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マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー

　
　『
二
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
』
を
読
む

徳
　
善
　
義
　
和

　
以
下
は
、
一
九
七
一
年
に
聖
文
舎
か
ら
岸
千
年
の
訳
で
出
版
さ
れ
た
『
二
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
』
の
本
文
の
講
読
と
い
う

形
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
翻
訳
は
現
在
で
は
入
手
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
で
、（
ま
た
、
本
文
を
手
元
に
置
い
て
見
な
い
限
り
、
発
題

の
流
れ
に
つ
い
て
い
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
）
こ
こ
に
そ
の
本
文
全
文
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
同
時
に
、
発
題
に
沿
っ
て
各

段
落
に
は
段
落
番
号
も
付
記
し
、
発
題
本
文
と
の
照
合
を
し
や
す
い
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
末
尾
に
岸
に
よ
る
解
説
の
冒
頭
部
分

を
付
け
加
え
た
。
な
お
、
聖
書
本
文
は
日
本
聖
書
協
会
「
口
語
訳
」
に
よ
っ
て
い
る
。
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二
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教

 

神
父
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー

（
１
）
兄
弟
た
ち
よ
、「
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
あ
っ
て
い
だ
い
て
い
る
の
と
同
じ
思
い
を
あ
な
た
が
た
の
間
で
も
持
ち
な
さ

い
。
キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
か
た
ち
で
あ
ら
れ
た
が
、
神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
を
固
守
す
べ
き
事
と
は
思
わ
れ
な
か
っ

た
」（
ピ
リ
ピ
書
二
章
五
ー
六
）。

（
２
）
人
間
の
罪
が
二
種
あ
る
の
と
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
者
の
義
も
二
種
あ
る
。

第
一
は
、
私
た
ち
の
も
の
で
は
な
い
別
種
の
義
、
外
側
か
ら
導
入
さ
れ
る
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
義
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
、
信
仰
を
媒
介
に
し
て
、
私
た
ち
を
義
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手

紙
（
一
章
三
○
）
に
、「
キ
リ
ス
ト
は
神
に
た
て
ら
れ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
知
恵
と
な
り
、
義
と
聖
と
あ
が
な
い
と
な

ら
れ
た
」
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。

（
３
）
実
に
、
キ
リ
ス
ト
自
身
も
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
（
一
一
章
二
五
）
に
、「
わ
た
し
は
よ
み
が
え
り
で
あ
り
、
命
で

あ
る
。
わ
た
し
を
信
じ
る
者
は
、
決
し
て
死
な
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
再
び
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
（
一

四
章
六
）
に
、「
わ
た
し
は
道
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
命
で
あ
る
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
義
は
、
洗
礼
に

お
い
て
、
ま
た
、
真
実
に
悔
い
改
め
る
者
に
は
い
つ
で
も
与
え
ら
れ
る
。

だ
か
ら
、
ひ
と
は
、
自
信
を
も
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
誇
り
を
も
ち
、「
キ
リ
ス
ト
が
生
き
、
行
動
し
、
語
り
、
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受
難
し
、
死
に
た
も
う
た
こ
と
は
、
私
の
も
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
私
が
、
主
の
ご
と
く
生
き
、
行
動
し
、
語
り
、

受
難
し
、
死
ん
だ
の
と
同
じ
よ
う
に
、
私
の
も
の
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
花
婿
は
花
嫁
の
も
の
を
み
な

所
有
し
、
花
嫁
は
花
婿
の
も
の
を
み
な
所
有
す
る
。（
な
ぜ
な
ら
、
二
人
は
一
つ
の
か
ら
だ
で
あ
り
、
す
べ
て
は
二
人

の
共
有
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
創
世
二
章
四
）。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
と
教
会
と
は
一
つ
の
霊
で
あ
る

（
エ
ペ
ソ
五
章
二
九
ー
三
二
）。

（
４
）
聖
ペ
テ
ロ
に
よ
れ
ば
、
聖
な
る
神
、
あ
わ
れ
み
深
い
父
は
、
こ
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
大
き
く
、
尊
い
賜
物
を
、
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
私
た
ち
に
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る（
第
二
ペ
テ
ロ
一
章
四
）。
ま
た
、
パ
ウ
ロ
は
、

コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
二
の
手
紙
（
一
章
三
）
に
お
い
て
、「
ほ
む
べ
き
か
な
、
わ
た
し
た
ち
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
父
な
る
神
、
あ
わ
れ
み
深
き
父
、
慰
め
に
満
ち
た
る
神
、
神
は
、
天
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
霊
的
祝
福
を
も
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
を
祝
福
し
て
く
だ
さ
る
」（
注
・
こ
の
箇
所
は
、
実
際
に
は
エ
ペ
ソ
一
章
三
）
と
言

う
。

（
５
）
こ
の
言
い
つ
く
し
が
た
い
恵
み
と
祝
福
と
は
、
そ
の
昔
、
創
世
記
（
一
二
章
三
）
に
お
い
て
、「『
あ
な
た
の
子
孫
に

よ
っ
て
（
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
）
地
の
す
べ
て
の
や
か
ら
は
祝
福
さ
れ
る
』
と
い
っ
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム

に
約
束
さ
れ
た
」（
注
・
創
世
一
二
章
三
に
は
、「
あ
な
た
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
。
こ
の
引
用
句
は
実
は
創
世
二
二
章

一
八
）。

（
６
）
ま
た
、
イ
ザ
ヤ
（
九
章
六
）
に
は
、「
ひ
と
り
の
み
ど
り
ご
が
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
ま
た
、

「
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
」と
言
っ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
が
主
を
信
じ
る
と
き
、
主
は
そ
の
す
べ
て
の
よ
き
も
の
と
と

も
に
主
の
全
体
が
私
た
ち
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
（
八
章
三
二
）
に
、「
ご
自
身
の
御
子
を
さ
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え
惜
し
ま
な
い
で
、
わ
た
し
た
ち
す
べ
て
の
者
の
た
め
に
死
に
渡
さ
れ
た
か
た
が
、
ど
う
し
て
、
御
子
の
み
な
ら
ず

万
物
を
も
賜
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
あ
る
。
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
が
所
有
し
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
私
た
ち

の
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
む
し
ろ
怒
り
と
刑
罰
と
、
そ
し
て
地
獄
に
こ
そ
値
す
る
の
に
、
純
粋
な
あ
わ
れ
み
に

よ
っ
て
、
価
値
な
き
私
た
ち
に
、
深
い
恵
み
を
も
っ
て
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
７
）
こ
う
い
う
わ
け
で
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
が
、
み
父
の
い
と
も
聖
な
る
み
こ
こ
ろ
を
行
う
た
め
に
来
た
と
言
っ
て
（
ヨ

ハ
ネ
六
章
三
八
）、
み
父
に
服
従
し
た
の
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
が
な
し
た
こ
と
は
す
べ
て
何
で
あ
れ
、
私
た
ち
の
た

め
に
な
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
も
の
と
な
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
は
願
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
わ
た
し
は
あ

な
た
が
た
の
中
で
、
給
仕
を
す
る
者
の
よ
う
に
し
て
い
る
」（
ル
カ
二
二
章
二
七
）
と
も
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
キ
リ

ス
ト
は
、「
こ
れ
は
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
与
え
る
わ
た
し
の
か
ら
だ
で
あ
る
」と
言
う
。
イ
ザ
ヤ
は
、
第
四
三
章

（
四
三
章
二
四
）で
言
う
、「
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
罪
の
重
荷
を
わ
た
し
に
負
わ
せ
、
あ
な
た
の
不
義
を
も
っ
て
、
わ

た
し
を
煩
わ
せ
た
」
と
。

（
８
）
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
義
は
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
義
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
の
も
の
は
す

べ
て
私
た
ち
の
も
の
と
な
る
。
い
な
、
む
し
ろ
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
が
、
私
た
ち
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
使
徒
は
そ
れ
を
、
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
（
一
章
一
七
）
に
お
い
て
、「
神
の
義
」
と
呼
ん
で
い
る
。
神
の
義

は
、
福
音
の
中
に
啓
示
さ
れ
て
い
る
。
聖
書
に
、「
信
仰
に
よ
る
義
人
は
生
き
る
」と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
最
後
に
、

同
じ
書
簡
（
三
章
二
八
）
に
、「
わ
た
し
た
ち
は
こ
う
思
う
。
人
が
義
と
さ
れ
る
の
は
信
仰
に
よ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
信
仰
が
、
神
の
義
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

（
９
）
こ
れ
は
、
無
限
の
義
で
あ
っ
て
、
一
瞬
に
、
す
べ
て
の
罪
を
呑
み
こ
ん
で
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
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ト
に
信
頼
す
る
者
は
、
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
と
同
じ
義
を
所
有
し
、
キ
リ
ス
ト
と
一

つ
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
人
の
う
ち
に
罪
が
と
ど
ま
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
義
は
、
第
一

の
も
の
、
基
盤
、
原
因
で
あ
り
、
実
に
、
私
た
ち
自
身
の
義
の
源
で
あ
る
。
実
に
、
こ
れ
は
、
ア
ダ
ム
に
お
い
て
失

わ
れ
た
原
義
（
注
・
最
初
に
与
え
ら
れ
て
い
た
神
と
の
正
し
い
関
係
）
の
代
わ
り
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
あ
の
原
義

が
働
い
た
と
同
じ
よ
う
に
、
い
な
、
一
段
と
多
く
働
く
の
で
あ
る
。

（
10
）
詩
篇
三
○
篇
（
注
・
三
一
篇
一
）
の
、「
主
よ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
に
依
り
頼
み
ま
す
。
と
こ
し
え
に
わ
た
し
を
は
ず

か
し
め
ず
、
あ
な
た
の
義
を
も
っ
て
わ
た
し
を
お
助
け
く
だ
さ
い
」
と
い
う
祈
り
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の

で
あ
る
。in m

ea 
（
わ
た
し
の
「
義
」
を
も
っ
て
）
と
言
わ
ず
、in tua 

（
あ
な
た
の
「
義
」
を
も
っ
て
）
と
、
す

な
わ
ち
、
信
仰
を
媒
介
と
し
、
神
の
恵
み
と
あ
わ
れ
み
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
も
の
と
さ
れ
る
、
私
た
ち
の
神
、
キ
リ

ス
ト
の
義
に
よ
っ
て
と
言
う
の
で
あ
る
。

（
11
） 

　
ま
た
、
詩
篇
の
中
の
多
く
の
箇
所
に
お
い
て
、
信
仰
は
主
の
わ
ざ
、
告
白
、
神
の
力
、
あ
わ
れ
み
、
真
理
、
義
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
の
名
称
で
あ
る
。
い
な
、
む
し
ろ
、
キ
リ
ス
ト
の
う
ち

に
あ
る
義
の
名
称
で
あ
る
。

（
12
）  

だ
か
ら
、
使
徒
は
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
（
二
章
二
○
）
で
、
大
胆
に
、「
生
き
て
い
る
の
は
、
も
は
や
わ
た
し
で
は

な
い
。
キ
リ
ス
ト
が
、
わ
た
し
の
う
ち
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
」と
言
い
、
ま
た
、
エ
ペ
ソ
人
へ
の
手
紙（
三

章
一
四
ー
一
七
）で
は
、「
信
仰
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
が
あ
な
た
が
た
の
心
の
内
に
住
ま
わ
れ
る
こ
と
を
お
許
し
に

な
る
よ
う
に
…
…
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
13
）
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
義
は
、
た
だ
恵
み
の
み
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
行
為
な
し
に
、
私
た
ち
の
う
ち
に
注
入
さ
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れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
内
側
に
お
い
て
、
み
父
が
私
た
ち
を
キ
リ
ス
ト
の
方
向
へ
確
実
に
導
い
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
結
果
で
あ
る
が
、
こ
の
義
は
、
原
罪
と
対
立
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
罪
も
、
私
た
ち
の

も
の
で
な
い
別
種
の
も
の
と
し
て
、
私
た
ち
の
行
為
な
し
に
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
私
た
ち
に
結
び
付
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。

（
14
）
こ
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
、
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
を
知
る
知
識
の
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
日
ご
と
に
、
い
よ
い

よ
（
古
い
）
ア
ダ
ム
を
追
い
出
す
の
で
あ
る
。
別
種
の
義
は
、
即
座
に
注
入
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
は
、
は

じ
め
が
あ
り
、
進
展
が
あ
り
、
そ
し
て
最
後
に
、
死
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
完
成
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
15
）
第
二
の
義
は
、
私
た
ち
自
身
の
義
で
あ
る
が
、
私
た
ち
だ
け
が
そ
れ
を
生
か
す
の
で
は
な
く
、
あ
の
第
一
の
、
別
種

の
義
に
包
み
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
か
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
に
肉
を
殺
し
、
ま
た
、
自
分
自
身
に
つ

い
て
は
欲
望
を
十
字
架
に
つ
け
、
善
き
わ
ざ
に
よ
っ
て
有
益
な
生
を
送
る
こ
と
で
あ
る
。
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙（
五

章
二
四
）
に
、「
キ
リ
ス
ト
に
属
す
る
者
は
、
自
分
の
肉
を
、
そ
の
情
と
欲
と
共
に
十
字
架
に
つ
け
て
し
ま
っ
た
」
と

言
っ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

（
16
）
第
二
に
、
こ
れ
は
隣
人
に
対
す
る
愛
で
あ
り
、
第
三
に
、
神
に
対
す
る
謙
虚
と
お
そ
れ
で
あ
る
。
使
徒
書
と
聖
書
全

体
は
、
こ
の
こ
と
で
満
ち
て
い
る
。
使
徒
書
は
、
テ
ト
ス
へ
の
手
紙
（
二
章
一
二
）
で
、
す
べ
て
を
簡
潔
に
要
約
し
、

「
こ
の
世
に
お
い
て
は
、（
自
分
自
身
の
肉
を
十
字
架
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
）慎
み
深
く
、
ま
た
、（
隣
人
に
対
し

て
）
正
し
く
、（
神
に
対
し
て
）
信
心
深
く
生
き
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
17
）
こ
の
義
は
、
第
一
の
義
か
ら
出
た
産
物
で
あ
り
、
そ
の
実
、
ま
た
結
果
で
あ
る
。
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
（
五
章
二

一
）
に
、「
し
か
し
、（
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
霊
的
な
人
の
）
御
霊
の
実
は
、
愛
、
喜
び
、
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平
和
、
寛
容
、
慈
愛
、
善
意
、
忠
実
、
柔
和
、
自
制
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ

て
い
る
実
は
、
人
の
わ
ざ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
箇
所
で
、
霊
的
な
人
が
い
わ
ゆ
る
「
霊
の
実
」
を
生
み
出
す
「
霊
」
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
（
三
章
六
）
は
、「
肉
か
ら
生
ま
れ
る
者
は
肉
で
あ
り
、
霊
か

ら
生
ま
れ
る
者
は
霊
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
18
）
こ
の
義
は
、
第
一
の
（
別
種
の
）
義
を
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、（
古
い
）
ア
ダ
ム
を
滅
ぼ
し
、
罪
の

か
ら
だ
を
破
壊
す
る
よ
う
に
、
こ
の
義
が
い
つ
も
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
分
を
憎
み
、
隣
り
人
を

愛
し
、
自
分
の
利
益
を
求
め
ず
、
他
者
の
利
益
を
求
め
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
の
中
に
、
こ
の
義
全
体
の
生

き
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。
自
分
を
憎
み
、
自
分
の
利
益
を
求
め
な
い
こ
と
の
中
に
、
肉
を
十
字
架
に
つ
け
る
と
い
う

こ
と
が
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
他
の
人
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
、
そ
れ
は
愛
の
働
き
を
す
る
。
ま
た
、
こ

の
よ
う
に
、
神
の
み
こ
こ
ろ
を
両
面
に
お
い
て
な
し
、
自
己
に
対
し
て
慎
み
深
く
、
隣
り
人
に
対
し
て
正
し
く
、
神

に
対
し
て
信
心
深
く
生
き
る
の
で
あ
る
。

（
19
）
ま
た
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
義
は
キ
リ
ス
ト
の
手
本
を
ま
ね
び（
第
一
ペ
テ
ロ
二
章
二
一
）、
キ
リ
ス
ト
の
姿
に

似
る
も
の
へ
と
変
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
が
命
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
自

分
の
利
益
を
求
め
ず
、
私
た
ち
の
利
益
だ
け
を
求
め
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
父
な
る
神
に
最
も
従
順
で
あ
っ
て
、
私

た
ち
の
た
め
に
す
べ
て
の
こ
と
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
、
隣
人
に
同
じ
模
範
を
示
す

よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
は
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

（
20
）
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙（
六
章
一
九
）に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
義
は
、
私
た
ち
自
身
の
現
実
の
罪
に
対
立
し
て
い
る
。「
あ

な
た
が
た
は
、
か
つ
て
自
分
の
肢
体
を
汚
れ
と
不
法
と
の
僕
と
し
て
さ
さ
げ
て
不
法
に
陥
っ
た
よ
う
に
、
今
や
自
分
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の
肢
体
を
義
の
僕
と
し
て
さ
さ
げ
て
、
き
よ
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
だ
か
ら
、
第
一
の
義
に
よ
っ
て
、「
わ

た
し
は
あ
な
た
の
も
の
」と
魂
に
向
か
っ
て
言
う
花
婿
の
声
が
聞
こ
え
、
第
二
の
義
に
よ
っ
て
、「
わ
た
し
は
あ
な
た

の
も
の
」
と
言
う
花
嫁
の
声
が
聞
こ
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
結
婚
は
完
了
さ
れ
、
強
く
な
り
、
完
全
な
も

の
と
な
る
。「
わ
が
愛
す
る
者
は
わ
た
し
の
も
の
、
わ
た
し
は
彼
の
も
の
」と
雅
歌
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

魂
は
、
も
は
や
自
分
の
た
め
に
義
を
求
め
ず
、
キ
リ
ス
ト
を
自
分
の
義
と
し
て
持
つ
の
で
、
ひ
た
す
ら
他
人
の
益
と

な
る
こ
と
を
求
め
る
。
だ
か
ら
、
会
堂
の
主
は
「
わ
た
し
は
（
町
々
か
ら
）
楽
し
み
の
声
、
花
婿
の
声
、
花
嫁
の
声

を
絶
や
す
」（
エ
レ
ミ
ヤ
七
章
三
四
）
と
い
う
預
言
者
の
こ
と
ば
を
も
っ
て
脅
か
す
の
で
あ
る
。

（
21
）
こ
の
こ
と
は
、
今
、
私
た
ち
が
学
ん
で
い
る
聖
句
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス

に
あ
っ
て
い
だ
い
て
い
る
の
と
同
じ
思
い
を
、
あ
な
た
が
た
の
間
で
も
互
い
に
生
か
し
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
が
あ
な
た
が
た
に
心
を
用
い
た
こ
と
を
知
っ
て
、
あ
な
た
が
た
も
相
互
に
心
を
用
い
、
い
つ
く
し
み

あ
う
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
22
）
ど
の
よ
う
に
し
て
か
。「
キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
か
た
ち
で
あ
ら
れ
た
が
、
神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
を
固
守
す
べ
き
事
と

は
思
わ
ず
、
か
え
っ
て
、
お
の
れ
を
む
な
し
う
し
て
僕
の
か
た
ち
を
と
ら
れ
た
…
…
」（
ピ
リ
ピ
二
章
六
）
と
い
う
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
で
あ
る
。

（
23
）
こ
こ
で
、
神
の
か
た
ち
と
い
う
の
は
、
神
の
本
質
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
は
神
の
本
質
を
一
度
も
む
な

し
く
し
た
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
も
べ
の
か
た
ち
が
、
人
間
の
本
質
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
と
同
じ
で
あ

る
。
し
か
し
、
神
の
か
た
ち
、
知
恵
、
力
、
正
義
、
慈
愛
、
そ
し
て
自
由
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
、
自
由
で
、
力
を

も
ち
、
知
あ
る
人
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
が
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
悪
に
も
罪
に
も
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
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て
な
か
っ
た
。（
神
に
と
っ
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
か
た
ち
が
〔
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
〕
あ
ら
わ
れ
て
い
た
）。

（
24
）
し
か
も
キ
リ
ス
ト
は
、
こ
の
か
た
ち
に
お
い
て
高
ぶ
る
こ
と
も
な
く
、
ご
自
分
を
喜
ば
せ
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た

（
ロ
ー
マ
一
五
章
三
）。
さ
ま
ざ
ま
な
悪
の
奴
隷
と
な
り
、
そ
れ
に
支
配
さ
れ
て
い
る
他
の
者
た
ち
を
さ
げ
す
む
こ
と

も
、
軽
蔑
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
は
、「
わ
た
し
は
ほ
か
の
人
た
ち
の
よ
う
で
な
い
こ
と
を
感
謝
し
ま

す
」（
ル
カ
一
八
章
一
一
）
と
言
っ
た
あ
の
パ
リ
サ
イ
派
の
人
の
よ
う
で
は
な
か
っ
た
。
あ
の
パ
リ
サ
イ
人
は
、
他
人

が
不
幸
で
あ
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ほ
か
の
人
々
が
自
分
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
望

ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
略
奪
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
と
は
、
自
分
の
も
の
で
な
い
も
の
を
自

分
の
も
の
と
す
る
、
い
な
、
む
し
ろ
、
自
分
の
も
っ
て
い
る
も
の
を
堅
く
握
っ
て
い
て
、（
神
の
も
の
）を
は
っ
き
り

神
の
も
の
と
せ
ず
、
ま
た
、
自
分
が
他
人
と
同
じ
よ
う
に
な
る
た
め
の
奉
仕
を
他
人
に
対
し
て
し
な
い
。

（
25
）
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、
自
分
に
満
足
し
、
自
分
を
喜
ば
せ
、
自
分
に
栄
光
を
与
え
、
何
ぴ
と
に
も
負
い
目
を
感
じ

な
い
で
、
神
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
は
そ
の
よ
う
に
思
わ
な
か
っ
た
し
、
考
え
も
し
な
か
っ

た
。
あ
え
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
は
、
あ
の
姿
を
神
に
か
え
し
、
自
分
を
む
な
し
く
し
て
、
私
た
ち
と
か
け
は
な
れ
て
い

る
こ
と
を
示
す
た
め
に
そ
の
高
い
位
を
用
い
よ
う
と
せ
ず
、
私
た
ち
と
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
、
キ
リ
ス
ト
は
、
私
た
ち
の
た
め
に
、
私
た
ち
の
一
人
の
よ
う
に
な
っ
て
、
僕
の
姿
を
と
っ
た
。（
す
な
わ
ち
、
す

べ
て
の
悪
に
自
分
を
服
従
さ
せ
た
）。
そ
う
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
自
由
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
使
徒
も
言
っ
て
い
る
よ
う

に（
第
一
コ
リ
ン
ト
九
章
一
五
）、
ご
自
分
を
す
べ
て
の
者
の
僕
と
し（
マ
ル
コ
九
章
三
五
）、
私
た
ち
の
も
の
で
あ
っ

た
す
べ
て
の
悪
を
、
あ
た
か
も
自
分
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

（
26
）
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
、
私
た
ち
の
罪
と
刑
罰
を
自
分
で
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
私
た
ち
の
た
め
に
そ
れ
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ら
の
こ
と
を
克
服
し
た
の
だ
が
、
ま
る
で
ご
自
分
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
こ
と
を
克
服
し
た
か
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
神
と
な
り
、
ま
た
主
と
な
り
う
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
望
ま
ず
、
む
し
ろ
、
私
た
ち
の
僕
と
な
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
（
一
五
章
一
、
三
）
に

あ
る
と
お
り
、「
わ
た
し
た
ち
は
自
分
を
喜
ば
せ
る
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
は
ご
自
身
を
喜
ば
せ
る

こ
と
を
な
さ
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、『
あ
な
た
を
そ
し
る
者
の
そ
し
り
が
、
わ
た
し
に
降
り
か
か
っ
た
』」（
詩
六
九

篇
九
）
と
書
い
て
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
詩
篇
か
ら
の
引
用
は
パ
ウ
ロ
の
引
用
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。

（
27
）
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
者
が
肯
定
的
に
扱
っ
て
き
た
こ
の
本
文
は
、
否
定
的
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
が
自
分
を
神
と
等
し
く
あ
る
も
の
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
高
慢
に
も
神
と
等

し
く
あ
る
こ
と
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「（
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が
言
う

よ
う
に
）
も
し
あ
な
た
が
、
あ
な
た
の
栄
光
を
わ
た
し
に
与
え
た
ま
わ
な
い
な
ら
、
わ
た
し
の
た
め
に
そ
れ
を
奪
い

取
ろ
う
」
と
神
に
向
か
っ
て
言
う
者
の
よ
う
な
ぐ
あ
い
に
、
キ
リ
ス
ト
は
神
と
等
し
く
あ
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
肯
定
的
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
は
、
ご
自
身
が

神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
を
選
び
取
ら
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
が
神
と
等
し
い
こ
と
は
事
実
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

を
略
奪
と
思
わ
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

（
28
）
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
、
人
な
る
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
こ
の
解
釈
は
適
切
な
理
解
に
立
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
使
徒
は
、
個
々
の
キ
リ
ス
ト
者
が
キ
リ
ス
ト
の
模
範
に
従
っ
て
他
の
人
の
僕
と
な
る
よ
う
に

と
望
ん
で
い
る
。
そ
し
て
も
し
、
知
恵
、
正
義
、
あ
る
い
は
力
を
持
っ
て
い
る
者
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
他
に
ま
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さ
り
、
神
の
か
た
ち
と
い
っ
た
も
の
を
誇
り
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
て
所
有
し
な
い
で
、
神
に
返

し
、
あ
た
か
も
全
く
何
も
持
っ
て
い
な
い
者
の
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
持
っ
て
い
な
い
者
の
一
人
の
よ
う
に
な
り
き

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
各
自
、
自
分
を
忘
れ
て
、
神
の
賜
物
を
注
ぎ
だ
し
て
空
に
な
り
、
隣
人
の
弱
さ
、
罪
、

愚
か
さ
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
な
っ
て
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
隣
り
人
と
共
に
行
動
す
べ
き
で
あ
る
。

（
29
）
誇
る
べ
き
で
も
な
く
、
得
意
が
る
べ
き
で
も
な
く
、
あ
た
か
も
自
分
が
隣
り
人
の
神
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
神
に
等
し

く
あ
る
か
の
よ
う
に
隣
り
人
を
嫌
っ
た
り
、
隣
り
人
に
対
し
て
勝
ち
誇
っ
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
。
神
の
も
の
は
神

に
と
ど
め
お
く
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
高
慢
な
向
こ
う
見
ず
を
す
れ
ば
、
略
奪
行
為
と
な
る
。

（
30
）
こ
の
よ
う
に
し
て
、
僕
の
姿
が
自
分
の
も
の
と
な
り
、「
愛
を
も
っ
て
互
い
に
仕
え
な
さ
い
」（
ガ
ラ
テ
ヤ
五
章
一
三
）

と
い
う
使
徒
の
こ
と
ば
が
達
成
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
（
一
二
章
四
│
五
）
と
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
（
一

二
章
一
二
│
一
七
）
に
お
い
て
、
パ
ウ
ロ
は
、
か
ら
だ
の
肢
体
を
取
り
上
げ
て
、
強
く
、
り
っ
ぱ
で
、
健
康
な
肢
体

は
、
弱
く
、
貧
弱
で
、
病
ん
で
い
る
者
に
対
し
て
、
あ
た
か
も
彼
ら
の
主
で
あ
り
、
ま
た
神
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う

に
誇
り
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
が
な
く
、
か
え
っ
て
、
自
分
た
ち
の
り
っ
ぱ
さ
、
健
康
で
あ
る
こ
と
、
力
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
、
い
っ
そ
う
、
弱
い
者
た
ち
に
仕
え
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
か
ら
だ
の
肢
体
の
う
ち
ど
れ

も
、
そ
れ
自
体
に
仕
え
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
、
自
分
の
利
益
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
他
の
肢
体
の
利
益
を
求
め

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
31
）
肢
体
が
弱
く
、
病
気
で
あ
り
、
貧
弱
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
多
く
、
他
の
肢
体
は
、
そ
れ
に
仕
え
る
。
そ

れ
は
、
パ
ウ
ロ
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
（
第
一
コ
リ
ン
ト
一
二
章
二
五
）、「
肢
体
は
互
い
に
い
た
わ
り
合
っ
て
、
か
ら

だ
の
中
に
分
裂
を
起
こ
さ
な
い
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
そ
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れ
ぞ
れ
の
状
況
の
中
で
、
人
は
隣
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
32
）
し
か
し
、
も
し
私
た
ち
が
、
自
発
的
に
あ
の
神
の
か
た
ち
を
脱
ぎ
す
て
、
僕
の
か
た
ち
を
身
に
ま
と
い
た
く
な
い
と

し
て
も
、
自
分
の
意
志
に
逆
ら
っ
て
も
む
り
や
り
に
脱
ぐ
こ
と
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ル
カ

に
よ
る
福
音
書
（
七
章
三
六
│
五
○
）
の
話
に
注
目
し
よ
う
。

（
33
）
そ
こ
で
は
、
ラ
イ
を
病
ん
だ
男
シ
モ
ン
が
、
自
分
が
神
の
か
た
ち
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
自
分
の
正
し
さ
に
自

己
満
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ヤ
の
中
に
僕
の
か
た
ち
を
見
て
、
高
慢
に
も
マ
リ
ヤ
を
審

き
、
見
下
げ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
見
よ
、
キ
リ
ス
ト
は
、「
あ
な
た
は
わ
た
し
に
接
吻
を
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。

あ
な
た
は
わ
た
し
の
頭
に
油
を
塗
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
、
逆
に
正
し
い
（
者
の
）
姿
を
た
ち
ど
こ
ろ
に

彼
か
ら
は
ぎ
取
り
、
罪
あ
る
（
者
の
）
姿
を
彼
に
着
せ
た
。
見
よ
、
シ
モ
ン
が
見
な
か
っ
た
罪
が
い
か
に
大
き
か
っ

た
か
を
。
彼
は
ま
た
、
こ
れ
ほ
ど
の
け
が
ら
わ
し
い
姿
に
醜
く
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
な
か
っ
た
。
彼
の
善

き
わ
ざ
は
、
一
つ
も
記
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
34
）
キ
リ
ス
ト
は
、
シ
モ
ン
が
、
誇
り
顔
に
、
ひ
そ
か
に
喜
ん
で
い
た
神
の
姿
を
無
視
し
、
シ
モ
ン
に
よ
っ
て
招
か
れ
、
食

事
を
出
さ
れ
、
尊
敬
を
受
け
た
こ
と
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
ラ
イ
者
シ
モ
ン
は
、
い
ま
や
罪
人
以
外
の
何
者
で
も

な
か
っ
た
。
自
分
で
は
た
い
し
た
義
人
だ
と
思
っ
て
い
た
シ
モ
ン
も
、
神
の
姿
の
栄
光
を
奪
い
取
ら
れ
て
、
い
や
お

う
な
く
僕
の
姿
で
、
当
惑
顔
で
座
し
て
い
た
。

（
35
）
し
か
し
、
こ
れ
と
反
対
に
、
キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
姿
を
持
っ
て
マ
リ
ヤ
に
栄
誉
を
与
え
、「
こ
の
女
は
わ
た
し
の
足
に

香
油
を
塗
り
、
接
吻
し
て
く
れ
、
涙
で
わ
た
し
の
足
を
ぬ
ら
し
、
髪
の
毛
で
ふ
い
て
く
れ
た
」
と
言
っ
て
、
マ
リ
ヤ

を
シ
モ
ン
の
う
え
に
高
く
引
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
見
よ
、
マ
リ
ヤ
も
シ
モ
ン
も
、
ど
ち
ら
も
見
な
か
っ
た
あ
の
功
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績
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
か
を
。
マ
リ
ヤ
の
罪
過
は
、
一
つ
も
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
は
、
マ

リ
ヤ
の
中
の
奴
隷
の
姿
を
無
視
し
て
、
こ
の
女
を
、
主
権
者
の
姿
を
持
っ
た
尊
き
者
と
し
た
。
マ
リ
ヤ
は
、
神
の
姿

の
栄
光
の
中
に
高
め
ら
れ
た
、
正
し
き
者
そ
の
も
の
で
あ
る
。

（
36
）
私
た
ち
が
、
自
分
の
正
し
さ
や
、
知
恵
や
、
力
を
理
由
に
し
て
、
よ
こ
し
ま
で
、
愚
か
で
、
私
た
ち
よ
り
力
の
な
い

者
に
対
し
て
興
奮
し
た
り
、
怒
っ
た
り
す
る
た
び
ご
と
に
、
キ
リ
ス
ト
も
、
わ
た
し
た
ち
す
べ
て
の
者
に
同
じ
よ
う

に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
が
そ
の
よ
う
に
す
る
と
き
、（
こ
の
こ
と
は
、
最
大
の
ま
ち
が
い
で
あ
る
が
）正
義
は

正
義
に
対
し
、
知
恵
は
知
恵
に
対
し
、
力
は
力
に
対
し
て
、
対
立
し
て
働
く
か
ら
で
あ
る
。

（
37
）
あ
な
た
が
強
い
の
は
、
弱
い
者
を
苦
し
め
て
さ
ら
に
弱
く
す
る
た
め
で
は
な
く
、
弱
い
者
を
引
き
上
げ
、
保
護
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
彼
ら
を
強
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
あ
な
た
が
賢
い
の
は
、
愚
か
な
者
を
嘲
笑
し
、
こ
う
し
て
彼
ら
を
さ

ら
に
愚
か
に
す
る
た
め
で
は
な
く
、
あ
な
た
自
身
が
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う
に
、
愚
か
な
者
を
教
え

る
た
め
で
あ
る
。

（
38
）
だ
か
ら
、
あ
な
た
が
正
し
い
の
は
、
正
し
く
な
い
者
を
正
し
い
者
に
な
ら
せ
、
ゆ
る
す
た
め
で
あ
っ
て
、
た
だ
罪
を

宣
告
し
、
非
難
し
、
審
判
し
、
罰
す
る
だ
け
の
た
め
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
私
た
ち
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト

の
模
範
で
あ
り
、「
人
の
子
が
来
た
の
は
、
世
を
裁
く
た
め
で
は
な
く
て
、
人
の
子
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
が
救
わ
れ
る

た
め
で
あ
る
」（
ヨ
ハ
ネ
三
章
一
七
）
と
キ
リ
ス
ト
が
言
っ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
、
ル
カ
に
よ
る

福
音
書
（
九
章
五
五
│
五
六
）
に
は
、「
あ
な
た
が
た
は
、
ど
の
霊
の
子
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
。
人
の
子
は
、
命
を

滅
ぼ
す
た
め
で
は
な
く
、
救
う
た
め
に
来
た
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
（
ヨ
ハ
ネ
一
二
章
四
七
参
照
）。

（
39
）
し
か
し
、
人
の
本
質
は
、
こ
れ
に
対
し
て
激
し
い
反
作
用
を
起
こ
す
。
と
い
う
の
は
、
人
間
の
本
質
は
、
は
な
は
だ
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し
く
刑
罰
を
喜
び
、
自
己
の
正
し
さ
を
誇
る
こ
と
を
喜
び
、
ま
た
、
不
義
か
ら
来
る
隣
人
の
混
乱
を
喜
ぶ
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
自
分
の
立
場
を
弁
護
し
、
そ
れ
が
、
隣
人
の
も
の
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
喜
ぶ
。
だ
が
、
隣
人

の
立
場
に
は
反
対
し
、
不
利
で
あ
る
よ
う
に
と
願
う
。
こ
の
転
倒
し
た
姿
は
、
全
く
理
不
尽
で
、
自
分
の
利
益
を
求

め
ず
、
他
者
の
利
益
を
求
め
る
と
い
う
愛
に
反
し
て
い
る
（
第
一
コ
リ
ン
ト
一
三
章
五
、
ピ
リ
ピ
二
章
四
）。

（
40
）
と
い
う
の
は
、
隣
り
人
の
立
場
が
自
分
の
立
場
よ
り
も
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
悲
し
む
べ
き
で
あ
り
、
隣
人
が
自

分
よ
り
よ
い
よ
う
に
と
願
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
自
分
自
身
の
状
態
の
よ
い
こ
と
を
喜
ぶ
と
同
様
に
隣
人
の
状
態

の
よ
い
こ
と
を
喜
ぶ
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。「
こ
れ
が
律
法
で
あ
り
預
言
者
で
あ
る
か
ら
だ
」（
マ
タ
イ
七
章
一
二
）。

（
41
）
し
か
し
、
あ
な
た
は
言
う
、「
悪
人
を
罰
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
罪
を
罰
す
る
こ
と
は
妥
当
で

は
な
い
の
か
。
だ
れ
も
正
し
い
こ
と
を
保
護
し
よ
う
と
考
え
な
い
の
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
不
法
に
好
機
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
」
と
。

（
42
）
私
は
答
え
る
、「
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
唯
一
の
解
決
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
人
に
よ
っ
て
区
別
を

た
て
る
べ
き
で
あ
る
。
公
人
と
私
人
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。

（
43
）
以
上
、
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
公
人
、
す
な
わ
ち
神
に
よ
っ
て
公
職
に
つ
か
せ
ら
れ
、
支
配
者
の
位
置
に
立
っ
て
い

る
者
に
は
、
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
。
悪
人
を
罰
し
、
裁
き
、
圧
迫
さ
れ
た
者
を
弁
護
し
、
保
護
す
る
こ
と
は
、
職

責
上
、
ま
た
必
然
的
に
こ
の
人
た
ち
に
か
か
わ
り
が
あ
る
。
彼
ら
自
身
で
は
な
く
、
神
が
こ
れ
を
な
し
た
も
う
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
に
お
い
て
、
彼
ら
は
神
の
僕
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙（
一
三
章
四
）に
お
い
て
、
使

徒
が
、「
彼
は
い
た
ず
ら
に
剣
を
帯
び
て
い
る
の
で
は
な
い
云
々
」と
言
っ
て
、
長
々
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

（
44
）
し
か
し
、
こ
れ
は
、
他
人
の
立
場
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
自
分
の
こ
と
に
お
い
て
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
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ら
、
神
の
代
理
と
し
て
は
、
自
分
と
自
分
に
か
か
わ
る
事
柄
の
た
め
で
な
く
、
他
人
の
た
め
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
公
職
に
あ
る
者
が
、
自
分
自
身
の
問
題
を
持
つ
と
き
に
は
、
自
分
以
外
の
ほ
か
の
者
を
代
理
と
し
て
依
頼
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
き
は
、
自
分
は
審
判
者
で
は
な
く
て
、
全
体
の
一
員
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
の
者
が
別
の
機
会
に
語
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
い
ま
語
り
尽
く
す
に
は
大
き
す

ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
45
）
次
に
、
私
人
の
持
つ
立
場
は
三
つ
で
あ
る
。
第
一
は
、
神
の
代
理
者
に
よ
る
報
復
と
裁
き
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
人
々
の
数
は
大
き
い
。
使
徒
は
、
こ
の
よ
う
な
人
を
寛
大
に
扱
っ
て
い
る
が
、
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手

紙
（
六
章
一
二
）
に
お
い
て
、「
す
べ
て
の
こ
と
は
、
わ
た
し
に
許
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
こ
と
が
益
に

な
る
わ
け
で
は
な
い
」と
言
っ
て
、（
こ
れ
を
）承
認
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
同
じ
章
で
、「
そ
も
そ
も
、
互

い
に
訴
え
合
う
こ
と
自
体
が
、
す
で
に
あ
な
た
が
た
の
敗
北
な
の
だ
」（
六
章
七
）
と
言
う
の
で
あ
る
。

（
46
）
し
か
し
、
な
お
、
い
っ
そ
う
大
き
な
悪
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
い
悪
が
許
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
分

を
弁
護
せ
ず
、
他
の
人
の
上
に
力
を
ふ
る
わ
ず
、
悪
に
対
し
て
悪
を
返
さ
ず
、
自
分
の
利
益
を
要
求
す
る
こ
と
の
な

い
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
の
よ
う
な
人
は
、
い
っ
そ
う
よ
い
も
の
に
変
え
ら
れ
、
有
益
な
も
の
を
求
め
、

た
だ
法
律
に
か
な
っ
て
い
る
だ
け
と
い
う
こ
と
を
捨
て
る
の
で
な
け
れ
ば
、
天
国
に
入
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
自

分
だ
け
の
特
権
を
熱
望
す
る
こ
と
は
、
消
し
去
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
47
）
第
二
の
も
の
は
、
刑
罰
を
（
他
に
対
し
て
）
望
ま
な
い
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
む
し
ろ
、（
福
音
書
〔
マ
タ
イ
五
章

四
○
〕
に
よ
れ
ば
）
上
衣
と
下
着
を
脱
い
で
与
え
る
用
意
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
悪
に
も
抵
抗
し
な
い
者
た
ち
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
神
の
子
、
キ
リ
ス
ト
の
兄
弟
、
未
来
の
祝
福
を
受
け
継
ぐ
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
聖
書
の
中
で
、
こ
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の
人
た
ち
は
、「
父
な
き
子
」「
母
な
き
子
」「
や
も
め
」「
貧
し
き
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
自
分
を
弁
護
し

よ
う
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
支
配
者
た
ち
が
彼
ら
の
た
め
に
報
復
を
し
て
や
ろ
う
と
し
て
も
、
こ
の
人
た
ち
自
身

は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
望
み
も
し
な
い
し
、
ま
た
求
め
も
せ
ず
、
た
だ
そ
れ
を
許
す
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
は
、

こ
の
よ
う
な
人
た
ち
の
「
父
」
ま
た
「
審
判
者
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
（
詩
六
八
篇
五
）。
そ
し
て
、
こ

の
人
た
ち
が
、
も
し
最
も
高
い
位
置
の
者
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
所
有
物
を
失
う
事
を
覚
悟
し
て
で
も
、
不
正
を
禁
止

し
、
防
御
す
る
の
で
あ
る
。

（
48
）
「
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
こ
の
人
は
こ
の
世
に
住
み

つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
あ
な
た
は
言
う
か
も
し
れ
な
い
。

（
49
）
私
は
答
え
て
、「
救
わ
れ
る
者
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
い
の
ち
に
至
る
門
は
狭
く
、
そ
れ
を
見
い
だ
す
者
は
少
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
」
と
言
お
う
（
マ
タ
イ
七
章
一
四
）。

（
50
）
し
か
し
、
も
し
、
だ
れ
も
こ
れ
を
し
な
い
な
ら
ば
、
貧
し
い
者
、
父
な
き
子
、
母
な
き
子
を
キ
リ
ス
ト
の
民
と
呼
ん

で
い
る
聖
書
は
、
ど
う
し
て
な
り
た
つ
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
（
第
二
の
部
類
の
者
）
は
、
自
分
た
ち
の
損

失
や
、
自
分
た
ち
に
対
す
る
攻
撃
よ
り
も
、
攻
撃
す
る
者
た
ち
の
罪
を
い
っ
そ
う
悲
し
く
思
う
。

（
51
）
そ
し
て
、
彼
ら
が
そ
の
よ
う
に
す
る
の
は
、
彼
ら
が
受
け
た
損
傷
に
復
習
す
る
よ
り
も
、
敵
対
す
る
者
を
罪
か
ら
引

き
戻
す
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
ら
は
自
分
の
正
し
い
も
の
の
姿
を
脱
ぎ
す
て
て
相
手
の
姿
を
身
に
つ
け
、
迫
害

す
る
者
の
た
め
に
祈
り
、
悪
口
を
言
う
者
を
祝
福
し
、
悪
人
に
対
し
て
好
意
を
示
し
、
自
分
た
ち
の
敵
が
救
わ
れ
る

よ
う
に
、
敵
そ
の
も
の
の
た
め
に
罰
金
を
支
払
い
、
賠
償
す
る
用
意
を
し
て
い
る（
マ
タ
イ
五
章
四
四
）。
こ
れ
こ
そ

福
音
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
模
範
で
あ
る
（
ル
カ
二
三
章
三
四
）。
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（
52
）
第
三
の
部
類
の
者
は
、
熱
情
に
お
い
て
は
、
い
ま
述
べ
た
第
二
の
部
類
の
者
に
似
て
い
る
が
、
実
践
に
お
い
て
別
で

あ
る
。
こ
の
部
類
の
者
た
ち
は
、
自
分
の
も
の
を
取
り
返
す
要
求
を
し
た
り
、
そ
れ
相
当
の
刑
罰
が
課
せ
ら
れ
る
こ

と
を
望
む
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
者
た
ち
は
、
自
分
の
利
益
を
求
め
る
か
ら
で
は
な
く
、
刑
罰
に
よ
り
、
ま
た
、
自

分
の
も
の
を
取
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
盗
み
を
働
い
た
り
、
道
を
あ
や
ま
っ
た
者
の
改
善
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
刑

罰
な
し
に
は
、
道
を
あ
や
ま
っ
た
者
を
改
善
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
彼
ら
は
考
え
て
い
る
。

（
53
）
こ
れ
ら
の
者
は
、
熱
心
家
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
聖
書
の
中
で
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
述
べ
た
第
二
の
段

階
に
お
い
て
完
成
の
域
に
達
し
、
最
高
に
実
践
を
経
た
者
で
な
け
れ
ば
、
何
び
と
も
、
こ
れ
を
し
よ
う
と
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
怒
り
を
熱
心
と
ま
ち
が
え
な
い
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
正
義
を
愛
す
る
愛
か
ら
行
っ
て
い
る
と

信
じ
て
い
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
怒
り
と
短
気
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
り
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
怒
り
は
熱
心
と
似
て
お

り
、
短
気
は
正
義
を
愛
す
る
こ
と
と
似
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
、
最
も
霊
的
な
者
に
よ
る
以
外
、
十
分
に
識
別
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
54
）
キ
リ
ス
ト
が
、
む
ち
を
作
り
、
宮
か
ら
商
売
す
る
者
を
追
い
出
し
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
熱
心
を
示
し
た
。
ま
た
パ

ウ
ロ
も
、「
わ
た
し
が
む
ち
を
も
っ
て
、
あ
な
た
が
た
の
所
に
行
く
こ
と
か
、
そ
れ
と
も
、
愛
と
柔
和
な
心
を
も
っ
て

行
く
こ
と
で
あ
る
か
（
あ
な
た
が
た
は
、
ど
ち
ら
を
望
む
の
か
）」（
第
一
コ
リ
ン
ト
四
章
二
一
）
と
言
っ
た
と
き
、
同

じ
よ
う
な
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
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解
説
　
二
種
の
義
に
つ
い
て

　『
二
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
』
は
、
一
五
一
九
年
の
春
、
棕
櫚
の
主
日
に
説
教
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

ル
タ
ー
は
こ
の
説
教
の
前
に
、『
三
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
』を
一
五
一
八
年
の
終
わ
り
ご
ろ
出
版
し
た
。
矢
継
ぎ
早
や
に
同
じ

内
容
の
説
教
を
発
表
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
種
々
考
え
ら
れ
る
が
、
永
年
に
わ
た
っ
て
追
い
求
め
て
き
た
神
と
自
分
と
の
関
係

に
つ
い
て
正
し
い
理
解
に
達
し
た
と
の
喜
び
が
、
ル
タ
ー
を
し
て
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
説
教
を
出
版
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ル
タ
ー
が
神
と
の
正
し
い
関
係
、
す
な
わ
ち
、「
神
の
義
」に
つ
い
て
思
い
な
や
ん
だ
こ
と
は
、
そ
の
著
作
の
な
か
に
し
ば
し
ば

記
さ
れ
て
い
る
が
、『
二
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
』
に
お
い
て
、
そ
の
結
論
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
神
の
義
の
正
し
い
意
味
を
ル
タ
ー
が
発
見
し
た
こ
と
を
「
塔
の
体
験
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
、
ウ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に

お
け
る
彼
の
住
居
に
付
属
し
て
い
た
四
角
の
塔
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
そ
れ
は
住
居
の
西
南
隅
に
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
、
塔
の

土
台
だ
け
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　「
塔
の
体
験
」は
ル
タ
ー
の
生
涯
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
を
転
換
さ
せ
る
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
の
で
、
本
書
に
お
い
て
は
、「
塔
の
体
験
」に
至
る
ま
で
の
道
筋
を
た
ど
り
、
神
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
を
、
ル
タ
ー
と
と
も
に
追
求
し
て
見
よ
う
と
思
う
。
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発
　
題

　『
二
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
』（
聖
文
舎
一
九
七
一
年
）
で
岸
先
生
（
岸
千
年
）
が
書
い
て
お
ら
れ
る
解
説
は
書
き
換
え
る
必

要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
日
か
ら
見
る
と
少
し
古
い
の
で
す
。
逆
に
田
所
さ
ん
（
田
所
康
）
の
研
究
が
完
成
し
て
、
そ
れ

が
定
着
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
き
ょ
う
の
わ
た
し
の
説
明
も
書
き
換
え
る
必
要
が
出
て
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
前
置

き
を
お
い
て
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
的
転
回
と
こ
の
著
作
の
成
立
の
背
景
を
最
初
に
お
話
し
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
本
書
の
成
立
で
す
が
、
本
書
に
先
立
っ
て『
三
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
』が
一
五
一
八
年
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
岸

先
生
の
解
説
で
は
、
本
書『
二
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
』は
一
五
一
九
年
の
棕
櫚
主
日
の
説
教
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
前
年
の
一
五
一
八
年
の
棕
櫚
主
日
（
三
月
二
十
八
日
）
の
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
る
の
で
す
。
ル
タ
ー
の
そ
の
説

教
（
一
五
一
八
年
棕
櫚
主
日
）
は
学
生
や
聴
衆
が
筆
記
し
て
い
ま
す
が
、
だ
れ
か
が
無
断
で
そ
の
説
教
を
出
版
し
た
の
で
す
。
多

分
、
一
五
一
八
年
の
終
わ
り
頃
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ル
タ
ー
は
一
五
一
九
年
の
四
月
半
ば
の
手
紙
の
中

で
触
れ
て
、「
自
分
と
し
て
は
心
外
で
あ
る
」と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ル
タ
ー
の
意
を
受
け
て
、
一
五
一
九
年
の
五
月
半
ば
に

本
書
『
二
種
の
義
に
つ
い
て
』
が
出
版
さ
れ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
は
、
こ
の
説
教
は
前
後
関
係
か
ら
見
て
一
五
一
八

年
の
棕
櫚
主
日
の
説
教
だ
と
思
い
ま
す
。

　
岸
先
生
の
こ
の
解
説
は
、
田
所
さ
ん
の
お
話
の
中
に
も
出
て
き
た
サ
ー
ニ
ヴ
ァ
ー
ラ
の L

uther D
iscovers the G

ospel 

（
一

九
五
一
年
）
と
い
う
著
作
に
依
拠
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
私
た
ち
が
神
学
生
だ
っ
た
頃
の
こ
と
で
、
岸
先
生
も
当

時
教
え
て
お
ら
れ
た
大
内
先
生
（
大
内
弘
助
）
も
、
こ
の
本
を
引
い
て
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
的
転
回
は
比
較
的
後
期
だ
っ
た
と

い
う
結
論
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
研
究
ノ
ー
ト
な
ど
の
形
で
（
ル
ー
テ
ル
神
学
大
学
の
）『
神
学
季
刊
』
に
原
稿
を
書
い
て
お
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ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
サ
ー
ニ
ヴ
ァ
ー
ラ
の
こ
の
見
解
は
以
後
の
ル
タ
ー
研
究
に
は
定
着
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
サ
ー
ニ

ヴ
ァ
ー
ラ
に
よ
れ
ば
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
的
転
回
は
一
五
一
八
年
の
秋
か
初
冬
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
番
遅
い
時
期
を

代
表
し
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
一
五
一
七
年
の
一
○
月
三
一
日
の
『
九
十
五
箇
条
の
提
題
』
は
、
す
で
に
宗
教
改
革
的
に
な
っ
た

ル
タ
ー
の
著
作
だ
と
思
い
た
い
の
で
、
こ
れ
が
早
い
時
期
に
そ
の
時
期
を
置
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
影
響
し
て
き
ま
す
。
も
う

一
つ
は
カ
ー
ル
・
ホ
ル
以
来
の
こ
と
で
す
が
、
ル
タ
ー
の
初
期
の
聖
書
講
義
の
資
料
が
発
見
さ
れ
て
、
ル
タ
ー
の
初
期
に
そ
の
転

回
が
起
こ
っ
た
と
見
る
見
方
が
あ
り
ま
す
。

　
ル
タ
ー
の
晩
年
、
一
五
四
五
年
の
著
作
（『
ラ
テ
ン
語
版
ル
タ
ー
著
作
全
集
序
文
』）
の
中
で
、
ル
タ
ー
が
自
分
の
宗
教
改
革
的

転
回
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
は
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
照
ら
し
て
、
宗
教
改
革
的
転
回
が
こ
の
著
作
（
二
種

の
義
に
つ
い
て
の
説
教
）
に
ど
の
よ
う
な
形
で
出
て
来
る
か
、
そ
れ
を
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
本
書
の
出
版
に
つ
い
て
は
一
五

一
九
年
と
い
う
こ
と
で
あ
ま
り
問
題
が
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
説
教
が
一
体
い
つ
行
わ
れ
た
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
言
っ

た
よ
う
に
し
ば
し
ば
問
題
に
な
り
ま
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
わ
た
し
は
、
一
五
一
八
年
の
棕
櫚
主
日
の
説
教
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
こ
の
『
三
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
』
と
『
二
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
』
と
が
出
版
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
三
種
」
と
い
い
、「
二
種
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
義
の
分
類
の
仕
方
が
違
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

『
三
種
の
義
に
つ
い
て
』
は
こ
う
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
第
一
部
が
「
犯
罪
的
な
罪
と
人
の
前
で
の
義
」、
第
二
部
が
「
本

質
的
な
罪
（
原
罪
）
と
キ
リ
ス
ト
の
義
」
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
中
心
で
す
。
第
三
部
が
「
原
罪
の
実
と
し
て
の
現
実
罪
と
キ

リ
ス
ト
の
義
の
ゆ
え
の
現
実
の
義
」
で
す
。
こ
れ
が
、
昨
日
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
る
義
認
の
実
と
し
て
の
善
い
行
い
と
関
連
し

て
き
ま
す
。
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こ
れ
に
対
し
て
、『
二
種
の
義
に
つ
い
て
』は
、
お
手
元
に
あ
る
翻
訳
の
コ
ピ
ー
の
欄
外
に
番
号
を
付
し
て
お
い
た
の
で
そ
れ
を

見
て
い
た
だ
く
と
、
第
一
部
が
（
１
）
か
ら
（
14
）
ま
で
で
第
一
の
義
に
つ
い
て
、（
15
）
か
ら
（
40
）
ま
で
が
第
二
部
で
第
二
の

義
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お
り
、（
41
）か
ら
最
後
ま
で
の
部
分
は
第
二
部
の
付
録
と
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
見

れ
ば
、（
41
）
以
下
は
市
民
的
な
義
、
つ
ま
り
シ
ビ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
の
問
題
と
な
り
ま
す
。
こ
の
第
二
部
の
付
録
は
、
一
五
二

三
年
の
『
こ
の
世
の
権
威
に
つ
い
て
』
と
い
う
著
作
で
更
に
展
開
さ
れ
て
い
る
主
張
の
下
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、『
三
種
の
義
に
つ
い
て
』
も
『
二
種
の
義
に
つ
い
て
』
も
、「
義
」「
義
認
」「
義
認
の
実
と
し
て
の
善
き
業
あ
る
い

は
正
義
」
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
著
作
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
第
一
部
と
第
二
部
と
を
合
わ
せ
て
「
神
の
義
」
と

い
う
テ
ー
マ
と
し
て
捉
え
、
第
二
部
の
付
録
部
分
を
「
市
民
的
義
」
と
捉
え
る
こ
と
も
、
こ
の
著
作
の
構
造
に
照
ら
し
て
あ
り
え

る
と
思
い
ま
す
が
、
二
種
の
義
と
言
い
な
が
ら
、
第
一
の
義
、
第
二
の
義
と
い
う
ふ
う
に
ル
タ
ー
が
区
分
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

こ
こ
で
は
ル
タ
ー
の
挙
げ
て
い
る
区
分
に
一
応
従
っ
て
、
第
一
部
、
第
二
部
、
第
二
部
の
付
録
と
い
う
区
分
と
し
て
見
て
い
き
ま

す
。

　
そ
こ
で
全
体
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
段
落
（
１
）
は
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
で
す
。

　「
兄
弟
た
ち
よ
、『
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
あ
っ
て
い
だ
い
て
い
る
の
と
同
じ
思
い
を
あ
な
が
た
た
の
間
で
も
持
ち
な
さ
い
。
キ

リ
ス
ト
は
神
の
か
た
ち
で
あ
ら
れ
た
が
、
神
と
等
し
く
あ
る
こ
と
を
固
守
す
べ
き
事
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
』（
ピ
リ
ピ
二
章
五
ー

六
）。

　
初
期
の
ル
タ
ー
は
、
ピ
リ
ピ
書
の
二
章
五
節
か
ら
六
節
、
あ
る
い
は
五
節
以
下
を
取
り
上
げ
て
言
及
す
る
こ
と
が
非
常
に
多
い

の
で
す
。『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』に
も
、
再
三
に
わ
た
っ
て
こ
の
ピ
リ
ピ
書
二
章
五
節
か
ら
六
節
、
あ
る
い
は
五
節
以
下
が
引
用

さ
れ
て
い
ま
す
。（
で
す
か
ら
、
初
期
ル
タ
ー
に
お
け
る
ピ
リ
ピ
書
二
章
五
節
以
下
の
箇
所
は
個
別
の
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
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げ
て
論
じ
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
い
ま
す
）。

　
次
の
段
落
（
２
）
で
は
、「
人
間
の
罪
が
二
種
あ
る
の
と
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
者
の
義
も
二
種
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
て
、

「
第
一
は
、
私
た
ち
の
も
の
で
な
い
別
種
の
義
、
外
側
か
ら
導
入
さ
れ
る
義
で
あ
る
」と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。「
エ
ク
ス
ト
ラ
・
ノ

ス
」
の
義
で
す
。「
わ
れ
わ
れ
の
外
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
義
」
が
、
ま
ず
最
初
に
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
第
三
の
段
落
で
は
、
キ
リ
ス
ト
自
身
の
言
葉
が
引
い
て
あ
っ
て
、「
し
た
が
っ
て
、
こ
の
義
は
、
洗
礼
に
お
い
て
、
ま
た
、
真
実

に
悔
い
改
め
る
者
に
は
い
つ
で
も
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
段
落
の
結
論
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
、（
３
）
の
段

落
に
は
、「
キ
リ
ス
ト
の
も
の
は
私
の
も
の
に
な
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。「
だ
か
ら
、
ひ
と
は
、
自
信
を
も
っ
て
、
キ
リ

ス
ト
に
お
い
て
誇
り
を
も
ち
、『
キ
リ
ス
ト
が
生
き
、
行
動
し
、
語
り
、
受
難
し
、
死
に
た
も
う
た
こ
と
は
、
私
の
も
の
で
あ
る
。

あ
た
か
も
、
私
が
、
主
の
ご
と
く
生
き
、
行
動
し
、
語
り
、
受
難
し
、
死
ん
だ
の
と
同
じ
よ
う
に
、
私
の
も
の
で
あ
る
』
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
」
と
ル
タ
ー
は
言
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
先
が
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
の
段
落
一
二
と
同
じ
で
す
。「
花
婿

は
花
嫁
の
も
の
を
み
な
所
有
し
、
花
嫁
は
花
婿
の
も
の
を
み
な
所
有
す
る
（
な
ぜ
な
ら
、
二
人
は
一
つ
の
か
ら
だ
で
あ
り
、
す
べ

て
は
二
人
の
共
有
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
創
世
二
章
四
）。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
と
教
会
と
は
一
つ
の
霊
で
あ
る（
エ
ペ

ソ
五
章
二
九
〜
三
二
）」。

　
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
「
共
有
」、「
コ
ン
ム
ニ
オ
」、「
所
有
を
共
通
に
す
る
こ
と
に
よ
る
交
わ
り
」
と
い
う
こ
と
が
、（
３
）
の
後

半
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
昨
日
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
義
と
い
う
も
の
の
関
係
的
要
素
で
す
。
共

有
物
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、「
実
体
的
に
」
考
え
ら
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
、「
物
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
そ
れ
を
「
共
有
す
る
」
と
い
う
関
係
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
が
ポ
ケ
ッ
ト
の
中

か
ら
「
ほ
ら
、
こ
れ
あ
げ
る
よ
」
と
い
っ
て
く
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
が
く
れ
た
ら
、
そ
れ
で
お
終
い
に
な
っ
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て
し
ま
う
も
の
で
は
な
く
、
や
っ
た
り
取
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
互
い
が
お
互
い
に
持
っ
て
い
る
も
の
を
共
有
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
両
方
の
関
係
が
、
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
と
信
じ
る
魂
と
の
関
係
が
成
り
立
ち
、
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
次
の
年
、
一
五
一
九
年
は
、
洗
礼
論
、
聖
餐
論
、
死
へ
の
準
備
の
説
教
と
い
う
よ
う
な
形
で
ル
タ
ー
が
ド
イ
ツ
語
著
作
を
活
発

に
書
き
始
め
た
年
に
当
た
り
ま
す
。
そ
の
一
五
一
九
年
に
共
通
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
聖
徒
の
交
わ
り
」
あ
る
い
は
「
キ
リ
ス
ト

と
聖
徒
の
交
わ
り
」
で
す
。
そ
う
い
う
考
え
も
、
こ
こ
か
ら
出
て
来
ま
す
。
あ
る
い
は
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
獲
得
し
て
ル
タ
ー

は
民
衆
の
た
め
の
宗
教
改
革
的
著
作
を
書
き
始
め
た
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、（
３
）は
そ
の
こ
と
を
示

し
て
い
る
段
落
で
あ
り
、『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　
段
落
（
４
）
は
、「
キ
リ
ス
ト
と
私
の
関
係
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
箇
所
で
す
。「
聖
な
る
神
、
あ
わ
れ
み
深
い
父
は
、
こ
の
よ

う
に
、
き
わ
め
て
大
き
く
、
と
う
と
い
賜
物
を
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
私
た
ち
に
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
（
第

二
ペ
テ
ロ
一
章
四
）
と
あ
り
ま
す
」。
つ
ま
り
「
賜
物
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
」
で
す
。
一
五
四
五
年
に
晩
年
の
ル
タ
ー
が
宗
教
改
革

的
転
回
を
回
顧
し
た
文
章
で
は
、
神
が
義
を
賜
物
と
し
て
与
え
て
く
だ
さ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
文

章
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
、
神
が
こ
の
賜
物
を
私
に
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
と
い

う
点
は
、
必
ず
し
も
強
く
出
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
賜
物
を
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
私
た
ち
に
与

え
て
く
だ
さ
っ
た
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
ル
タ
ー
の
義
認
論
の
成
熟
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
段
落
（
５
）
は
、
創
世
記
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
へ
の
祝
福
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
箇
所
で
す
。

　
段
落
（
６
）
に
は
、
イ
ザ
ヤ
書
六
章
を
取
り
上
げ
て
、「
私
た
ち
が
主
を
信
じ
る
と
き
、
主
は
そ
の
す
べ
て
の
よ
き
も
の
と
と
も

に
主
の
全
体
が
私
た
ち
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
、「
キ
リ
ス
ト
が
所
有
し
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
私
た
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ち
の
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
む
し
ろ
怒
り
と
刑
罰
と
、
そ
し
て
地
獄
に
こ
そ
値
す
る
の
に
、
純
粋
な
憐
れ
み
に
よ
っ
て
、
価

値
な
き
私
た
ち
に
、
深
い
恵
み
を
も
っ
て
授
け
ら
れ
た
」
も
の
で
、
義
が
賜
物
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
説
明
の
展
開
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
段
落
（
７
）
も
同
じ
趣
旨
の
も
の
で
す
。「
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
が
、
み
父
の
聖
な
る
み
こ
こ
ろ
を
行
う
た
め
に
来
た
と
言
っ
て
、

み
父
に
服
従
し
た
の
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
が
な
し
た
こ
と
は
す
べ
て
な
ん
で
あ
れ
、
私
た
ち
の
た
め
に
な
し
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
私
た
ち
の
も
の
と
な
る
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
は
願
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
、
ル
タ
ー
自
身
の
文
章
で
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
後

一
五
二
三
年
に
ル
タ
ー
が
書
い
た
コ
ラ
ー
ル
に
出
て
き
ま
す
。
残
念
な
こ
と
に『
教
会
讃
美
歌
』に
も
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
し
、
今

度
の
『
讃
美
歌
二
一
』
に
も
載
っ
て
い
な
い
し
、
ど
こ
に
も
日
本
語
訳
が
な
い
の
で
す
が
、「
い
ま
喜
べ
、
汝
ら
キ
リ
ス
ト
の
群
れ

よ
」
と
い
う
あ
の
讃
美
歌
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
基
本
的
モ
テ
ィ
ー
フ
を
ル
タ
ー
は
十
節
ほ
ど
の
讃
美
歌
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
段
落
（
８
）
は
、「
キ
リ
ス
ト
の
義
は
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
義
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
の
も
の
は
す
べ

て
私
た
ち
の
も
の
と
な
る
。
い
な
、
む
し
ろ
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
が
、
私
た
ち
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
徒

は
そ
れ
を
、
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
（
一
章
一
七
）
に
お
い
て
、『
神
の
義
』
と
呼
ん
で
い
る
」
と
続
き
ま
す
。
こ
の
聖
書
箇
所
は
ル

タ
ー
の
宗
教
改
革
的
転
回
の
鍵
に
な
る
箇
所
で
す
が
、
ル
タ
ー
は
、
使
徒
は
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
を
神
の
義
と
呼
ん
で
い
る
と
指
摘

し
ま
す
。

　
段
落
（
９
）
で
は
、「
こ
れ
は
無
限
の
義
で
あ
っ
て
、
一
瞬
に
、
す
べ
て
の
罪
を
呑
み
こ
ん
で
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
罪
は
キ
リ

ス
ト
の
中
に
留
ま
る
こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
に
信
頼
す
る
者
は
、
キ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
留
ま
り
、
キ

リ
ス
ト
ご
自
身
と
同
じ
義
を
所
有
し
、
キ
リ
ス
ト
と
一
つ
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
人
の
う
ち
に
罪
が
留
ま
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。「
こ
の
人
の
う
ち
に
罪
が
留
ま
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
の
は
、「
義
人
に
し
て
同
時
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に
罪
人
」と
い
う
理
解
の
一
側
面
な
の
で
す
。「
こ
の
義
は
、
第
一
の
も
の
、
基
盤
、
原
因
で
あ
り
、
実
に
、
私
た
ち
自
身
の
義
の

源
で
あ
る
」
と
ル
タ
ー
は
言
い
ま
す
。

　
段
落
（
10
）
に
行
き
ま
す
と
、
詩
篇
の
三
○
篇
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ウ
ル
ガ
ー
タ
か
ら
の
引
用
で
す
か
ら
、
マ
ソ

ラ
本
文
の
章
立
て
と
一
篇
ず
れ
て
い
ま
す
。
日
本
語
訳
で
は
三
一
篇
に
該
当
し
ま
す
。「
主
よ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
に
依
り
頼
み
ま

す
。
と
こ
し
え
に
私
を
は
ず
か
し
め
ず
、
あ
な
た
の
義
を
も
っ
て
私
を
お
助
け
く
だ
さ
い
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
ル
タ
ー
は
次
の
よ

う
に
説
明
し
ま
す
。
こ
の
「
祈
り
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。in m

ea

（
私
の
「
義
」
を
も
っ
て
）
と
言
わ
ず
、in

tua

（
あ
な
た
の
「
義
」
を
も
っ
て
）
と
、
す
な
わ
ち
、
信
仰
を
媒
介
と
し
、
神
の
恵
み
と
あ
わ
れ
み
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
も
の
と

さ
れ
る
、
私
た
ち
の
神
、
キ
リ
ス
ト
の
義
に
よ
っ
て
と
言
う
の
で
あ
る
」。（「
あ
な
た
の
義
を
も
っ
て
私
を
お
助
け
く
だ
さ
い
」と

い
う
言
葉
は
詩
篇
の
中
に
繰
り
返
し
出
て
き
ま
す
が
、
新
共
同
訳
で
は
「
あ
な
た
の
義
」
は
「
恵
み
の
み
わ
ざ
」
と
訳
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
少
し
訳
し
過
ぎ
だ
と
思
い
ま
す
）。

　
段
落（
11
）に
は
、「
ま
た
、
詩
篇
の
中
の
多
く
の
箇
所
に
お
い
て
、
信
仰
は
主
の
わ
ざ
、
告
白
、
神
の
力
、
あ
わ
れ
み
、
真
理
、

義
と
呼
ば
れ
て
い
る
」と
い
う
ル
タ
ー
の
言
葉
が
出
て
来
ま
す
。
宗
教
改
革
的
転
回
を
振
り
返
っ
て
み
て
い
る
一
五
四
五
年
の『
ラ

テ
ン
語
著
作
全
集
序
文
』
で
は
、
神
の
義
は
神
が
私
た
ち
に
与
え
る
義
と
い
う
具
合
に
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
神
の
強

さ
も
、
神
が
弱
い
私
た
ち
に
賜
物
と
し
て
与
え
る
強
さ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
信
仰
も
そ
の
伝
で
行
く
と
、
私
た
ち
の

信
仰
で
は
な
く
、
神
が
私
た
ち
に
働
い
て
私
た
ち
の
う
ち
に
起
こ
す
信
仰
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
主
の

わ
ざ
、
神
の
わ
ざ
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、「
こ
れ
ら
は
み
な
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
の
名
称
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。「
信
仰
は
神
の
わ
ざ
」と
い
う
理
解
は
、
ル
タ
ー
が
後
に
ロ
ー
マ
書
序
文
を
書
い
た
と
き
に
ロ
ー
マ
書
の
主
要
な
七
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
解
説
し
、「
信
仰
は
私
た
ち
の
う
ち
に
お
け
る
神
の
働
き
で
あ
る
」
と
か
「
神
の
わ
ざ
で
あ
る
」
と
い
う
発
言
の
中
に
出
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て
き
ま
す
。
そ
れ
は
関
係
概
念
で
あ
っ
て
、
神
が
み
こ
と
ば
に
お
い
て
私
た
ち
に
働
い
て
そ
の
働
き
を
成
し
遂
げ
る
と
い
う
基
本

的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
は
、
実
体
論
的
理
解
の
中
で
は
把
握
で
き
な
い
事
態
な
の
で
す
。

　
段
落（
12
）は
、
ガ
ラ
テ
ヤ
書
と
エ
ペ
ソ
書
を
引
用
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
が
私
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
」と
い
う
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
関
係
を
言
い
表
し
て
い
ま
す
。

　
段
落
（
13
）
と
（
14
）
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
で
す
が
、「
こ
の
別
種
の
義
は
、
た
だ
恵
み
の
み
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
行
為
な
し

に
、
私
た
ち
の
う
ち
へ
注
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
内
側
に
お
い
て
、
み
父
が
私
た
ち
を
キ
リ
ス
ト
の
方
向
へ

確
実
に
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
結
果
で
あ
る
が
、
こ
の
義
は
、
原
罪
と
対
立
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
罪
も
、
私
た

ち
の
も
の
で
な
い
別
種
の
も
の
と
し
て
、
私
た
ち
の
行
為
な
し
に
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
私
た
ち
に
結
び
付
け
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
」
と
語
っ
て
、
ル
タ
ー
は
「
別
種
の
義
」
と
「
別
種
の
も
の
」
と
し
て
の
原
罪
と
を
対
比
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
段
落
は
、

で
す
か
ら
、『
三
種
の
義
に
つ
い
て
の
説
教
』
の
第
二
部
の
考
え
方
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト

は
、
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
を
知
る
知
識
の
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
日
ご
と
に
、
い
よ
い
よ
（
古
い
）
ア
ダ
ム
を
追
い
出
す
の
で
あ
る
。

別
種
の
義
は
、
即
座
に
注
入
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
は
、
は
じ
め
が
あ
り
、
進
展
が
あ
り
、
そ
し
て
最
後
に
、
死
に
よ
っ

て
、
つ
い
に
完
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」。
こ
れ
は
、
で
す
か
ら
、「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
と
い
う
理
解
の
う
ち
の
「
部
分

的
に
義
人
、
部
分
的
に
罪
人
」と
い
う
意
味
合
い
に
つ
な
が
る
段
落
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
別
種
の
義
は
、「
は
じ
め
が
あ
り
、

進
展
が
あ
り
、
そ
し
て
最
後
に
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
「
成
長
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
百
パ
ー
セ

ン
ト
義
人
で
同
時
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
罪
人
で
あ
る
」
と
い
う
「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」
と
い
う
理
解
の
そ
の
裏
側
に
、「
信
仰

に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
義
の
成
長
」
と
い
う
側
面
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
部
分
で
す
。
こ
れ
は
『
ロ
ー
マ
書
講
義
』
の

中
に
も
繰
り
返
し
出
て
来
る
要
素
で
す
。
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こ
れ
ま
で
が
、
第
一
部
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
段
落
（
15
）
か
ら
は
第
二
の
義
を
あ
つ
か
っ
た
部
分
が
始
ま
り
ま

す
。
こ
ち
ら
は
長
い
で
す
。「
第
二
の
義
は
、
私
た
ち
自
身
の
義
で
あ
る
が
、
私
た
ち
だ
け
が
そ
れ
を
生
か
す
の
で
は
な
く
、
あ
の

第
一
の
、
別
種
の
義
に
包
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
か
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
に
肉
を
殺
し
、
ま
た
、
自
分
自
身
に

つ
い
て
は
欲
望
を
十
字
架
に
つ
け
、
善
き
わ
ざ
に
よ
っ
て
有
益
な
生
を
送
る
こ
と
で
あ
る
」と
い
う
具
合
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
段
落
（
16
）
で
、「
第
二
に
、
こ
れ
は
隣
人
に
対
す
る
愛
で
あ
る
」
と
続
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自

由
』
の
第
二
部
の
展
開
と
同
じ
で
す
。
つ
ま
り
、
第
一
に
は
信
仰
者
自
身
の
節
制
と
訓
練
、
第
二
に
隣
人
に
対
す
る
愛
と
い
う
か

た
ち
で
、
私
た
ち
自
身
の
義
は
現
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
次
い
で「
第
三
に
、
神
に
対
す
る
謙
虚
と
お
そ
れ
で
あ
る
」

と
続
き
ま
す
。
こ
れ
が
、「
第
二
の
義
」
の
大
ま
か
な
説
明
で
す
。

　
段
落
（
17
）
に
い
く
と
、「
こ
の
義
は
、
第
一
の
義
か
ら
出
た
産
物
で
あ
り
、
そ
の
実
、
そ
の
結
果
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。「
そ

の
実
、
そ
の
結
果
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
第
一
の
義
を
獲
得
す
る
た
め
の
功
績
と
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
そ
の
結

果
、
そ
の
実
で
し
か
な
い
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
昨
日
か
ら
話
が
出
て
い
る
ガ
ラ
テ
ヤ
書
の
五
章
二
二
節
が
出
て
来
ま
す
。
そ
し

て
、「
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
実
は
、
人
の
わ
ざ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
箇
所
で
、
霊
的
な
人
が
い
わ
ゆ
る
『
霊
の
実
』
を
生
み
出

す
『
霊
』
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
ル
タ
ー
は
言
い
ま
す
。

　
段
落
（
18
）
に
は
、「
こ
の
義
は
、
第
一
の
（
別
種
の
）
義
を
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、（
古
い
）
ア
ダ
ム
を
滅

ぼ
し
、
罪
の
体
を
破
壊
す
る
よ
う
に
、
こ
の
義
が
い
つ
も
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
分
を
憎
み
、
隣
人
を
愛
し
、
自

分
の
利
益
を
求
め
ず
、
他
者
の
利
益
を
求
め
る
。
そ
う
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
の
中
に
、
こ
の
義
の
全
体
の
生
き
方
が
あ
る
の
で

あ
る
。
自
分
を
憎
み
、
自
分
の
利
益
を
求
め
な
い
こ
と
の
中
に
、
肉
を
十
字
架
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
他

の
人
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
、
そ
れ
は
愛
の
働
き
を
す
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
神
の
み
こ
こ
ろ
を
両
面
に
お
い
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て
な
し
、
自
己
に
対
し
て
慎
み
深
く
、
隣
り
人
に
対
し
て
正
し
く
、
神
に
対
し
て
信
心
深
く
生
き
る
の
で
あ
る
」と
あ
り
ま
す
。
第

一
の
義
を
受
け
た
第
二
の
義
の
生
き
方
が
こ
こ
で
は
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
段
落
（
19
）
で
す
が
、
こ
こ
に
「
イ
ミ
タ
テ
ィ
オ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
」
が
出
て
来
ま
す
。「
ま
た
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
義
は

キ
リ
ス
ト
の
手
本
を
ま
ね
び
（
第
一
ペ
テ
ロ
二
章
二
一
）、
キ
リ
ス
ト
の
姿
に
似
る
も
の
へ
と
変
え
ら
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、「
恵
み
に
よ
り
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
」
と
い
う
事
態
に
対
し
て
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
模
範
に
ま
ね
ぶ
」
と
い

う
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
が
出
て
来
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
模
範
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、「
自

分
の
利
益
を
求
め
ず
、
私
た
ち
の
利
益
だ
け
を
求
め
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
父
な
る
神
に
も
っ
と
も
従
順
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
た

ち
の
た
め
に
す
べ
て
の
こ
と
を
な
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
私
た
ち
が
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
、

隣
人
に
同
じ
模
範
を
示
す
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
は
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
段
落
（
20
）
に
な
り
ま
す
が
、
次
い
で
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
（
六
章
一
九
）
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
義
は
（
第
二
の
義
は
）、

私
た
ち
の
現
実
の
罪
に
対
立
し
て
い
る
」と
指
摘
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
は
戦
い
が
あ
り
ま
す
。「『
あ
な
た
が
た
は
、
か

つ
て
自
分
の
肢
体
を
汚
れ
と
不
法
の
僕
と
し
て
さ
さ
げ
て
不
法
に
陥
っ
た
よ
う
に
、
今
や
自
分
の
肢
体
を
義
の
僕
と
し
て
さ
さ
げ

て
、
き
よ
く
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
』。
だ
か
ら
、
第
一
の
義
に
よ
っ
て
、『
わ
た
し
は
あ
な
た
の
も
の
』
と
魂
に
向
か
っ
て
言
う
花

婿
の
声
が
聞
こ
え
、
第
二
の
義
に
よ
っ
て『
わ
た
し
は
あ
な
た
の
も
の
』と
い
う
花
嫁
の
声
が
聞
こ
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ

の
結
婚
は
完
了
さ
れ
、
強
く
な
り
、
完
全
な
も
の
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
と
は
違
う
ル
タ
ー

独
自
の
「
花
嫁
神
秘
主
義
」
が
出
て
来
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
の
段
落
一
二
に
出
て
来
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
段
落
（
21
）
で
ま
た
ピ
リ
ピ
書
に
戻
り
ま
す
。「
こ
の
こ
と
は
、
い
ま
、
私
た
ち
が
学
ん
で
い
る
聖
句
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
『
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
あ
っ
て
い
だ
い
て
い
る
の
と
同
じ
思
い
を
、
あ
な
た
方
の
間
で
も
互
い
に
生
か
し
な
さ
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い
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
が
あ
な
た
方
に
心
を
用
い
た
こ
と
を
知
っ
て
、
あ
な
た
が
た
も
相
互
に
心
を
用
い
、
い
つ

く
し
み
あ
う
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。

　
段
落
（
22
）
は
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
か
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
り
、「
キ
リ
ス
ト
は
神
の
か
た
ち
で
あ
ら
れ
た
が
、
神
と
等
し

く
あ
る
こ
と
を
固
守
す
べ
き
事
と
は
思
わ
ず
、
か
え
っ
て
、
お
の
れ
を
む
な
し
う
し
て
僕
の
か
た
ち
を
と
ら
れ
た
…
…
」
と
続
き

ま
す
。
そ
し
て
、
段
落
（
23
）
に
入
っ
て
、「
こ
こ
で
、
神
の
か
た
ち
と
い
う
の
は
、
神
の
本
質
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う

講
解
が
出
て
来
ま
す
。「
キ
リ
ス
ト
は
神
の
本
質
を
一
度
も
む
な
し
く
し
た
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
僕
の
か
た
ち
が
、
人
間
の

本
質
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
の
か
た
ち
は
、
知
恵
、
力
、
正
義
、
慈
愛
、
そ
し
て
自
由
で
あ
る
」

と
続
き
ま
す
。

　
段
落
（
24
）
は
そ
れ
を
受
け
て
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。「
し
か
も
キ
リ
ス
ト
は
、
こ
の
か
た
ち
に
お
い
て
高
ぶ
る
こ
と
な
く
、

ご
自
身
を
喜
ば
せ
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
悪
の
奴
隷
と
な
り
、
そ
れ
に
支
配
さ
れ
て
い
る
他
の
者
た
ち
を
さ
げ
す

む
こ
と
も
、
軽
蔑
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
」。
そ
れ
に
対
し
て「
あ
の
パ
リ
サ
イ
人
は
、
他
人
が
不
幸
で
あ
る
こ
と
を
喜
ん
で
い

た
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
せ
よ
、
他
の
人
々
が
自
分
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
略
奪
行
為
で
あ
っ

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
、
自
分
の
も
の
で
な
い
も
の
を
自
分
の
も
の
と
す
る
」。
こ
れ
は
、（
ル
タ
ー
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
）コ

ン
ク
ピ
ス
ケ
ン
テ
ィ
ア
（
肉
の
欲
、
肉
の
思
い
）
の
問
題
で
す
。
つ
ま
り
、
自
己
自
身
の
益
に
な
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
追
求
す
る

罪
の
問
題
な
の
で
す
。「
神
の
も
の
は
神
に
」
と
い
う
態
度
と
は
正
反
対
の
態
度
で
す
。

  

段
落
（
25
）
で
は
、「
神
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
す
る
」
人
、
つ
ま
り
、
コ
ン
ク
ピ
ス
ケ
ン
テ
ィ
ア
に
と
り
つ
か
れ
た
人
と
、「
神
の

身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
私
た
ち
の
た
め
に
、
私
た
ち
の
一
人
の
よ
う
に
な
っ
て
、
僕
の
姿
を
と
っ
た
」
キ
リ
ス
ト
と
の
対
比
が
鮮

や
か
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
段
落
（
26
）
に
あ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
は
「
私
た
ち
の
罪
と
刑
罰
を
自
分
で
引
き
受
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け
た
」
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
は
「
私
た
ち
の
僕
と
な
る
こ
と
を
望
ん
だ
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
仕
え
ら
れ
る
た
め
で
は
な
く
仕
え
る

た
め
に
来
た
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
の
言
葉
に
あ
る
と
お
り
で
す

  

段
落
（
27
）
の
「
肯
定
的
」「
否
定
的
」
と
い
う
表
現
は
や
や
紛
ら
わ
し
い
の
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
は
、
高
慢
な
人
間
が
神
と
等

し
く
あ
ろ
う
と
す
る
の
と
同
じ
意
味
で
神
と
等
し
い
者
と
あ
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
自
分
が
神
と
等
し
い

者
で
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
、
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
段
落
（
28
）
に
あ
る
よ
う
に
、「
人
な
る
キ
リ
ス
ト
」
は
、「
私
た
ち
の
一
人
の
よ
う
に
な
っ
た
」
の
で
、
私
た
ち
は
そ
れ
に
な

ら
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
な
る
必
要
が
あ
る
。「
私
た
ち
の
僕
と
な
っ
た
」模
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に
従
っ
て
、
私
た
ち
も

「
他
の
人
の
僕
と
な
る
」
こ
と
、
そ
れ
が
「
イ
ミ
タ
テ
ィ
オ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
」
で
す
。
教
師
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
、
模
範
と
し
て
の

キ
リ
ス
ト
は
、
贖
い
主
キ
リ
ス
ト
の
姿
と
較
べ
る
と
、
第
二
義
的
な
意
味
し
か
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
ル
タ
ー

の
場
合
、
第
二
義
的
で
は
あ
っ
て
も
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
徹
底
し
て
隣
り
人
に
仕
え
る
こ
と
が
、
段
落
（
30
）
で
も
（
31
）
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ

と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、「
自
分
の
意
志
に
さ
か
ら
っ
て
も
む
り
や
り
」に
高
慢
な
思
い
を
脱
ぎ
捨
て
る
必
要
が
あ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　（
33
）
か
ら
（
35
）
に
か
け
て
は
、
ル
カ
七
章
三
六
節
以
下
に
記
さ
れ
て
い
る
パ
リ
サ
イ
人
シ
モ
ン
と
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
の
態

度
が
対
比
さ
れ
て
、「
神
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
す
る
人
」シ
モ
ン
が「
神
の
栄
光
の
姿
を
奪
い
取
ら
れ
て
、
い
や
お
う
な
く
僕
の
姿
」

に
貶
め
ら
れ
、「
僕
の
姿
」を
担
っ
た
マ
リ
ア
が
、「
神
の
姿
の
栄
光
の
中
に
高
め
ら
れ
た
」典
型
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
更

に
、（
36
）
か
ら
（
38
）
に
か
け
て
は
、
第
二
の
義
の
目
的
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
第
二
の
義
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
人
間
の
本
質
が
激
し
く
抵
抗
す
る
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
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は
人
間
の
「
転
倒
し
た
姿
」
で
す
。「
人
間
の
本
質
は
、
は
な
は
だ
し
く
刑
罰
を
喜
び
、
自
己
の
正
し
さ
を
誇
る
こ
と
を
喜
び
、
ま

た
、
不
義
か
ら
来
る
隣
人
の
混
乱
を
喜
ぶ
か
ら
で
あ
る
」。
で
す
か
ら
、
当
然
こ
こ
に
は
戦
い
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、（
40
）に
あ
る
よ
う
に
、「
隣
人
が
自
分
よ
り
よ
い
よ
う
に
と
願
い
」、「
隣
人
の
状
態
の
良
い
こ
と
を
喜
ぶ
」こ
と
、「
こ

れ
が
律
法
で
あ
り
預
言
者
で
あ
る
」
か
ら
、
徹
底
し
て
キ
リ
ス
ト
の
模
範
に
従
う
こ
と
が
、
第
二
の
義
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
第
二
の
義
の
説
明
が
終
わ
り
、
次
の
段
落
か
ら
は
、
第
二
の
義
の
付
録
、
内
容
的
に
は
、
市
民
的

な
義
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　
市
民
的
秩
序
を
守
る
た
め
に
は
、
処
罰
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
ま
す
。
ル
タ
ー
の
回
答
は
、
公
人
と
私

人
の
区
別
が
必
要
で
、
こ
れ
ま
で
縷
々
述
べ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
私
人
に
対
し
て
該
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
公
人
に
は
該
当
し

な
い
、
と
指
摘
し
ま
す
。
市
民
的
秩
序
を
守
る
た
め
の
処
罰
や
裁
判
は
公
人
の
責
務
で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
権

能
を
行
使
す
る
限
り
、
彼
ら
は
神
の
代
理
で
あ
り
、
彼
ら
の
行
為
は
神
の
わ
ざ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
他
方
、
私
人
の
場
合
を
見
て
み
る
と
、
三
つ
の
立
場
が
あ
る
、
と
ル
タ
ー
は
言
い
ま
す
。
第
一
は
、
神
の
代
理
者
に
よ
る
報
復

と
裁
き
を
求
め
る
立
場
、
第
二
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
刑
罰
や
報
復
を
望
ま
な
い
立
場
、
第
三
は
気
持
ち
で
は
第
二
の
立
場

に
似
て
い
る
が
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
立
場
で
あ
る
、
と
彼
は
言
い
ま
す
。

　
第
一
の
立
場
に
立
つ
人
は
数
も
多
い
し
、
パ
ウ
ロ
も
そ
う
い
う
人
を
忍
耐
し
て
い
る
が
、
け
っ
し
て
承
認
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
第
二
の
立
場
に
立
つ
人
は
、
確
か
に
稀
で
あ
る
し
、「
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
こ
の
人
は
こ
の
世
に
住
み
つ
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」と
そ
の
現
実
性
を
疑
問
視
す
る
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
も
し
、
だ
れ
も
こ
れ
を
し
な
い
な

ら
ば
」、
聖
書
は
も
は
や
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
、「
こ
れ
こ
そ
福
音
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
模
範
で
あ
る
」
か
ら
で

あ
る
、
と
ル
タ
ー
は
語
り
ま
す
。
第
三
の
立
場
に
立
つ
人
は
、「
刑
罰
な
し
に
は
、
道
に
あ
や
ま
っ
た
者
を
改
善
す
る
こ
と
は
で
き
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な
い
」
と
考
え
る
人
の
こ
と
で
す
。
市
民
的
秩
序
の
観
点
か
ら
は
、
当
然
出
て
来
る
立
場
で
す
が
、
こ
こ
に
あ
る
危
険
を
ル
タ
ー

は
指
摘
し
ま
す
。

　「
怒
り
は
熱
心
と
似
て
お
り
、
短
気
は
正
義
を
愛
す
る
こ
と
と
似
て
い
る
の
で
」、
よ
こ
し
ま
な
動
機
か
ら
発
し
て
い
て
も
、
あ

た
か
も
正
義
か
ら
報
復
を
要
求
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
自
己
正
当
化
が
起
こ
る
危
険
が
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ル
タ
ー
は「
第

二
の
段
階
に
お
い
て
完
成
の
域
に
達
し
、
最
高
に
実
践
を
経
た
者
で
な
け
れ
ば
」
第
三
の
立
場
か
ら
、
安
易
に
報
復
を
求
め
て
は

な
ら
な
い
、
と
指
摘
し
ま
す
。
怒
り
と
熱
心
、
短
気
と
正
義
を
愛
す
る
こ
と
と
は
、「
最
も
霊
的
な
者
に
よ
る
以
外
、
十
分
に
識
別

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
人
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
と
パ
ウ
ロ
だ
け
で

す
。

　
こ
の
説
教
は
、
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
ピ
リ
ピ
二
章
五
節
、
六
節
を
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
ル
タ
ー
は
第
一
の
義
と

第
二
の
義
の
区
別
を
鮮
明
に
引
き
な
が
ら
、
こ
の
時
点
で
は
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
た
「
信
仰
義
認
論
」
を
キ
リ
ス
ト
者
の
生

活
に
適
用
し
よ
う
と
し
ま
す
。
第
一
の
義
と
第
二
の
義
の
区
別
は
、
福
音
と
律
法
の
区
別
、
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
と
愛
の
区
別
に

対
応
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
、
ル
タ
ー
ら
し
い
切
れ
味
の
い
い
言
葉
遣
い
で
福
音
主
義
的
信
仰
の
神
髄

が
語
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
　


