト
マ
ス
も
、
「
身
分
s
｛
a
ど
s
」
は
「
立
つ
 
 

s
訂
r
e
」
に
由
来
す
る
、
と
い
う
語
源
論
か
ら
出
発
し
、
身
分
と
は
「
人
が
 
 

そ
の
自
然
本
性
の
様
式
に
従
っ
て
置
か
れ
る
不
動
性
を
伴
う
姿
勢
の
特
輿
 
 

性
」
を
意
味
す
る
、
と
解
説
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
自
由
人
」
対
「
奴
 
 

隷
」
と
い
う
身
分
概
念
の
最
も
基
本
的
な
場
面
に
即
し
て
、
身
分
概
念
の
 
 

も
つ
二
つ
の
本
質
的
精
微
を
指
摘
す
る
。
そ
の
第
一
は
、
変
動
し
難
い
恒
 
 

常
的
継
続
性
で
あ
る
。
「
自
由
人
」
「
奴
隷
」
と
い
う
「
身
分
」
に
対
し
て
、
 
 

富
者
や
貧
者
で
あ
る
こ
と
、
顕
職
者
や
平
民
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
変
動
 
 

し
や
す
く
外
部
的
な
こ
と
が
ら
な
の
で
 
「
身
分
」
を
構
成
し
な
い
じ
 
そ
し
 
 

て
、
第
一
一
の
本
質
的
特
徴
は
自
由
と
隷
属
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
拘
束
」
 
 

あ
る
い
は
「
自
由
 
（
拘
束
か
ら
の
解
放
）
」
と
い
う
要
図
で
あ
る
。
 
 
 

結
論
と
し
て
、
ト
マ
ス
は
「
身
分
」
 
血
般
の
概
念
を
、
「
自
由
」
と
「
隷
 
 

属
」
 
の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
拘
束
」
あ
る
い
は
 
「
拘
束
か
ら
の
解
 
 

放
」
 
に
由
来
す
る
「
恒
常
的
な
生
活
状
態
」
を
指
す
も
の
と
し
て
規
定
し
 
 

て
い
る
。
 
 

（
二
）
 
「
完
全
性
の
身
分
」
 
 

以
上
の
 
「
身
分
」
一
般
に
つ
い
て
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
、
ト
マ
ス
は
 
 

「
完
全
性
の
身
分
」
を
語
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
 
「
完
全
性
の
身
分
」
 
 

と
い
う
観
念
に
は
、
一
種
の
二
面
性
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が
 
 

あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
い
わ
ば
霊
的
な
修
徳
の
賓
質
に
も
と
づ
く
意
 
 

味
に
お
け
る
「
完
全
性
の
身
分
」
と
、
い
わ
ば
人
間
的
な
誓
約
、
儀
式
に
 
 

も
と
づ
く
制
度
的
な
意
味
に
お
け
る
「
完
全
性
の
身
分
」
 
で
あ
る
。
 
 
 

霊
的
な
修
徳
の
実
質
に
も
と
づ
く
意
味
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
は
先
述
の
 
 

「
初
歩
者
i
n
c
i
p
i
e
n
t
e
s
J
「
進
歩
者
p
r
O
評
i
e
n
t
e
s
J
「
完
全
者
p
e
r
狩
c
t
i
」
 
 

と
い
う
、
「
神
愛
の
完
全
性
」
そ
の
も
の
に
お
け
る
段
階
を
二
伸
の
 
「
身
 
 

分
」
と
し
て
認
め
る
。
こ
れ
は
前
述
の
通
り
、
「
身
分
」
 
の
観
念
は
「
自
 
 

由
」
ま
た
は
「
隷
属
」
 
の
条
件
を
含
む
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
人
 
 

間
の
あ
り
方
を
「
罪
へ
の
隷
属
」
 
「
轟
か
ら
の
自
由
」
、
お
よ
び
「
義
へ
の
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隷
属
」
 
「
罪
か
ら
の
自
由
」
と
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
る
。
「
人
間
が
義
の
 
 

奴
隷
や
罪
の
奴
隷
と
な
る
の
は
、
ひ
と
え
に
人
間
自
身
の
努
力
に
関
わ
っ
 
 

て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
「
義
へ
の
隷
属
」
「
罪
か
ら
の
自
由
」
に
向
け
て
 
 

の
各
人
の
努
力
の
段
階
に
応
じ
て
、
「
初
歩
者
」
「
進
歩
者
」
「
完
全
者
」
 
 

と
い
う
区
分
を
一
種
の
 
「
身
分
」
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
㈱
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
れ
は
 
「
身
分
」
と
い
う
語
の
よ
り
一
層
拡
張
さ
れ
た
用
法
 
 

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
般
に
は
「
身
分
」
、
特
に
「
完
全
性
の
身
 
 

分
」
と
い
う
概
念
は
よ
り
制
度
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
。
ト
マ
ス
は
、
 
 

制
度
的
な
意
味
に
お
け
る
「
完
全
性
の
身
分
」
の
成
立
条
件
と
し
て
、
（
1
）
 
 

完
全
性
に
属
す
る
こ
と
が
ら
に
対
す
る
、
（
2
）
一
定
の
儀
式
に
よ
る
終
生
 
 

の
義
務
づ
け
、
と
い
う
二
点
を
挙
げ
る
。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
完
全
性
 
 

の
身
分
」
に
属
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
の
は
司
教
と
修
造
者
で
あ
る
。
詳
 
 

細
は
後
述
す
る
が
、
ト
マ
ス
の
時
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
両
者
の
み
が
T
）
 
 

（
2
）
 
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
㈹
。
 
 
 

修
道
者
は
、
「
一
定
の
儀
式
」
に
よ
っ
て
上
述
の
「
罪
か
ら
の
自
由
」
 
 

「
義
へ
の
隷
属
」
を
誓
い
、
貰
苗
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
を
こ
の
「
完
 
 

全
性
」
 
へ
と
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
「
身
分
」
 
へ
と
帰
属
さ
せ
 
 

る
。
「
完
全
性
の
身
分
」
に
つ
い
て
の
以
上
の
両
面
を
踏
ま
え
た
上
で
、
 
 

「
修
道
者
が
完
全
性
の
身
分
に
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
意
味
は
、
霊
的
な
意
 
 

味
に
お
け
る
完
全
者
を
目
指
す
べ
く
、
「
一
定
の
儀
式
」
に
も
と
づ
く
誓
 
 

約
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
拘
束
し
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
、
と
言
 
 

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
制
度
的
な
意
味
で
「
完
全
性
の
身
分
」
を
解
す
る
限
り
、
 
 

先
述
の
ご
と
く
、
「
完
全
性
の
身
分
」
に
属
さ
な
い
者
で
あ
っ
て
実
際
に
 
 は

霊
的
な
意
味
に
お
け
る
「
完
全
者
」
で
あ
っ
た
り
、
霊
的
な
意
味
に
お
 
 

い
て
完
全
者
で
な
い
「
初
歩
者
」
や
「
進
歩
者
」
が
「
完
全
性
の
身
分
」
 
 

に
在
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
、
も
と
よ
り
あ
り
得
る
の
で
あ
る
帥
。
 
 
 

た
だ
し
、
「
完
全
性
の
身
分
」
に
お
い
て
上
位
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
 
 

は
、
よ
り
完
全
な
こ
と
を
自
ら
に
課
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
下
位
 
 

の
者
以
上
の
完
全
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
 
 

終
生
の
義
務
と
し
て
誓
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
「
上
位
の
身
分
」
 
 

か
ら
「
下
位
の
身
分
」
 
へ
と
移
る
こ
と
ば
、
自
ら
立
て
た
誓
い
を
綬
和
し
 
 

破
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
三
）
「
身
分
」
・
「
職
分
」
・
「
位
階
」
 
 

と
こ
ろ
で
、
ト
マ
ス
に
お
け
る
「
身
分
」
概
念
の
意
味
は
、
教
会
内
に
 
 

お
け
る
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
け
る
多
様
性
と
の
関
係
の
中
で
理
解
し
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
マ
ス
は
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
と
し
て
の
教
会
の
内
 
 

に
お
け
る
メ
ン
バ
ー
の
多
様
性
と
し
て
「
身
分
」
・
「
職
分
O
f
許
i
u
m
」
・
 
 

「
位
階
唱
a
d
宏
」
と
い
う
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
挙
げ
て
い
る
。
 
 
 

ト
マ
ス
は
、
教
会
の
内
部
に
適
切
に
多
様
性
が
存
在
す
る
根
拠
を
三
つ
 
 

挙
げ
て
い
る
脚
。
 
 

（
1
）
第
一
は
教
会
自
身
の
完
全
性
の
た
め
に
で
あ
る
。
頭
な
る
キ
リ
ス
 
 

ト
に
お
い
て
統
合
さ
れ
た
恩
恵
の
充
満
は
、
そ
の
諸
肢
体
へ
多
様
な
仕
方
 
 

で
溢
れ
出
て
、
教
会
の
完
全
な
体
を
形
成
す
る
、
と
い
う
。
 
 

（
2
）
 
第
二
は
教
会
に
要
す
る
諸
活
動
の
必
要
性
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
 
 

多
様
な
活
動
に
多
様
な
人
材
の
任
命
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
 
 

と
に
よ
っ
て
、
万
事
が
さ
ら
に
確
実
に
、
混
乱
な
く
営
ま
れ
る
。
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（
3
）
第
二
吊
は
教
会
の
尊
厳
と
美
と
に
貢
献
す
る
た
め
、
で
あ
る
。
美
は
 
 

一
定
の
秩
序
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
三
通
り
の
理
拠
に
基
づ
い
て
、
教
会
内
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
 
 

者
の
間
に
三
種
類
の
区
別
が
見
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
胴
。
 
 

（
1
）
第
一
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
完
全
性
に
関
連
す
る
「
身
分
」
 
 

の
多
様
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
キ
リ
ス
ト
者
が
他
の
キ
リ
ス
ト
者
よ
り
 
 

も
完
全
性
に
お
い
て
優
る
こ
と
に
基
づ
く
。
 
 

（
2
）
第
二
は
、
諸
活
動
の
必
要
性
に
関
す
る
教
会
内
の
 
「
職
分
」
 
の
多
 
 

様
性
で
あ
る
。
教
会
内
に
お
け
る
聖
職
は
「
職
分
」
に
あ
た
る
。
 
 

（
3
）
 
第
三
は
、
教
会
の
美
の
秩
序
と
関
連
す
る
「
位
階
」
 
の
多
様
性
で
 
 

あ
る
。
そ
れ
は
同
一
の
身
分
も
し
く
は
職
分
に
お
い
て
一
人
は
他
よ
り
上
 
 

位
者
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
く
。
具
体
的
に
は
、
修
道
老
身
分
内
部
に
お
 
 

け
る
上
長
と
従
属
者
、
聖
職
者
の
職
分
に
お
け
る
司
教
と
司
祭
の
関
係
な
 
 

ど
が
そ
れ
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
し
か
し
、
教
会
に
お
い
て
は
秘
跡
と
の
 
 

関
連
に
お
い
て
、
聖
職
者
と
し
て
の
 
「
叙
階
」
を
受
け
た
司
教
・
司
祭
・
 
 

助
祭
と
、
一
般
信
徒
と
い
っ
た
位
階
的
秩
序
が
特
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
 
 

こ
の
よ
う
に
ト
マ
ス
は
、
「
身
分
」
 
の
概
念
を
「
キ
リ
ス
ト
の
体
と
し
て
 
 

の
教
会
」
と
い
う
大
枠
の
申
で
の
多
様
性
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
 
 

に
改
め
て
注
意
を
喚
起
し
て
お
こ
う
。
 
 

【
4
】
 
「
完
全
性
の
身
分
」
と
し
て
の
修
道
者
 
 

〓
）
 
「
神
変
の
完
全
性
」
と
修
道
者
 
 

ト
マ
ス
の
時
代
の
西
方
教
会
に
お
い
て
「
修
道
者
」
を
意
味
す
る
 
 

r
e
－
i
g
i
O
S
i
と
い
う
語
は
、
字
義
通
り
に
は
「
敬
神
者
」
、
つ
ま
り
「
神
へ
の
 
 

奉
仕
に
全
面
的
に
献
身
し
、
神
に
自
己
を
傭
祭
と
し
て
捧
げ
る
者
」
を
意
 
 

味
す
る
。
人
間
の
完
全
性
は
、
神
に
全
面
的
に
一
致
す
る
こ
と
に
存
し
て
 
 

い
る
か
ぎ
り
で
、
修
道
者
の
身
分
は
完
全
性
の
身
分
を
含
意
し
て
い
る
、
 
 

と
さ
れ
る
皿
。
 
 
 

で
は
、
「
完
全
性
の
身
分
」
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
修
道
者
の
身
分
と
い
H
 
 

I
i
・
I
l
q
．
－
∞
A
a
．
∽
ま
で
の
議
論
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
神
愛
の
完
全
性
」
と
 
 

の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
わ
H
I
I
・
l
i
q
．
－
0
0
の
a
．
N
は
 
 

こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
 
 
 

ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
あ
る
も
の
が
完
全
性
に
属
す
る
の
に
は
、
三
つ
の
 
 

仕
方
が
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
第
一
に
、
「
本
質
的
に
」
属
す
る
も
の
が
あ
る
。
「
神
愛
の
掟
の
完
 
 

全
な
遵
守
」
が
完
全
性
に
属
す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
仕
方
に
よ
る
。
 
 

（
2
）
 
第
二
に
、
完
全
性
に
「
結
果
的
」
に
属
す
る
も
の
が
あ
る
。
神
愛
 
 

の
完
全
性
に
結
果
す
る
諸
行
為
が
そ
れ
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
ト
マ
ス
は
 
 

「
誹
諦
者
に
対
す
る
祝
福
」
の
よ
う
な
山
般
に
は
困
難
で
英
雄
的
と
見
え
、
 
 

完
全
な
神
愛
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
可
能
と
な
る
よ
う
な
愛
の
実
践
を
挙
げ
 
 

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
精
神
の
覚
悟
に
即
し
て
s
e
c
巨
d
u
m
p
r
a
e
p
琶
a
許
n
e
m
 
 

邑
邑
は
、
掟
に
属
す
る
、
と
さ
れ
る
。
l
 
「
精
神
の
覚
悟
に
即
し
て
」
と
い
 
 

う
表
現
は
、
人
が
完
全
な
愛
の
行
為
も
し
く
は
福
音
的
勧
告
の
実
際
的
行
 
 

為
を
行
う
義
務
を
負
わ
な
い
に
し
て
も
、
状
況
が
許
容
し
愛
が
要
求
し
、
 
 

そ
れ
ら
の
行
為
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
行
為
を
実
行
す
る
覚
悟
を
 
 

有
す
る
義
務
を
負
う
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
少
な
く
と
も
そ
う
し
 
 

た
「
覚
悟
で
い
る
」
こ
と
は
救
済
に
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
る
限
り
に
お
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い
て
「
拉
」
に
観
サ
る
〝
．
し
か
し
、
そ
う
し
た
必
変
性
の
無
い
欄
合
に
も
、
 
 

そ
れ
ら
を
憐
行
す
る
な
ら
ば
、
そ
釣
こ
と
ば
威
綺
を
越
え
て
お
り
、
「
抑
 
 

留
の
充
瀾
に
由
来
す
る
」
 
と
さ
れ
る
 
 
 

｛
3
）
 
第
二
．
に
、
遺
絹
的
に
、
準
瀦
態
喝
的
に
完
全
惟
に
崩
す
る
も
の
 
 

が
あ
る
 
溝
終
、
拇
潔
、
㌍
紋
∵
て
釣
飽
こ
れ
に
類
す
る
と
こ
ろ
り
二
転
 
 

首
的
勧
県
‖
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
 
 
 

極
道
存
の
身
分
の
‖
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
愛
の
完
全
鰹
で
あ
り
、
極
道
 
 

者
の
身
分
は
そ
の
完
全
性
に
到
適
す
る
た
め
の
誹
疎
も
し
く
は
極
行
で
あ
 
 

る
J
 
「
訓
練
も
し
く
は
勝
行
小
 
で
あ
る
以
L
、
極
道
爵
に
は
す
で
に
漂
泊
 
 

な
愈
昧
で
の
 
「
完
全
磨
こ
 
爪
で
あ
る
）
 
こ
と
ば
要
求
さ
れ
な
い
「
一
つ
ま
り
、
 
 

溺
的
な
身
分
に
お
け
る
 
「
約
歩
音
」
 
「
進
祢
者
」
も
．
制
度
的
な
愈
味
で
 
 

の
「
完
全
性
の
身
分
」
と
し
て
の
修
道
者
の
身
分
に
属
し
う
る
u
 
し
か
し
、
 
 

「
魔
の
完
全
性
」
を
呈
心
向
す
る
）
 
こ
と
は
凝
持
と
し
て
要
求
さ
れ
る
 

そ
れ
ゆ
え
∵
修
道
者
の
身
分
を
取
得
し
た
者
は
、
（
、
1
）
 
の
意
味
で
の
 
 

「
完
全
な
愛
」
を
所
有
す
る
兼
務
は
な
い
が
、
完
全
な
愛
の
種
畜
を
志
向
 
 

し
、
そ
の
こ
と
に
向
け
て
努
力
す
る
兼
務
は
負
う
こ
と
に
な
る
し
 
 
 

ま
た
、
（
2
）
 
の
 
「
健
の
完
全
性
に
結
翳
す
る
こ
と
が
ら
」
 
に
問
し
て
 
 

も
、
修
道
音
は
こ
れ
を
寒
行
す
る
為
拘
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
ノ
 
た
だ
し
、
 
 

究
行
を
志
向
す
る
轟
務
ば
負
う
、
そ
の
こ
と
へ
の
志
向
を
侮
蔑
す
る
こ
と
 
 

は
、
修
道
者
と
し
て
の
義
持
過
反
で
あ
る
 
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
こ
と
 
 

が
ら
を
実
行
し
な
い
こ
と
自
体
は
罪
と
さ
れ
な
い
が
、
侮
蔑
す
る
者
は
罪
 
 

を
犯
す
こ
と
に
な
る
 
 
 

と
こ
ろ
で
．
以
上
 
爪
1
〓
り
こ
 
は
 
「
拉
」
 
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
単
な
 
 

る
「
勧
枇
‖
」
で
は
な
い
し
た
が
っ
て
、
先
に
加
ゎ
Ⅰ
〓
言
．
－
澄
a
．
‥
品
に
問
 
 

適
し
て
述
べ
た
ご
と
ノ
＼
 
こ
れ
ら
は
鰐
適
者
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
キ
 
 

ー
J
ス
ト
番
に
と
っ
て
の
技
遜
の
遜
拘
で
あ
る
と
も
．
．
轟
え
る
 
 
 

修
道
者
銅
棒
緻
は
、
て
エ
に
癒
す
る
と
こ
ろ
の
、
小
娘
の
㍍
綻
に
と
っ
 
 

て
は
 
「
勧
渠
冒
」
ニ
福
音
的
勧
生
＝
ニ
で
あ
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
、
神
魔
 
 

の
完
全
性
に
お
い
て
進
歩
す
る
た
め
の
手
段
も
し
く
は
遺
組
と
L
て
、
あ
 
 

た
か
も
「
拉
」
に
拭
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
遵
守
す
る
こ
と
を
、
 
 

二
碇
の
儀
式
」
 
に
も
と
づ
く
皆
約
に
よ
っ
て
自
ら
に
威
し
て
い
る
点
に
 
 

あ
る
。
L
か
L
、
あ
ら
ゆ
る
鯵
道
賓
は
あ
ら
ゆ
る
「
勧
軋
‖
」
 
に
凝
務
を
負
 
 

う
、
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
た
だ
、
濱
立
す
る
戒
律
が
威
す
所
克
の
鰭
行
 
 

に
の
み
兼
務
を
負
う
汀
r
 
 
 

こ
こ
で
、
「
温
青
的
勧
告
」
と
一
般
倍
経
と
の
関
係
に
つ
い
て
三
．
口
注
 
 

意
し
て
お
き
た
い
ー
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
、
遜
者
は
 
¶
福
酋
的
勧
露
」
 
 

は
も
っ
ば
ら
修
道
者
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
着
金
体
弓
弓
 
 

特
に
一
般
債
徒
－
き
に
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
の
印
象
を
拍
つ
か
 
 

も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
■
 
た
し
か
に
、
修
道
者
は
滴
敏
、
貞
潔
、
 
 

従
噸
の
福
音
的
勧
告
を
、
神
愛
の
完
全
性
に
進
歩
す
る
た
め
の
手
段
も
し
 
 

く
は
遣
奥
と
し
て
適
守
す
る
こ
と
を
驚
う
じ
 
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
者
は
す
 
 

ぺ
て
、
神
愛
の
高
度
の
段
階
に
至
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
生
活
状
態
に
応
じ
 
 

て
、
福
音
的
勧
告
に
属
す
る
二
光
の
行
為
を
、
自
ら
の
神
優
の
完
全
性
の
 
 

結
果
と
し
て
遂
行
す
る
こ
と
を
欲
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
 
 

る
∪
 
そ
の
燭
合
、
修
道
者
以
外
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、
修
道
者
が
行
う
よ
う
 
 

に
、
勧
菖
を
完
全
性
へ
到
達
す
る
た
め
の
訓
練
や
修
行
と
し
て
遵
守
す
る
 
 

の
で
は
な
く
、
勧
告
の
行
ね
を
強
度
の
神
愛
が
も
た
ら
し
た
 
「
余
徳
 
 

S
u
p
e
r
巧
習
t
i
已
の
行
為
と
し
て
、
事
実
上
嚢
祓
す
る
、
と
さ
れ
る
潮
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（
三
 
修
道
老
身
分
成
立
の
条
件
と
し
て
の
誓
願
 
 

こ
の
よ
う
に
、
修
道
者
と
し
て
の
 
「
身
分
」
 
の
成
立
は
、
一
定
の
 
「
福
 
 

首
的
勧
告
」
 
の
遵
守
を
義
務
と
し
て
公
的
に
誓
願
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
 
 

る
′
い
以
下
、
そ
の
条
件
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
 
 
 

ま
ず
ト
マ
ス
は
、
愛
の
完
全
性
に
到
達
す
る
た
め
の
修
行
産
た
は
訓
練
 
 

で
あ
る
修
道
者
の
身
分
に
は
、
「
自
発
的
酒
貧
」
膵
、
「
完
全
な
貞
潔
」
冊
、
 
 

「
完
全
な
従
順
」
脚
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
 
 

皆
職
苫
t
a
の
寛
立
を
も
っ
て
確
定
す
る
賓
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
聖
・
完
 
 

全
性
の
身
分
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
完
全
性
に
属
す
る
こ
と
が
ら
に
関
 
 

す
る
特
別
な
義
務
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
義
務
を
誓
願
に
よ
っ
て
神
に
対
し
 
 

て
負
う
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

ト
マ
ス
は
、
修
道
生
活
の
完
全
性
は
こ
れ
ら
三
誓
願
に
存
す
る
、
と
い
 
 

う
こ
と
を
総
括
的
に
三
つ
の
角
度
か
ら
理
由
を
挙
げ
て
確
認
し
て
い
る
肌
。
 
 
 

（
1
）
 
修
道
者
の
身
分
は
神
愛
の
完
全
性
を
志
向
す
る
修
行
で
あ
る
。
神
 
 

愛
の
全
面
的
志
向
を
人
間
に
阻
む
障
害
と
し
て
、
外
的
音
の
欲
望
（
物
欲
）
、
 
 

感
覚
的
愉
悦
の
欲
望
 
（
肉
欲
）
、
意
志
の
不
秩
序
 
（
高
僧
欲
）
 
が
あ
る
。
 
 

そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
物
欲
は
清
貧
の
誓
願
、
肉
欲
は
貞
潔
の
哲
願
、
高
 
 

慢
欲
は
従
順
の
誓
願
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
。
 
 
 

（
2
）
 
人
間
精
神
に
外
的
な
煩
労
か
ら
の
安
息
が
三
誓
願
に
よ
っ
て
与
え
 
 

ら
れ
る
。
即
ち
外
的
事
物
の
管
理
か
ら
は
清
貧
、
妻
子
の
支
配
か
ら
は
貝
 
 

潔
、
自
己
の
行
為
の
処
理
か
ら
は
自
己
を
他
者
の
処
理
に
委
ね
る
従
順
に
 
 

よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
解
放
さ
れ
る
。
 
 
 

（
3
）
 
修
道
者
の
身
分
は
神
に
対
し
て
全
面
的
に
自
己
を
奉
献
す
る
こ
と
 
 

に
よ
る
完
全
な
爛
祭
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
＝
人
は
三
つ
の
誓
願
を
通
じ
 
 

て
自
己
の
山
切
の
所
有
を
神
に
奉
献
す
る
む
 
即
ち
清
貧
に
よ
っ
て
外
的
善
 
 

を
、
員
潔
に
よ
っ
て
自
己
の
身
体
の
狩
を
、
従
順
に
よ
っ
て
自
己
の
澄
魂
 
 

の
浮
を
、
そ
れ
ぞ
れ
神
に
奉
献
す
る
 

以
上
か
ら
、
修
道
者
の
身
分
は
一
二
皆
願
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
が
構
成
さ
 
 

れ
る
こ
と
は
、
適
切
と
認
め
ら
れ
る
冊
∵
他
の
小
切
の
修
造
規
律
は
こ
れ
 
 

ら
三
つ
の
哲
願
の
よ
り
完
全
な
実
行
に
向
け
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
 
 

と
さ
れ
る
い
 
こ
こ
か
ら
修
道
者
の
身
分
は
本
質
的
に
三
誓
願
に
存
す
る
こ
 
 

と
が
帰
結
さ
れ
る
m
 

ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
つ
の
修
道
箇
願
中
脳
も
重
要
で
あ
る
の
 
 

は
従
順
の
哲
願
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
つ
の
理
由
に
よ
る
ゥ
 
（
1
）
従
順
の
 
 

皆
願
に
よ
っ
て
神
に
人
は
自
ら
の
意
志
を
奉
献
す
る
。
意
志
は
身
体
や
外
 
 

的
番
に
優
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
順
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
ら
は
、
 
 

自
分
の
固
有
の
意
志
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
ら
よ
り
も
、
一
層
神
に
讃
納
さ
 
 

れ
る
。
（
2
）
従
順
の
哲
願
は
他
の
二
宮
願
の
内
容
を
包
摂
す
る
が
そ
の
 
 

逆
は
奏
で
な
い
。
（
3
）
 
従
順
の
哲
願
は
修
道
者
の
身
分
を
構
成
す
る
最
 
 

も
本
質
的
な
哲
願
で
あ
る
。
従
順
の
哲
願
な
し
に
は
、
清
貧
と
貞
潔
を
私
 
 

的
な
腎
臓
に
よ
っ
て
遵
守
す
る
場
合
も
、
そ
の
事
寒
か
ら
は
、
修
道
者
の
 
 

身
分
に
属
す
る
と
は
見
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
剃
り
 
 

（
三
）
 
ト
マ
ス
に
よ
る
修
道
者
身
分
論
の
意
義
 
 

今
日
「
消
費
・
貞
潔
・
従
順
」
は
教
科
書
的
な
意
味
で
修
道
生
活
の
本
 
 

質
を
な
す
三
要
素
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
現
代
人
の
目
に
は
以
上
 
 

の
ト
マ
ス
の
論
は
陳
腐
な
も
の
と
映
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
修
道
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制
の
艇
更
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
三
要
靡
、
特
に
「
滴
簡
」
と
「
従
顧
」
と
 
 

の
間
に
は
“
撼
の
緊
張
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
に
緒
腰
を
払
う
必
資
が
あ
る
 
 
 

「
溝
緒
晶
 
は
ア
ン
ト
ニ
オ
謁
以
来
、
独
往
の
隠
修
士
が
盛
観
に
追
求
L
 
 

て
き
た
 
「
健
観
」
 
の
生
活
様
式
で
あ
る
′
 
こ
れ
に
柑
し
パ
シ
レ
す
オ
ス
は
 
 

北
住
修
道
劉
を
発
展
さ
せ
、
を
こ
で
は
粍
同
体
的
″
致
が
重
視
さ
れ
た
績
 
 

畢
∵
従
簡
」
に
力
点
が
欝
か
れ
る
よ
う
に
な
り
た
㌧
 
‖
ら
司
教
で
も
あ
っ
 
 

た
パ
シ
レ
イ
オ
ス
酌
も
と
で
、
鱒
遇
院
は
教
会
お
よ
び
外
感
絶
套
－
だ
の
開
 
 

陳
を
磯
め
る
こ
と
と
な
「
た
 
他
方
、
「
滴
練
」
 
に
つ
い
て
は
私
有
酎
療
 
 

の
放
餐
、
す
な
わ
ち
財
産
の
旅
寓
と
い
う
方
向
で
理
解
さ
れ
る
二
と
と
な
 
 

る
一
西
膜
の
鯵
遺
劉
は
ぺ
ネ
デ
す
タ
ト
ゥ
ス
の
 
『
戚
棒
』
に
お
い
て
確
立
 
 

し
た
形
態
を
と
る
が
、
ぞ
わ
最
前
は
庶
接
・
間
接
に
東
方
修
道
制
の
断
簡
 
 

の
も
と
に
あ
っ
た
一
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ゆ
世
繭
半
の
幡
遇
制
に
お
い
て
 
 

は
、
「
溝
終
」
は
パ
シ
レ
イ
オ
ス
的
な
ガ
向
で
理
解
さ
れ
て
い
た
L
か
し
、
 
 

基
有
と
い
う
彬
で
は
あ
っ
て
も
鰭
避
院
が
財
療
、
特
に
土
地
を
所
有
す
る
 
 

こ
と
が
審
適
さ
れ
た
紙
幣
、
往
々
に
し
て
「
滴
緒
」
は
空
洞
化
す
る
傾
向
 
 

に
あ
「
た
 
褒
登
、
L
ば
し
ば
教
会
（
司
教
）
と
太
極
道
院
は
「
大
祐
主
」
 
 

で
あ
っ
た
∴
溝
終
の
空
洞
化
は
、
教
会
や
鰭
通
史
を
療
t
い
人
々
か
ら
浮
 
 

き
L
が
っ
た
も
の
と
す
る
亀
険
が
あ
っ
た
 
こ
釣
こ
と
は
、
「
キ
リ
ス
ト
 
 

の
体
」
と
し
て
の
教
会
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
を
紘
∴
の
憤
藤
と
し
て
 
 

い
た
西
搬
中
泄
社
会
ぞ
の
も
の
の
分
裂
・
解
体
の
絶
機
を
意
味
し
て
い
た
 

‖
～
1
2
世
紀
の
ヨ
一
口
ノ
ハ
に
沸
き
起
こ
っ
た
「
隠
略
土
運
動
」
は
、
「
涌
 
 

絃
」
 
の
復
興
超
勤
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
管
 
共
住
修
道
院
を
 
 

去
っ
た
「
隠
極
土
」
た
ち
は
、
自
ら
徹
底
し
た
溝
練
の
生
活
を
送
り
つ
つ
、
 
 

終
し
い
人
の
友
で
あ
っ
た
で
エ
ス
の
福
澤
を
民
衆
に
説
い
て
ま
わ
っ
た
 
 

し
か
L
、
そ
う
L
た
一
隠
終
圭
運
動
」
を
葡
駅
と
す
る
巡
回
説
教
書
の
活
 
 

動
は
、
と
も
す
れ
ば
緊
磯
約
セ
ク
ト
と
化
す
る
亀
険
が
あ
っ
た
 
事
塞
、
 
 

二
の
時
期
各
地
に
出
現
し
た
異
璃
セ
ク
ト
は
、
そ
う
し
た
宗
教
運
動
か
ら
 
 

発
生
し
た
も
の
で
あ
る
し
 
ぞ
れ
ゆ
え
に
、
教
会
は
隠
極
上
や
㌫
回
脱
教
濱
 
 

た
ち
に
よ
る
一
滴
隣
」
 
の
儀
溺
に
は
絶
え
ず
腎
成
心
を
抱
い
て
い
た
 
ト
 
 

マ
ス
が
滴
縁
の
必
暫
性
を
説
く
舛
M
I
I
ん
l
q
」
箕
a
∴
ニ
頼
お
け
る
異
払
瀾
は
、
 
 

そ
れ
ま
で
の
教
会
内
澄
に
お
い
て
存
在
し
た
 
「
滴
徽
」
 
の
緻
痕
蘇
痘
痕
磁
 
 

す
る
人
々
が
現
異
に
展
開
し
て
蓉
た
立
場
を
反
映
し
て
い
る
 
騒
体
的
に
 
 

は
、
以
下
の
よ
う
な
脇
拠
で
あ
る
。
聖
露
の
輿
授
は
 
¶
必
要
な
も
の
を
留
 
 

保
す
る
こ
と
」
を
認
め
て
い
る
で
は
な
い
か
り
｛
 
自
己
の
全
所
存
物
を
放
 
 

資
し
て
自
発
的
滴
寮
を
奉
じ
る
賓
は
自
身
を
抱
険
に
さ
ら
す
の
で
は
な
い
 
 

か
誹
＼
 
「
建
は
ゆ
緒
に
存
す
る
一
が
、
自
発
的
渦
紋
に
よ
っ
て
一
切
を
放
壌
 
 

す
る
番
は
、
中
藤
で
は
な
く
、
む
し
ろ
極
磯
に
走
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
 
 

い
か
警
 
人
間
の
究
極
の
完
全
性
は
拳
福
に
存
す
る
が
、
笛
は
手
段
的
に
 
 

宰
福
に
騎
す
る
の
で
は
な
い
か
警
 
棒
退
寮
以
上
に
完
全
性
め
身
嘉
に
あ
 
 

る
と
さ
れ
る
司
教
に
は
財
藤
の
私
有
が
認
め
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
“
 
 

滴
練
は
施
し
の
手
段
を
奪
う
の
で
は
な
い
か
警
 
こ
れ
ら
の
興
廃
に
対
す
 
 

る
ト
マ
ス
の
個
別
的
な
回
答
は
割
愛
す
る
が
、
綬
が
 
「
渦
紋
」
 
の
必
要
惟
 
 

を
説
く
こ
と
は
、
彼
自
身
以
上
の
よ
う
な
立
場
と
の
対
決
の
中
に
身
を
置
 
 

く
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
 

ト
マ
ス
の
所
拭
し
た
ド
ミ
ニ
コ
会
（
正
式
に
は
「
説
教
老
兄
節
会
O
r
d
O
 
 

F
r
a
t
r
u
m
P
r
a
e
d
i
c
a
t
弓
u
m
」
）
 
や
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
な
ど
の
 
「
托
鉢
修
道
 
 

会
」
は
、
以
上
に
概
観
し
た
よ
う
な
社
会
的
背
教
の
中
で
豊
壌
し
た
の
で
 
 

あ
る
。
「
托
鉢
修
道
会
」
 
は
 
「
消
貧
」
 
と
 
「
従
順
」
 
と
を
共
に
強
調
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
、
教
会
と
社
会
蔓
－
特
に
貧
し
い
人
々
憂
と
を
つ
な
ぎ
 
 

止
め
る
ア
ン
カ
ー
の
役
割
を
果
た
し
た
、
し
 
そ
の
こ
と
は
特
に
、
徹
底
し
た
 
 

「
消
貧
」
 
の
中
に
生
き
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
教
会
に
対
す
る
「
従
順
」
 
の
道
 
 

を
歩
ん
だ
ア
ッ
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
生
き
方
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
 
 

る
。
「
清
貧
」
を
危
険
視
す
る
見
解
と
対
決
し
て
清
貧
の
徹
底
を
主
張
し
 
 

つ
つ
、
修
道
生
酒
の
三
要
素
の
全
体
を
「
従
順
」
 
の
優
位
の
も
と
に
還
元
 
 

し
た
ト
マ
ス
の
修
道
老
身
分
論
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
自
ら
の
生
き
方
に
 
 

よ
っ
て
示
し
た
 
「
托
鉢
修
道
会
」
 
の
精
神
を
理
論
的
に
展
開
し
た
も
の
、
 
 

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
〕
 
 

【
5
】
教
会
聖
職
者
と
修
道
着
 
 

こ
こ
で
さ
ら
に
、
修
道
者
と
教
会
聖
職
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ト
マ
 
 

ス
が
い
か
に
考
え
て
い
た
か
を
検
討
し
た
い
。
本
来
、
教
会
聖
職
者
の
伝
 
 

統
と
修
道
者
の
伝
統
と
は
相
互
に
独
立
し
て
お
り
、
特
に
東
方
教
会
で
は
 
 

両
者
の
問
に
一
定
の
緊
張
関
係
の
あ
る
時
期
も
あ
っ
た
∵
西
方
教
会
で
は
 
 

聖
職
者
に
よ
る
修
道
生
活
を
志
向
し
実
践
し
た
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
 
 

来
、
伝
統
的
に
聖
職
者
の
伝
統
と
修
道
者
の
伝
統
と
は
相
互
に
密
接
な
影
 
 

響
関
係
を
も
っ
て
展
開
し
、
特
に
宗
教
運
動
が
盛
ん
な
1
1
～
1
2
世
紀
に
は
 
 

砕
修
参
事
会
と
い
う
聖
職
者
集
団
に
よ
る
新
し
い
修
道
会
の
成
立
を
見
て
 
 

い
る
。
こ
れ
は
、
司
祭
に
よ
る
修
道
会
と
い
う
意
味
で
、
今
日
に
至
る
ま
 
 

で
の
「
修
道
司
祭
」
と
い
う
生
き
方
の
方
向
を
示
す
動
き
で
あ
る
。
他
方
、
 
 

教
会
聖
職
者
の
中
で
修
道
老
化
の
道
を
歩
ま
な
か
っ
た
 
「
在
俗
 
（
教
区
）
 
 

司
祭
」
は
、
や
は
り
修
道
者
と
の
間
に
緊
張
関
係
を
示
し
た
．
ソ
ニ
の
開
音
 
 

は
、
た
と
え
ば
ト
マ
ス
が
所
属
し
た
ド
ミ
ニ
コ
会
な
ど
托
鉢
修
道
会
が
大
 
 

学
へ
と
進
出
す
る
際
に
も
、
在
俗
聖
職
者
身
分
に
あ
っ
た
教
授
団
に
よ
る
 
 

抵
抗
と
い
う
形
で
ト
マ
ス
自
身
の
生
活
史
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
 
 

〓
）
 
司
教
の
優
位
 
 

先
に
紹
介
し
た
 
「
身
分
」
 
「
職
分
」
 
「
位
階
」
 
に
関
す
る
概
念
整
理
に
従
 
 

え
ば
、
司
教
は
聖
職
者
の
 
「
職
分
」
 
に
お
け
る
高
位
の
 
「
位
階
」
 
に
あ
る
 
 

者
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
司
教
は
修
道
者
と
共
に
 
「
完
全
性
の
 
 

身
分
」
 
に
も
属
す
る
、
と
さ
れ
る
。
完
全
性
の
身
分
に
は
、
完
全
性
に
属
 
 

す
る
こ
と
が
ら
に
対
す
る
∵
冗
の
儀
式
に
よ
る
終
生
の
義
務
づ
け
が
要
求
 
 

さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
司
教
に
も
該
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
 
 

司
教
の
司
牧
職
に
は
、
「
牧
者
は
自
分
の
羊
の
た
め
に
生
命
を
捨
て
る
」
 
 

こ
と
が
属
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
神
愛
の
完
全
性
を
示
す
行
為
で
あ
る
∪
 
 

そ
し
て
そ
の
叙
階
に
つ
い
て
は
、
『
第
一
テ
モ
テ
酋
』
（
の
‥
－
N
）
に
言
う
 
 

「
多
く
の
証
人
の
前
に
尊
い
宣
言
を
行
っ
た
」
 
と
い
う
言
葉
が
当
て
は
ま
 
 

る
が
、
こ
の
こ
と
は
一
定
の
儀
式
に
よ
る
終
生
の
義
務
づ
け
に
該
当
す
る
警
 
 
 

の
み
な
ら
ず
、
司
教
は
修
道
者
よ
り
も
優
れ
た
仕
方
で
 
「
完
全
性
の
身
 
 

分
」
 
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
n
－
司
教
は
他
の
者
を
完
成
さ
せ
る
者
と
し
て
の
 
 

立
場
に
あ
り
、
修
道
者
は
完
成
さ
れ
る
者
と
し
て
の
立
場
に
あ
る
か
ら
で
 
 

あ
る
一
‥
）
 
ゆ
え
に
、
完
全
性
の
身
分
は
修
道
者
に
お
け
る
よ
り
も
司
教
に
お
 
 

け
る
万
が
一
層
完
全
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
細
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
修
道
老
は
完
全
性
の
身
分
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
が
、
司
 
 

教
も
ま
た
修
道
者
に
優
る
意
味
で
完
全
性
の
身
分
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
 
 

つ
ま
り
、
司
教
は
「
職
分
」
 
の
点
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
「
身
分
」
 
の
点
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で
藍
鱗
遺
露
よ
招
き
緯
に
巌
る
こ
と
‥
巨
な
る
 
緻
を
挺
し
ご
＝
鳳
ば
、
略
 
 

戯
露
ば
薫
銅
画
面
に
ぉ
い
て
絹
教
に
巨
蟻
瑠
る
．
と
い
一
っ
出
藍
摺
解
を
那
 
 

L
た
も
離
と
＝
渡
る
 
ギ
、
れ
暗
温
に
当
 
終
道
路
飢
饉
噸
は
絡
凝
院
摘
祢
に
 
 

お
げ
る
蔓
厳
に
鍼
け
加
わ
れ
る
銅
品
な
ら
耳
1
 
沼
殿
に
紹
し
て
亀
向
け
ら
れ
 
 

・
㌧
∵
て
∵
I
∵
∵
∵
・
、
、
∴
∵
．
∵
二
、
・
二
＝
∴
∵
二
∴
∴
…
1
ト
ろ
 
㌦
∴
「
 
∵
 
′
 
－
好
 
 

㌦
銅
プ
ラ
〆
 
㌦
ズ
コ
を
囲
に
ォ
二
招
∵
経
絡
終
滅
裂
 
釦
堤
本
糊
碑
は
岬
溝
 
 

バ
∴
∵
付
阜
∵
・
一
対
∴
．
、
‥
∴
れ
粧
 
∴
∴
ろ
／
こ
据
巌
・
」
十
－
・
∴
∴
・
言
．
 
 

極
遇
番
離
艦
噺
ば
沼
教
∵
こ
収
観
せ
る
け
 
レ
〃
い
蒋
離
礁
＼
 
教
よ
に
紺
す
る
 
 

鯵
遺
書
離
間
鱗
（
－
∫
」
梢
に
塚
凱
 
叩
擢
噸
▲
1
∈
－
を
樟
欝
つ
け
て
い
る
、
と
 
 

理
解
す
る
こ
と
が
で
牽
よ
う
 
 

二
〓
 
修
道
者
の
「
身
分
」
と
聖
戦
者
の
「
微
分
」
－
－
⊥
鱒
適
者
と
教
 
 

区
聖
職
者
と
の
比
較
 
 

し
か
し
な
が
ら
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
．
す
叛
て
の
噂
機
番
が
完
全
怖
拇
指
 
 

分
に
あ
る
の
て
は
な
く
、
た
た
司
教
釣
晶
が
そ
鵜
凝
分
に
あ
る
 
教
区
 
 
 

爪
在
桁
）
 
パ
祭
は
、
鋸
階
捌
秘
跡
を
受
け
司
牧
職
を
担
当
す
る
が
、
そ
の
 
 

こ
と
か
ら
「
華
登
僅
翻
身
娘
エ
に
臆
す
る
も
の
と
は
さ
れ
な
い
、
と
一
箪
う
 
 

叙
階
の
際
に
、
在
桁
の
教
区
司
祭
は
誓
願
に
よ
る
完
全
性
を
志
向
す
る
た
 
 

め
の
特
別
な
凝
縮
が
負
わ
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
 
ま
た
在
俗
司
祭
は
、
 
 

例
え
ば
、
修
道
会
に
入
会
す
る
場
合
に
お
け
る
よ
う
に
、
合
法
的
に
司
取
 
 

職
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
”
つ
ま
り
．
被
は
司
牧
職
に
終
生
の
義
務
 
 

を
負
う
こ
と
は
な
い
 
こ
の
よ
う
に
司
教
以
外
の
教
区
 
（
在
俗
）
 
聖
職
者
 
 

i
小
教
区
圭
作
司
祭
ヰ
助
祭
長
 
…
 
は
完
全
性
の
身
分
に
は
属
さ
な
 
 

、
 

い
と
さ
れ
る
 

母
こ
て
閑
職
と
な
る
離
か
ぃ
 
教
奈
に
お
い
て
 
脚
絹
的
m
親
分
一
に
あ
る
 
 

司
教
以
外
鉛
懸
囁
霧
と
、
「
競
争
性
親
閲
r
げ
仙
 
に
あ
る
と
さ
れ
る
極
意
糸
 
 

と
糾
問
録
て
あ
る
 
軒
マ
謁
は
こ
釣
閏
敬
を
｝
㌢
鰭
吊
撃
と
勘
撃
巌
は
勝
 
 

道
都
に
滑
る
完
全
肇
を
翫
す
る
か
」
レ
一
徹
せ
る
加
3
芸
〔
こ
監
か
誓
ぃ
息
 
 

い
∵
㌧
卜
＝
払
出
∴
∴
瀾
」
∵
 

∵
ト
て
下
ヰ
∵
や
∴
 
h
卑
ゾ
 
∴
料
 
 

．
．
∵
ウ
 
ニ
二
 
 
 
■
－
1
い
▲
t
 
 

し
て
た
け
で
ば
な
ノ
㌔
一
機
東
」
 
や
一
鋸
隋
m
 
な
と
。
飽
銅
あ
ら
ゆ
る
誹
 
 

繁
藤
を
考
瀞
に
入
れ
た
ム
で
、
懲
磯
鷹
と
終
避
鷹
と
離
党
食
餌
た
お
け
る
 
 

緒
戦
闊
孫
を
級
粛
し
て
い
る
↓
遜
弼
に
規
な
い
数
恕
互
め
饗
盛
宴
癖
蕗
志
 
 

文
郡
長
さ
山
 
引
を
服
せ
こ
離
職
で
親
戚
脇
は
、
教
組
懸
職
責
と
細
腰
都
と
 
 

親
閲
て
闘
わ
さ
れ
た
現
凝
鉛
遍
争
を
蝕
ま
見
た
も
釣
で
あ
る
 
 
 

こ
塑
閻
魔
に
つ
い
、
て
ト
マ
ス
は
逮
ず
、
朋
友
々
鵜
問
離
縁
越
習
に
関
せ
る
 
 

比
酸
は
、
基
過
鵬
で
は
な
く
、
翻
適
面
に
感
づ
か
な
け
わ
ば
、
を
あ
か
行
 
 

わ
れ
る
余
地
ほ
な
い
」
と
し
た
じ
で
二
考
察
す
べ
き
点
」
と
し
て
、
小
1
）
 
 

身
分
、
（
崇
）
 
縦
断
、
て
ヱ
磯
分
と
い
う
二
つ
の
登
鱒
を
拳
け
る
 
を
釣
 
 

上
で
様
々
な
タ
イ
プ
銅
九
万
に
つ
い
て
粗
体
的
に
検
討
し
て
ゆ
く
 
 

（
A
）
ま
ず
、
主
任
司
祭
と
助
祭
長
に
つ
い
て
は
、
（
－
∵
身
分
上
ば
 
「
産
 
 

借
霞
」
．
す
こ
叙
階
上
は
「
司
祭
ま
た
は
助
察
」
、
そ
L
て
 
 

（
3
）
職
分
上
は
「
委
任
さ
れ
た
司
牧
を
担
当
」
 
し
て
い
る
 
 

（
B
）
他
方
、
多
く
の
修
道
老
や
紳
終
審
奉
告
畠
に
つ
い
て
は
、
｛
ユ
W
身
 
 

分
上
は
 
¶
極
道
者
」
、
て
こ
寂
階
上
は
 
「
助
祭
ま
た
は
司
祭
」
、
 
 

そ
し
て
 
て
J
）
職
分
L
は
「
司
牧
損
当
番
」
 
で
あ
る
 
 
 

（
B
）
 
は
 
（
A
｝
 
よ
り
 
爪
1
）
 
に
お
い
て
障
り
 
マ
こ
（
3
）
 
の
点
で
ほ
 
 

同
等
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
（
B
）
 
は
間
腐
な
く
 
へ
A
）
 
に
健
る
こ
と
に
 
 

な
る
 
つ
ま
り
、
修
造
裔
が
司
祭
で
あ
る
鳩
舎
、
吊
輩
の
優
越
性
を
鼠
僻
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す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
身
分
は
単
な
る
在
俗
司
祭
の
身
分
よ
り
も
一
層
 
 

完
全
で
あ
る
。
 
 

（
C
）
 
し
か
し
、
司
牧
を
担
当
し
な
い
司
祭
な
い
し
助
祭
で
あ
る
よ
う
な
 
 

修
道
者
の
場
合
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
（
C
）
 
は
 
（
A
）
 
よ
り
も
 
 

（
1
）
 
身
分
上
は
優
れ
、
（
3
）
 
職
分
上
は
劣
り
、
（
2
）
 
叙
階
上
 
 

は
同
等
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
 
（
C
）
 
と
 
（
A
）
 
と
の
比
較
に
お
い
て
、
（
1
）
 
の
 
「
身
分
」
と
 
 

（
3
）
 
の
 
「
職
分
」
と
の
い
ず
れ
の
優
越
性
が
よ
り
重
要
で
あ
る
か
、
が
 
 

間
鴇
と
な
る
。
こ
こ
で
、
ト
マ
ス
は
考
察
に
あ
た
っ
て
留
意
す
べ
き
点
と
 
 

し
て
、
身
分
と
職
分
と
の
 
（
a
）
善
性
と
、
（
b
）
困
難
惟
と
の
二
つ
の
観
 
 

点
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

（
a
）
 
両
者
の
善
性
を
比
較
し
た
場
合
、
修
道
者
の
 
「
身
分
」
は
主
任
 
 

司
祭
や
助
祭
長
の
 
「
職
分
」
 
に
優
る
、
と
結
論
づ
け
る
し
 
そ
の
 
 

理
由
と
し
て
ト
マ
ス
は
、
「
修
道
者
の
場
合
は
、
そ
の
全
生
瀬
 
 

を
完
全
性
の
追
求
に
義
務
づ
け
る
が
、
主
任
司
祭
や
助
祭
長
の
 
 

場
合
は
、
司
教
の
よ
う
に
、
全
生
涯
を
司
牧
に
義
務
づ
け
る
こ
 
 

と
も
、
所
轄
の
人
々
へ
の
主
要
な
配
慮
を
本
分
と
す
る
こ
と
も
 
 

な
く
、
単
に
司
牧
の
二
部
を
職
分
と
し
て
委
任
さ
れ
て
い
る
に
 
 

過
ぎ
な
い
か
ら
」
と
い
う
点
を
挙
げ
る
。
さ
ら
に
問
題
の
比
較
 
 

は
、
「
行
為
と
い
う
顆
に
基
づ
く
比
較
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
 
 

べ
き
で
あ
る
」
 
と
指
摘
し
、
そ
の
理
由
を
「
行
為
者
の
神
愛
に
 
 

基
づ
け
ば
、
類
別
上
は
小
さ
な
行
為
も
、
大
き
な
神
愛
で
行
わ
 
 

れ
る
場
合
、
時
と
し
て
、
よ
り
広
大
な
功
績
を
得
る
か
ら
で
あ
 
 

る
」
と
し
て
い
る
l
。
 
 
 

（
b
）
 
修
道
者
の
身
分
や
司
牧
職
に
お
け
る
酋
良
な
生
活
の
困
難
性
に
 
 

留
意
す
る
場
合
、
司
牧
職
に
お
け
る
啓
良
な
生
活
は
、
諸
々
の
 
 

外
的
危
険
性
の
ゆ
え
に
、
困
難
性
が
一
層
大
で
あ
る
、
と
し
て
 
 

い
る
。
た
だ
し
、
修
道
者
の
身
分
の
生
酒
は
、
行
為
の
頬
自
体
 
 

に
関
す
る
限
り
、
修
道
規
律
の
遵
守
の
厳
格
性
の
ゆ
え
に
、
山
 
 

層
困
鞋
な
生
活
を
し
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
 
 

以
上
の
ト
マ
ス
の
結
論
は
か
な
り
微
妙
な
も
の
で
あ
る
が
、
全
体
的
な
 
 

論
調
と
し
て
は
、
（
C
）
 
の
 
（
A
）
 
に
対
す
る
優
位
、
つ
ま
り
、
「
完
全
性
 
 

の
身
分
」
 
の
 
「
司
牧
の
職
分
」
に
対
す
る
優
位
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
 
 

思
わ
れ
る
。
 
 

（
D
）
 
「
労
務
修
道
者
」
 
の
場
合
の
よ
う
に
、
叙
階
を
欠
い
た
修
道
者
の
 
 

場
合
、
尊
厳
に
関
し
て
は
、
斜
階
の
優
越
性
が
卓
越
す
る
。
つ
ま
 
 

り
 
（
A
）
 
は
 
（
D
）
 
に
は
優
る
。
 
 
 

「
労
務
修
道
省
」
と
訳
さ
れ
る
c
O
n
完
r
S
i
と
い
う
語
は
、
伝
統
的
に
は
 
 

「
助
修
上
」
と
訳
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス
は
聖
職
叙
階
を
受
け
 
 

て
い
な
い
修
道
省
一
般
を
指
す
意
味
 
－
 
つ
ま
り
、
今
日
的
な
意
味
で
の
 
 

「
修
道
士
」
 
「
ブ
ラ
ザ
ー
」
 
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
近
い
意
味
 
－
 
で
用
 
 

い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
修
道
者
の
伝
統
は
教
会
聖
職
者
の
伝
統
か
ら
は
 
 

独
立
し
て
い
る
の
で
、
歴
史
的
に
は
ト
マ
ス
の
告
う
意
味
で
の
 
（
D
）
 
タ
 
 

イ
プ
に
属
す
る
修
道
省
こ
そ
が
本
来
の
 
「
修
道
士
」
 
で
あ
る
と
言
う
こ
と
 
 

も
で
き
る
。
し
か
し
、
律
修
参
事
会
の
系
譜
に
属
す
る
ド
ミ
ニ
コ
会
士
ト
 
 

マ
ス
に
と
っ
て
、
「
修
道
者
」
 
の
名
の
も
と
で
主
と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
 
 

て
い
た
の
は
、
（
B
）
 
な
い
し
 
（
C
）
 
タ
イ
プ
の
 
「
修
道
司
祭
」
 
で
あ
っ
 
 

た
よ
う
で
あ
る
。
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言
こ
 
修
道
者
と
教
会
聖
職
者
と
の
比
較
に
関
す
る
ト
マ
ス
の
立
場
 
 

以
仁
の
ト
マ
ス
の
脇
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
酌
修
適
者
は
、
身
分
的
に
も
 
 

職
分
的
に
も
司
教
の
も
と
に
擁
す
る
、
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
も
ろ
も
ろ
 
 

の
聖
職
者
お
よ
び
修
道
者
釣
ゆ
で
は
、
や
は
り
身
分
的
に
も
職
分
約
に
も
 
 
 

こ
拍
）
 
】
1
1
ノ
さ
ら
に
は
 
爪
C
）
2
－
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
 
「
修
道
司
 
 

祭
」
 
が
厳
商
の
地
位
を
占
め
、
司
教
に
次
ぐ
も
釣
と
さ
れ
て
い
る
 
つ
ま
 
 

り
二
極
道
司
肇
」
は
司
教
の
厳
商
の
補
助
番
で
あ
る
、
と
の
自
覚
を
示
 
 

し
て
い
る
、
と
理
解
で
き
る
 
こ
銅
点
で
は
、
終
生
司
祭
磯
を
望
ま
な
 
 

か
っ
た
ア
ノ
シ
シ
の
プ
ラ
、
で
ン
ス
コ
釣
梢
神
と
ば
替
ド
異
な
り
、
緒
終
審
 
 

事
奈
の
薪
感
に
摘
し
、
司
祭
か
ら
な
る
鱒
遺
会
と
し
て
摘
発
し
た
巨
ミ
ニ
 
 

コ
奈
独
〓
の
在
職
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
㌶
見
る
 
 

【
6
】
結
 
請
 
 

こ
の
小
脇
で
は
、
ト
マ
ス
に
と
り
て
∵
縛
に
 
「
極
道
生
活
」
 
と
い
う
隼
 
 

き
ガ
が
神
威
翻
倫
理
と
の
閣
榛
で
い
か
な
る
感
鴫
を
和
し
て
い
た
か
を
明
 
 

ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
J
 
そ
の
際
蓋
ず
手
始
め
に
、
「
鰭
適
者
 
 

の
身
分
は
完
全
性
の
身
分
を
含
意
す
る
」
と
い
う
テ
ヨ
ゼ
の
意
味
を
解
明
 
 

す
る
こ
と
を
も
っ
て
搾
求
釣
手
か
か
り
と
し
た
 
 
 

「
完
全
性
の
身
分
」
は
、
（
1
）
 
神
僚
の
完
全
怜
に
屈
す
る
こ
と
が
ら
に
 
 

対
す
る
、
（
エ
一
党
の
儀
式
に
よ
る
終
生
の
義
務
づ
け
、
を
成
立
条
件
 
 

と
し
て
い
た
 
修
道
爵
が
 
「
完
全
件
の
身
分
」
 
に
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
 
 

は
、
極
道
音
が
、
溝
緒
・
負
潔
・
従
噸
と
い
う
、
一
般
倍
徒
に
は
「
勧
吉
」
 
 

（
「
福
歯
的
勧
蛮
」
）
と
さ
れ
る
こ
と
が
ら
を
、
¶
神
餐
の
完
全
性
」
 
へ
と
 
 

到
達
す
る
た
め
の
訓
練
や
修
行
の
た
め
に
兼
務
と
し
て
遵
守
す
る
こ
と
を
 
 

公
的
に
褒
願
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
 

澄
摩
史
お
よ
び
教
会
史
に
お
い
て
ト
マ
ス
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
考
 
 

傲
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
ト
マ
ス
が
「
滴
箇
」
と
「
従
噸
」
と
を
と
も
に
厳
 
 

粛
し
て
い
る
こ
と
は
、
被
が
所
属
し
て
い
る
ド
ミ
ニ
コ
会
を
は
じ
め
と
す
 
 

る
「
托
鉢
修
道
会
一
の
歴
史
的
意
義
を
短
観
し
て
い
る
 
教
会
や
は
線
的
 
 

修
道
院
に
お
い
て
滴
簡
が
空
洞
化
し
、
教
会
が
練
し
い
人
々
か
ら
浮
染
上
 
 

が
り
つ
つ
あ
っ
た
態
機
の
中
で
、
「
托
鉢
鱗
適
合
」
は
教
会
と
杜
箪
F
圭
 

特
に
鎗
王
い
人
音
卜
を
ふ
を
つ
な
ぎ
止
め
る
ア
ン
カ
雷
の
役
割
を
果
た
し
 
 

て
い
た
 
 
 

ト
マ
ス
は
終
遺
者
は
身
分
上
も
磯
分
上
も
司
教
に
下
観
す
る
も
の
と
認
 
 

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
道
者
の
教
会
へ
の
従
療
ほ
騒
体
約
に
は
司
教
に
 
 

向
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
し
他
方
、
ト
マ
ス
は
司
教
以
外
の
教
区
 
 
 

（
在
俗
）
 
聖
騎
者
に
つ
い
て
は
 
「
完
全
性
の
身
分
」
 
に
は
絨
さ
な
い
、
と
 
 

す
る
 
そ
わ
ゆ
え
、
終
遺
宙
（
特
に
「
修
道
司
祭
」
）
 
は
身
分
上
教
区
（
在
 
 

俗
）
 
聖
磯
者
に
躍
る
こ
と
が
王
墓
さ
れ
る
 
を
れ
ゆ
え
、
修
道
音
 
（
特
に
 
 

「
鱒
遵
司
撃
こ
 
は
身
分
上
の
健
適
性
ゆ
え
に
教
区
 
叫
在
俗
）
 
聖
職
者
に
 
 

は
下
属
せ
ず
、
庶
撥
司
教
に
下
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
王
威
 
 

さ
か
て
い
た
も
の
と
理
解
で
き
る
J
二
】
の
こ
と
は
、
修
道
司
祭
が
司
教
の
 
 

最
高
の
補
助
者
で
あ
る
、
と
の
自
己
理
解
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
 
 
 

こ
う
し
た
修
道
老
身
分
に
対
す
る
位
置
づ
け
の
中
に
∵
印
幡
参
事
会
の
 
 

系
譜
に
拭
し
、
司
祭
か
ら
な
る
修
道
会
と
し
て
出
発
し
た
ド
ミ
ニ
コ
会
土
 
 

と
し
て
の
ト
マ
ス
の
基
本
姿
勢
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
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（12）（11）（10）（9）（8）（7）（6）  注  （51甘＝刊（2）   

拙
著
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
愛
」
と
「
正
義
」
』
 
（
知
 
 

泉
書
館
 
N
茎
盟
 
参
照
。
 
 

h
．
H
i
l
・
l
I
q
．
N
A
a
．
N
c
．
 
 

叫
づ
l
・
i
：
q
．
∽
－
a
．
♪
q
．
許
a
．
u
一
a
．
ひ
睾
－
暴
挙
i
i
q
．
N
料
a
．
N
 
 

わ
↓
I
i
i
q
．
加
a
．
〕
も
．
♪
a
．
∽
 
 

匝
H
I
－
I
i
q
．
－
宗
a
．
言
．
N
ヒ
I
q
．
詔
 
 

読
者
の
中
に
は
こ
こ
で
、
ト
マ
ス
の
立
場
は
「
教
会
の
外
に
救
い
な
 
 

し
」
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
排
他
主
義
e
宍
F
s
i
く
訂
m
」
を
含
意
す
る
の
 
 

か
、
と
問
わ
れ
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
「
当
時
 
 

に
お
い
て
は
」
と
い
う
留
保
を
つ
け
て
そ
の
こ
と
を
認
め
る
、
と
い
 
 

う
の
が
常
識
的
な
見
解
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
差
し
当
た
り
 
 

そ
う
し
た
通
説
的
理
解
に
従
っ
て
叙
述
す
る
。
た
だ
し
、
筆
者
自
身
 
 

と
し
て
は
、
た
と
え
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