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池
田
大
作
と
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
：
ひ
と
つ
の
宗
教
的
対
話

ジ
ム
・
ガ
リ
ソ
ン

前
川
健
一　

訳

「
人
間
絶
対
主
義
」
で
も
「
独
善
的
宗
教
」
で
も
な
く

　

池
田
大
作
と
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
二
人
は
、
い
ず
れ
も
対

話
を
重
視
す
る
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
す
。
彼
ら
に
と
っ

て
対
話
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
差
異

│
文
化
、
政
治
、
人
種
、

民
族
性
、
性
差
、
宗
教
な
ど

│
を
乗
り
越
え
、
理
解
を
生
み

出
し
、
平
和
と
幸
福
を
守
る
た
め
の
最
高
の
手
段
で
す
。
彼
ら

は
日
常
生
活
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
尊
重
す
る
と
同
時
に
、

宗
教
否
定
の
人
間
絶
対
主
義
と
い
う
独
断
と
、
独
断
的
な
宗
教

と
い
う
両
極
端
の
間
の
「
第
三
の
道
」
を
探
求
し
て
い
ま
す
。

議
論
す
る
中
で
、
い
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
新
し
い
意
味
や
価

値
が
出
現
し
、
我
々
の
思
想
・
感
情
・
行
動
を
刷
新
す
る
、
と

は
両
者
が
共
有
す
る
信
念
で
す
。
デ
ュ
ー
イ
生
誕
百
五
十
年
の

記
念
す
べ
き
こ
の
年
、
私
た
ち
は
デ
ュ
ー
イ
と
池
田
思
想
と
の

対
話
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
創
価
学
会
と
ア

メ
リ
カ
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
対
話
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

デ
ュ
ー
イ
著
作
の
う
ち
最
も
形
而
上
学
的
な
書
物
の
中
で
、

彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
ま
す
。「
こ
こ
に
提
示
さ
れ
る
哲

学
を
名
づ
け
る
な
ら
、（
中
略
）
自
然
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

と
呼
べ
る
だ
ろ
う
」（『
経
験
と
自
然
』。LW

1 :10

）。
池
田
氏
の
思

特
別
公
開
講
演
会
よ
り
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想
と
行
動
の
根
底
に
あ
る
の
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
す
。
池
田

氏
は
言
い
ま
す
。「﹇
創
価
﹈学
会
は「
人
間
性
の
組
織
」で
す
」（『
智

慧
』1 .170
）。
池
田
氏
の
言
葉
は
真
摯
で
す
。
氏
は
次
の
よ
う
に

説
い
て
い
ま
す
。「
こ
う
い
う
法
華
経
の
主
張
を
、
仮
に
「
宇
宙

的
人
間
主
義
」「
宇
宙
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ん
で
は
ど
う

だ
ろ
う
か
」（『
智
慧
』1 .24
）。
さ
ら
に
、
池
田
氏
は
日
常
生
活
を

超
え
た
超
自
然
的
領
域
に
望
み
を
か
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
か
わ
り
に
、
氏
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
ま
す
、「「
一

生
成
仏
」
と
は
、
こ
の
現
実
の
今
世
に
お
い
て
成
仏
す
る
こ
と

で
す
」（『
智
慧
』1 .22 （
１
）

6

）。
池
田
氏
も
ま
た
「
自
然
主
義
的
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
支
持
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
世

界
の
外
側
か
ら
不
意
に
現
れ
（supervene

）、
地
上
で
の
困
苦
の

代
償
と
し
て
天
上
の
生
活
を
与
え
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

同
苦
し
な
が
ら
確
実
に
改
良
を
す
す
め
て
い
く
た
め
世
界
の
中

に
介
入
す
る
こ
と
（intervene

）
を
求
め
ま
す
。
池
田
氏
の
信
念

は
「
慈
愛
と
真
剣
さ
に
「
人
間
性
」
の
真
髄
が
あ
る
」（『
智
慧
』

訳
者
注

デ
ュ
ー
イ
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
南
イ
リ
ノ
イ
大
学
出
版
（Southern Illinois U

niversity Press

）
か
ら
発
行
さ
れ
た
校
訂
版
に
よ
っ
た
。
以
下
の
略
号
に

巻
数
・
頁
数
を
付
し
た
。

　

EW
  The Early W

orks (1882-1898)　
（
初
期
著
作
集
）

　

M
W

  The M
iddle W

orks (1899-1924)

（
中
期
著
作
集
）

　

LW
  The Later W

orks (1925-1953)　
（
後
期
著
作
集
）

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
著
作
は
、
以
下
の
略
称
を
用
い
、
巻
数
・
頁
数
を
付
し
た
。

　
『
智
慧
』　
『
法
華
経
の
智
慧
』（
聖
教
新
聞
社
、
一
九
九
六
〜
二
〇
〇
〇
）

　
『
文
明
』　
『
21
世
紀
文
明
と
大
乗
仏
教　

海
外
諸
大
学
講
演
集
』（
聖
教
新
聞
社
、
一
九
九
六
）

　

ガ
リ
ソ
ン
氏
は
英
訳
版
か
ら
引
用
し
て
い
る
が
、
書
誌
・
頁
数
な
ど
は
省
略
し
た
。

　

訳
文
の
統
一
の
た
め
、
デ
ュ
ー
イ
の
言
葉
は
原
文
か
ら
翻
訳
し
た
が
、
既
刊
の
邦
訳
か
ら
は
大
い
に
裨
益
を
受
け
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　

帆
足
理
一
郎
訳
『
経
験
と
自
然
』（
春
秋
社
）、
鈴
木
庫
司
訳
『
経
験
と
し
て
の
芸
術
』（
春
秋
社
）、
岸
本
英
夫
訳
『
誰
で
も
の
信
仰
』（
春
秋
社
）、
河
村

望
訳
『
デ
ュ
ー
イ
＝
ミ
ー
ド
著
作
集
』（
人
間
の
科
学
新
社
）
巻
４
（
経
験
と
自
然
）・
巻
11
（
経
験
と
し
て
の
芸
術
）・
巻
12
（
共
同
の
信
仰
）。
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1 .170

）
と
い
う
も
の
で
す
。
目
標
は
、
い
ま
・
こ
こ
の
現
実
を

変
革
し
、
現
在
の
嘆
き
を
鎮
め
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
池
田
氏

は
語
り
ま
す
。

真
理
（
実
相
）
と
言
っ
て
も
、
ど
こ
か
遠
い
別
世
界
に
あ
る

と
い
う
の
で
は
な
い
。﹇
諸
法
実
相
の
思
想
は
﹈
具
体
的
な

現
象
（
諸
法
）
か
ら
絶
対
に
離
れ
ず
、
あ
く
ま
で
、
こ
の
具

体
的
な
現
実
（
諸
法
）
の
真
実
の
姿
（
実
相
）
に
、
英
知
を

集
中
さ
せ
て
い
る
（『
智
慧
』1 .21

（
２
）

3

）。

　

妙
法
の
因
果
は
、
色
心
二
法
を
支
配
し
ま
す
。
し
か
も
、
色

心
は
不
二
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
池
田
氏
と

デ
ュ
ー
イ
は
い
ず
れ
も
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
な
の
で
あ
り
、

宗
教
否
定
の
人
間
絶
対
主
義
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

デ
ュ
ー
イ
が
非
二
元
論
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
言

う
ま
で
も
な
い
周
知
の
事
実
で
す（３
）。

宇
宙
の
活
動
へ
の
創
造
的
参
与

　

池
田
氏
と
デ
ュ
ー
イ
の
一
致
し
た
意
見
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

で
多
元
的
な
宇
宙
の
活
動
に
人
間
が
参
与
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
」
と
い
う
の
は
、
宇
宙
は
不
断
に
創

造
を
行
い
、
無
限
に
進
化
し
続
け
て
い
る
か
ら
で
す
。「
東
西
に

お
け
る
芸
術
と
精
神
性
」
と
い
う
講
演
の
中
で
、
池
田
氏
は
明

確
に
断
言
し
ま
す
。

こ
の
創
造
的
生
命
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
大
乗
仏

教
の
精
髄
で
あ
る
法
華
経
で
は
、（
中
略
）
時
間
的
に
も
空

間
的
に
も
、
無
限
、
無
辺
の
生
命
の
広
が
り
が
開
示
さ
れ

る
と
と
も
に
、
し
か
も
そ
の
広
が
り
は
、
一
個
の
生
命
の

「
今
」
の
一
瞬
に
包
摂
さ
れ
ゆ
く
と
い
う
生
命
の
自
在
性
を

説
き
明
か
し
て
お
り
ま
す
。（
中
略
）
ま
た
創
造
的
生
命
を
、

私
ど
も
の
〝
生
き
方
〞
か
ら
い
え
ば
、
自
己
完
成
へ
の
限

り
な
き
能
動
的
実
践
と
し
て
顕
れ
る
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。

す
な
わ
ち
法
華
経
の
諸
経
中
で
も
際
立
っ
た
特
徴
は
、
そ

の
「
菩
薩
道
」
の
実
践
の
場
を
、
荒
れ
狂
う
厳
し
き
人
間

社
会
の
中
に
あ
え
て
求
め
、
そ
こ
で
こ
そ
自
身
の
生
命
が

磨
か
れ
、「
小
我
」
を
超
え
た
「
大
我
」
の
確
立
へ
と
い
た

る
こ
と
を
説
い
て
い
る
点
に
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
り
ま
す

（『
文
明
』136

〜137

）。

　

我
々
は
創
造
者
た
る
べ
く
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
創
造
的

活
動
に
お
い
て
、
カ
オ
ス
（
渾
沌
）
か
ら
コ
ス
モ
ス
（
秩
序
）
を
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創
造
し
続
け
て
い
く
の
で
す
。
池
田
氏
に
よ
れ
ば
、「
芸
術
と
は
、

人
間
の
精
神
性
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
発
露
」（『
文
明
』130

）
な
の

で
す
。
池
田
氏
は
続
け
ま
す
。

〝
パ
ン
〞
が
肉
体
の
新
陳
代
謝
に
不
可
欠
で
あ
る
の
と
同
様
、

芸
術
も
ま
た
、
そ
の
効
用
は
、「
心
の
新
陳
代
謝
」
に
な
く

て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）

で
は
、
な
ぜ
芸
術
が
、
人
間
に
と
っ
て
か
く
も
本
然
的
な

営
み
で
あ
り
続
け
た
の
か
。
私
は
、
そ
の
最
大
の
要
因
を
、

芸
術
の
も
つ
「
結
合
の
力
」
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）人
間
と
人
間
、人
間
と
自
然
、

人
間
と
宇
宙
を
も
結
び
合
わ
せ
「
全
一
な
る
も
の
」
を
志

向
し
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
芸
術
の
優
れ
て
芸
術
た
る
ゆ
え
ん

が
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
（『
文
明
』130

〜131

）。

芸
術
創
作
に
お
い
て
、
小
我
は
、
大
宇
宙
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で

創
造
的
な
生
命
へ
と
参
入
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
大
我
へ

と
開
か
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
は
宇
宙
の
根
源
の
法
で
あ
り
、

「
私
達
の
生
命
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
を
発
現
さ
せ
て
い
く
、
根
本

的
な
本
体
を
と
ら
え
た
「
法
」」（『
文
明
』89

）
な
の
で
す
。

　

デ
ュ
ー
イ
は
、
具
体
的
な
生
活
闘
争
と
、
芸
術
に
お
け
る
精

神
の
比
類
な
き
表
現
、
す
な
わ
ち
「
天
来
の
も
の
」
と
を
結
び

つ
け
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
は
詩
人
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
か
つ
て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の

を
意
味
し
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の
の
例
と
し
て
、
現
在
知
ら
れ

て
い
る
最
も
重
い
元
素
で
あ
る
「
ウ
ン
ウ
ン
オ
ク
チ
ウ
ム
」、
国

連
に
よ
る
「
世
界
人
権
宣
言
」、
龍
安
寺
の
石
庭
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
も
の
は
人
間
の
関
与
が
な
け
れ
ば

存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
縁
起
の

法
則
に
も
と
づ
く
宇
宙
は
、
不
断
に
進
化
を
遂
げ
、
更
新
さ
れ

て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
た
宇
宙
の
中
で
、
様
々
な
可
能
性
が
現

実
の
も
の
と
な
り
、
そ
の
進
展
に
終
結
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う

し
た
現
実
化
の
過
程
の
一
端
を
担
う
の
が
、
人
間
に
よ
る
創
造

な
の
で
す
。

　

池
田
氏
は
「
日
本
人
の
美
意
識
」
に
ふ
れ
、「
色
濃
く
宗
教
性

を
帯
び
た
も
の
」
と
述
べ
て
い
ま
す
（『
文
明
』132

）。
デ
ュ
ー
イ

に
お
け
る
「
宗
教
的
な
も
の
」
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
も
と

づ
き
ま
す
が
、
そ
こ
に
も
ま
た
強
烈
な
美
的
次
元
が
存
在
し
ま

す
。『
経
験
と
し
て
の
芸
術
』
の
中
で
、
デ
ュ
ー
イ
は
記
し
て
い

ま
す
。
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﹇
私
た
ち
の
経
験
が
﹈
一
つ
の
全
体
で
あ
り
、
し
か
も
、
さ

ら
に
大
き
い
包
括
的
な
全
体
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
が
生
き

て
い
る
宇
宙
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
、
こ
う
し
た
在
り
方

を
、
芸
術
作
品
は
取
り
出
し
、
私
た
ち
に
見
え
る
よ
う
に

し
て
く
れ
る
。
濃
厚
な
美
的
経
験
を
与
え
る
も
の
の
前
で

私
た
ち
は
視
界
が
開
け
る
よ
う
な
明
晰
さ
を
感
じ
る
が
、

こ
の
感
覚
は
今
述
べ
た
事
実
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
、
と

私
は
思
う
。
こ
れ
は
同
時
に
、
濃
密
な
美
的
知
覚
に
と
も

な
う
宗
教
的
感
情
を
も
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち

は
、
言
わ
ば
、
こ
の
世
界
を
超
え
た
世
界
へ
と
誘
わ
れ
る
。

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
世
界
は
、
私
た
ち
が

日
常
を
送
る
こ
の
世
界
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
、
一
層
深

い
現
実
な
の
だ
。
私
た
ち
は
自
ら
を
抜
け
出
し
、
自
ら
を

見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
の
特
質
を
説
明
す
る

の
は
、
以
下
の
よ
う
な
心
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら

ゆ
る
日
常
経
験
に
と
も
な
う
、
我
々
を
包
み
こ
む
未
だ
は

っ
き
り
し
た
形
を
と
っ
て
い
な
い
全
体
と
い
う
感
覚
を
深

め
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
明
る
み
に
出
す
よ
う
に
、
芸
術

作
品
は
作
用
し
て
い
る
ら
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

の
と
き
、
こ
の
全
体
は
我
々
自
身
を
拡
張
し
た
も
の
と
し

て
感
じ
ら
れ
る
。
現
実
性
と
価
値
の
尺
度
が
利
己
主
義
で

は
な
い
場
合
、
私
た
ち
は
自
ら
を
超
え
た
広
大
な
世
界
の

一
員
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
、
こ
の
世
界
が
我
々
と

と
も
に
あ
り
、
し
か
も
我
々
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が

心
の
底
か
ら
実
感
で
き
た
な
ら
、
世
界
そ
の
も
の
が
一
つ

で
あ
り
、
我
々
自
身
と
一
体
で
あ
る
と
い
う
特
有
の
満
足

感
が
生
じ
る
の
で
あ
る
（LW

10 :199

）。

人
間
が
行
う
創
造
的
な
表
現
活
動
や
美
の
享
受
は
、
宇
宙
が
有

す
る
創
造
的
生
命
の
一
部
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
小
我
は

自
己
よ
り
も
大
き
い
全
体
や
大
我
に
気
づ
き
ま
す
。
池
田
氏
と

同
様
、
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
も
、
私
た
ち
は
こ
の
大
我
な
い
し

全
体
に
属
し
て
い
る
の
で
す
。

宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
共
通

　

池
田
氏
自
身
が
、
デ
ュ
ー
イ
の
実
践
的
な
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
と
創
価
学
会
と
の
間
に
類
似
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
重
大

な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
気
づ
い
て
い
ま
す
。
池
田
氏
は
「
21
世

紀
文
明
と
大
乗
仏
教
」
と
い
う
講
演
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
難
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問
を
提
示
し
て
い
ま
す
。「
は
た
し
て
宗
教
を
も
つ
こ
と
が
人
間

を
強
く
す
る
の
か
弱
く
す
る
の
か
」（『
文
明
』25

）。

　

池
田
氏
は
、「
自
力
と
他
力
」、
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
を
信

じ
る
こ
と
と
自
己
を
超
え
た
大
い
な
る
力
を
認
め
る
こ
と
と
の

間
の
「
第
三
の
道
」
な
い
し
中
道
を
探
り
ま
す
。
池
田
氏
が
、

直
接
デ
ュ
ー
イ
を
援
用
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い

て
で
す
。

か
つ
て
デ
ュ
ー
イ
は
「
誰
で
も
の
信
仰
」
を
唱
え
、
特
定

の
宗
教
よ
り
も
「
宗
教
的
な
も
の
」
の
緊
要
性
を
訴
え
ま

し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
が
と
も
す
れ
ば
独
善
や
狂
信
に

陥
り
が
ち
な
の
に
対
し
、「
宗
教
的
な
も
の
」
は
「
人
間
の

関
心
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
統
一
」
し
、「
行
動
を
導
き
、
感
情

に
熱
を
加
え
、
知
性
に
光
を
加
え
る
」。
そ
し
て
「
あ
ら
ゆ

る
形
式
の
芸
術
、
知
識
、
努
力
、
働
い
た
後
の
休
息
、
教
育

と
親
し
い
交
わ
り
、
友
情
と
恋
愛
、
心
身
の
成
長
、
な
ど

に
含
ま
れ
る
価
値
」
を
開
花
、
創
造
せ
し
む
る
か
ら
で
あ

り
ま
す
。（
中
略
）
近
代
人
の
自
我
信
仰
の
無
残
な
結
末
が

示
す
よ
う
に
、
自
力
は
そ
れ
の
み
で
自
ら
の
能
力
を
ま
っ

と
う
で
き
な
い
。
他
力
す
な
わ
ち
有
限
な
自
己
を
超
え
た

永
遠
な
る
も
の
へ
の
祈
り
と
融
合
に
よ
っ
て
初
め
て
、
自

力
も
十
全
に
は
た
ら
く
。
し
か
し
、
そ
の
十
全
な
る
力
は

本
来
、
自
身
の
中
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る

│
デ
ュ
ー
イ

も
お
そ
ら
く
含
意
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
こ
う
し
た
視
点

こ
そ
、
宗
教
が
未
来
性
を
も
ち
う
る
か
ど
う
か
の
分
水
嶺

で
あ
る
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
（『
文
明
』26

〜27 （４
））。

こ
こ
で
池
田
氏
が
賛
意
を
表
明
し
て
い
る
の
は
、
デ
ュ
ー
イ
の

宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
発
す
る
力
強
い
主
張
で
す
。
池
田

氏
と
デ
ュ
ー
イ
に
共
通
す
る
テ
ー
マ
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
既

に
言
及
し
た
箇
所
で
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、

少
な
く
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
う

し
た
テ
ー
マ
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
創

造
的
生
命
。成
長
。現
実
に
含
ま
れ
る
可
能
性
を
評
価
す
る
こ
と
。

大
我
と
小
我
。
エ
ゴ
を
滅
す
る
の
で
は
な
く
縮
減
す
る
こ
と
。

自
己
特
有
で
あ
り
な
が
ら
、
実
現
の
た
め
に
は
他
者
を
必
要
と

す
る
、
人
間
の
可
能
性
。
統
一
性
を
持
っ
た
芸
術
表
現
は
、
調

和
の
あ
る
統
一
を
も
た
ら
す
た
め
の
人
間
の
能
力
の
行
使
で
あ

る
と
す
る
こ
と
、
な
ど
な
ど
。
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自
力
は
人
間
過
信
へ
、
他
力
は
運
命
論
へ
傾
く

　

こ
こ
で
私
た
ち
が
検
討
し
た
い
の
は
、
第
三
の
道
な
い
し
中

道
と
い
う
概
念
、
な
ら
び
に
、
デ
ュ
ー
イ
が
行
っ
た
「
宗
教
」

と
「
宗
教
的
な
も
の
」
と
の
区
別
に
つ
い
て
で
す
。

　

ま
ず
第
三
の
道
を
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。
一
方
に
は
、
人
間

の
自
由
意
志
や
理
性
へ
の
完
全
に
非
宗
教
的
な
過
信
、「
自
力
依

存
」
が
あ
り
ま
す
。
他
方
に
は
、
決
定
論
や
恩
寵
の
盲
信
、
有

神
論
的
な
神
と
い
っ
た
外
的
対
象
へ
の
「
他
力
依
存
」
が
あ
り

ま
す
。
池
田
氏
は
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

「﹇
自
力
と
他
力
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
﹈ 
コ
ッ
ク
ス
教
授
が
私
ど

も
の
運
動
を
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
宗
教
の
方
向
を
示
そ
う
と

し
て
い
る
」
と
し
て
注
目
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
に
深
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
」（『
文
明
』27

）。
ま
た
、「
宗
教
で
あ
れ
何

で
あ
れ
「
人
間
の
た
め
」
に
存
在
し
て
い
る
」（『
文
明
』207
）
と

も
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う

な
こ
と
で
す
。
宗
教
は
個
々
人
が
各
人
固
有
の
潜
在
能
力
を
発

揮
す
る
の
を
助
け
る
一
方
、
大
我
の
発
見
に
導
く
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
人
々
は
、
現
実
と
い
う
も
の
が
持
つ
可
能
性
を
認
識
す

る
と
と
も
に
、
宇
宙
の
創
造
的
生
命
の
中
に
入
っ
て
、
苦
し
み

を
癒
し
、
平
和
と
幸
福
を
実
現
す
る
の
で
す
。
池
田
氏
の
言
わ

ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
宗
教
は
各
人
の
仏
性
の
顕
現
を
助
け
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
利
己
主
義
的
な
小

我
と
そ
の
力
を
讃
美
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
、
第
三
の
道
に
は
、
我
々
を
取
り
囲
む

宇
宙
に
対
す
る
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
言
う
と
こ
ろ
の
「
自
然
に
対

す
る
敬
虔
」
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

人
間
の
運
命
は
、
人
間
の
制
御
を
超
え
た
力
と
も
つ
れ
合

っ
て
一
体
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、

依
存
と
そ
れ
に
と
も
な
う
謙
遜
が
、
伝
統
的
な
教
義
が
予

言
す
る
よ
う
な
特
定
の
通
路
を
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と

想
定
す
る
必
要
は
な
い
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
﹇
依
存

そ
の
も
の
よ
り
も
﹈
む
し
ろ
依
存
感
が
ど
の
よ
う
な
形
態

を
取
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
と
い
う
の
は
、

依
存
は
、
私
た
ち
に
の
し
か
か
る
挫
折
の
中
に
現
れ
る
だ

け
で
は
な
く
、
我
々
の
実
践
や
志
望
を
支
え
る
、
我
々
と

環
境
と
の
関
係
の
中
に
も
現
わ
れ
る
。
本
質
的
に
非
宗
教

的
な
態
度
と
い
う
の
は
、
人
間
の
成
し
遂
げ
た
こ
と
や
目
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的
を
、
物
理
的
な
自
然
と
し
て
の
世
界
や
仲
間
の
人
間
た

ち
か
ら
切
り
離
し
た
単
な
る
人
間
そ
の
も
の
に
帰
す
る
と

い
う
態
度
で
あ
る
。
我
々
の
成
功
は
、
自
然
（nature

）
が

協
力
し
て
く
れ
る
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
。
人
間
の
本
性

（nature

）
が
尊
厳
で
あ
る
と
い
う
感
覚
は
、
畏
敬
や
崇
敬
の

感
覚
と
同
様
に
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

た
め
に
は
、
人
間
の
本
性
を
、
よ
り
大
き
な
全
体
の
中
の
、

我
々
と
協
働
す
る
部
分
と
し
て
と
ら
え
る
感
覚
に
も
と
づ

い
て
、
尊
厳
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
然
に
対
す
る
敬
虔
と
は
、
自
然
に
生
じ
る
出
来
事
を
運

命
論
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
か
、
こ
の
世
界
の
空
想
的
な

理
想
化
の
ど
ち
ら
か
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

我
々
は
こ
の
世
界
の
一
部
で
あ
り
、
そ
う
し
た
世
界
が
自

然
で
あ
る
と
い
う
正
当
な
感
覚
に
基
づ
い
て
、
自
然
に
対

す
る
敬
虔
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
我
々
は
知
性
と
目
的
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
﹇
世

界
を
構
成
す
る
﹈
部
分
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
の
助
け

を
借
り
て
、
人
間
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
と
周
囲
の
状

況
と
を
見
事
に
調
和
さ
せ
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
、
と
。
こ
う
し
た
敬
虔
は
、
生
き
て
い
く
上
で
必
要
な

公
正
な
物
の
見
方
に
と
っ
て
本
質
的
な
要
素
で
あ
る

（LW
9 :19

）。

知
的
向
上
と
道
徳
的
改
善
は
、
各
人
の
努
力
だ
け
で
達
成
さ
れ

る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、（
絶
対
的
存
在
と
し
て
の
）
自
然
や

神
、
仏
な
ど
の
力
だ
け
に
よ
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
宗
教
」
と
「
宗
教
的
な
も
の
」
の
違
い

　

デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
、「
宗
教
」
と
「
宗
教
的
な
も
の
」
と
の

最
も
重
要
な
違
い
は
、
以
下
の
点
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
宗

教
は
、
人
間
の
経
験
の
特
別
な
領
域
、
し
ば
し
ば
超
自
然
的
な

も
の
と
結
び
つ
い
て
い
る
領
域
に
閉
じ
こ
も
り
、
そ
れ
故
、
日

常
生
活
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
改
変
す
る
よ
う
介
入
す
る

（intervene

）
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
で
す
。
独
断
的
な
宗
教
は
、

最
良
の
場
合
で
さ
え
、
必
要
と
し
て
い
る
時
に
不
意
に
現
れ
て

（supervene
）、
慰
め
や
支
え
、
安
ら
ぎ
を
与
え
る
と
い
う
に
と
ど

ま
り
、
そ
こ
か
ら
更
に
進
ん
で
、
こ
の
世
界
の
中
に
お
け
る
縁

起
と
い
う
正
し
い
関
係
を
通
じ
て
自
己
の
全
体
性
を
回
復
さ
せ
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る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
悪
の
場
合
、
独
断
的
な
宗
教
は
狂

信
的
な
独
断
論
へ
と
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
一
方
、「
宗
教
的
な

も
の
」
は
、
人
間
の
経
験
の
ど
ん
な
領
域
に
で
も
出
現
し
、
霊

感
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
全
く
自
然
な
も
の
で
す
。
そ

し
て
、最
も
重
要
な
の
は
、日
々
の
物
事
の
在
り
方
に
入
り
込
み
、

「
生
活
に
お
け
る
よ
り
良
い
調
整
」（ibid.11

）
を
も
た
ら
す
こ
と

で
す
。「
宗
教
的
な
も
の
」
は
通
常
、
共
感
に
満
ち
た
支
え
を
与

え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
調
和

の
あ
る
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
へ
と
進
展
す
る
の
で
す
。

　
「（
一
つ
二
つ
と
数
え
ら
れ
る
具
体
的
な
）
宗
教
」
と
「
宗
教
的
な

も
の
」
と
の
違
い
は
、「
名
詞
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
何
か
と
、

形
容
詞
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
る
経
験
の
質
と
の
」
違
い
で
す

（ibid.4

）。
形
容
詞
や
動
詞
、
副
詞
な
ど
は
、
経
験
と
い
う
も
の

の
宗
教
的
な
特
質
を
と
ら
え
る
も
の
で
す
。「
宗
教
的
な
」
経
験

を
持
つ
人
は
、
こ
の
世
界
を
変
え
る
た
め
、
こ
の
世
界
に
関
わ

ろ
う
と
い
う
欲
望
を
感
じ
、
様
々
な
も
の
ご
と
を
よ
り
良
い
も

の
に
す
る
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
時
、
こ
の
人
は
、
こ
う
し

た
様
々
な
物
事
に
満
た
さ
れ
た
一
層
大
き
な
全
体
に
よ
っ
て
自

ら
が
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
経
験
し
て
い
る
の
で
す
。

「
宗
教
」
に
没
入
し
た
人
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
に
身
を
ま
か

せ
、
来
世
で
の
ご
褒
美
を
待
ち
望
む
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
一

方
で
、
他
の
人
々
に
対
し
、
自
分
た
ち
の
硬
直
し
た
独
断
に
従

う
よ
う
に
と
い
う
自
分
勝
手
な
要
求
を
行
う
の
で
す
。
真
に
宗

教
的
な
人
々
は
、
今
こ
こ
で
、
幸
福
や
平
和
、
正
義
を
探
し
求

め
ま
す
。
自
然
を
超
え
た
、
ど
こ
か
他
の
領
域
に
お
い
て
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
価
値
創
造
者
で
す
。
池
田
氏
と
デ
ュ
ー

イ
に
と
っ
て
、「
宗
教
的
な
も
の
」
と
は
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
を
意
味
し
ま
す
。
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、

人
間
は
宇
宙
と
の
親
密
な
関
係
を
経
験
し
ま
す
が
、
そ
の
宇
宙

に
は
人
間
自
身
の
創
造
的
活
動
が
大
い
に
関
係
し
て
い
る
の
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、
事
態
を
よ
り
良
く
し
よ
う
と
、
物

事
の
成
り
行
き
に
介
入
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
「
宗
教
」は
単
に
不
意
に
現
れ
る（supervene

）も
の
で
あ
り
、「
宗

教
的
な
も
の
」
は
介
入
（intervene

）
し
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
違

い
は
、
一
つ
の
理
解
の
仕
方
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。「
宗
教
」
は
、
全
て
の
潜
在
的
可
能
性

を
既
に
完
全
に
実
現
し
た
実
体
的
存
在
を
前
提
し
ま
す
。
そ
れ

は
、神
と
呼
ば
れ
る
外
的
な
力
で
す
。
人
生（
現
世
）で
の
支
え
と
、
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お
そ
ら
く
は
来
世
で
の
ご
褒
美
と
が
手
に
入
る
こ
と
を
期
待
し

な
が
ら
、
人
間
は
こ
の
外
的
な
力
に
従
順
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
デ
ュ
ー
イ
は
、「
神
」
と
い
う
語
の
二
つ

の
異
な
る
意
味
を
区
別
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
は
、
そ
の
言
葉
は
単
な
る
或
る
特
定
の
存
在
を
意

味
し
て
い
る
。
他
方
で
は
、
そ
れ
は
、
我
々
を
欲
求
と
行

動
と
に
駆
り
立
て
る
あ
ら
ゆ
る
理
想
的
な
目
的
の
統
合
体

を
指
示
し
て
い
る
。﹇
こ
の
よ
う
な
理
想
的
目
的
の
﹈
統
合

が
、我
々
の
態
度
と
行
動
と
に
訴
え
か
け
る
の
は
、そ
れ
が
、

我
々
と
は
無
関
係
に
、
現
実
化
し
た
実
在
と
し
て
既
に
存

在
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
と
も
、
こ
の

統
合
そ
の
も
の
に
備
わ
る
意
味
と
価
値
に
よ
っ
て
な
の
だ

ろ
う
か
？
（ibid.29

）

「
神
」
と
い
う
語
の
第
一
の
意
味
は
、「
或
る
特
定
の
存
在
」
で
す
。

そ
れ
は
こ
の
世
界
に
不
意
に
現
れ
（supervene

）、
私
た
ち
は
支

え
を
乞
い
求
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、﹇
こ
の
立
場
で

は
﹈
私
た
ち
は
自
分
自
身
を
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

第
二
の
意
味
は
、
端
的
に
理
想
的
な
価
値
の
同
義
語
に
過
ぎ
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
欲
求
を
目
覚
め
さ
せ
、
こ
の
世
界

に
介
入
（intervene

）
す
る
人
間
の
行
動
を
導
く
も
の
で
す
。
第

一
の
意
味
の
「
神
」
が
独
断
的
な
宗
教
に
帰
着
す
る
の
に
対
し
、

第
二
の
意
味
の
「
神
」
は
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
と
向
か

い
ま
す
。
既
に
完
全
無
欠
で
、
完
全
に
現
実
化
し
た
神
を
想
定

す
る
な
ら
ば
、
特
に
そ
れ
が
全
知
全
能
だ
と
憶
測
さ
れ
る
場
合
、

こ
の
世
界
に
存
在
す
る
悪
を
説
明
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
に

な
る
と
い
う
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。
神
そ
の
も
の
が
悪
で
あ
る

と
考
え
な
い
限
り
、
悪
の
存
在
を
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

デ
ュ
ー
イ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

私
が
こ
れ
ま
で
批
判
し
て
き
た
の
は
、
理
想
的
な
も
の
と

或
る
特
定
の
存
在
と
の
同
一
視
で
あ
る
。
特
に
、
そ
う
し

た
同
一
視
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
定
の
存
在
が
自
然
の
外
側

に
存
在
す
る
と
い
う
結
論
が
必
然
的
な
も
の
と
さ
れ
る
よ

う
な
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
が
示
そ
う
と
し
て
き
た

の
は
、
理
想
的
な
も
の
は
自
然
の
諸
条
件
の
中
に
根
ざ
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
考
と
行
動
に
与
え
ら
れ

た
可
能
性
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
想
像
力
が
現
実
を
理
念

化
す
る
時
、
理
想
的
な
も
の
が
出
現
す
る
。
真
に
現
実
化

さ
れ
る
価
値
や
善
き
も
の
は
自
然
の
基
盤
の
上
に
あ
る
。
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そ
れ
は
、
人
間
の
結
び
つ
き
と
か
、
芸
術
と
か
、
知
識
と

い
っ
た
善
き
も
の
で
あ
る
（ibid.30

）。

理
想
に
は
苦
悩
を
鎮
め
る
力
が
あ
り
ま
す
。
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ

て
、
そ
う
し
た
理
想
は
、
こ
の
大
地
か
ら
涌
現
す
る
の
で
す
（
そ

れ
は
「
自
然
に
根
ざ
し
て
い
る
」）。
眼
前
の
日
々
の
生
活
の
中

に
こ
そ
、
理
想
へ
と
向
か
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
把

握
す
る
想
像
力
を
通
じ
て
、理
想
は
出
現
す
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、

物
事
の
成
り
行
き
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
理

想
を
保
持
す
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
想
像
力

は
可
能
性
を
思
い
描
き
ま
す
。
そ
う
し
た
可
能
性
は
、
そ
も
そ

も
想
像
し
な
け
れ
ば
見
え
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な

想
像
力
は
と
て
も
魅
力
的
な
も
の
で
あ
り
、
想
像
力
を
超
自
然

的
な
も
の
の
よ
う
に
感
じ
る
人
た
ち
が
い
る
理
由
は
、
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

池
田
氏
も
ま
た
我
々
の
最
高
の
理
想
と
完
全
無
欠
の
存
在
と

を
同
一
視
す
る
こ
と
を
退
け
ま
す
。
ま
し
て
、
自
然
の
外
側
に

存
在
す
る
全
知
全
能
の
創
造
者
を
否
定
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

〝
神
聖
な
る
も
の
〞
は
、
国
家
で
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も

な
い
、ま
た
超
人
的
な
神
や
仏
で
も
な
い
。
地
涌
の
菩
薩
は
、

じ
つ
は
仏
で
す
。
し
か
し
、
仏
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も

超
越
的
な
感
じ
に
見
ら
れ
て
し
ま
う
。
地
涌
の
菩
薩
は
、

あ
く
ま
で
「
修
行
す
る
人
間
」
と
し
て
の
菩
薩
に
徹
し
て

い
る
。
人
間
に
徹
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
に
重
大
な
意

義
が
あ
る
。「
人
間
」
へ
の
信
頼
、「
人
間
」
へ
の
信
仰

│
そ
の
復
権
こ
そ
、
我
々
が
論
じ
合
っ
て
い
る
「
二
十

一
世
紀
の
宗
教
」
の
カ
ギ
な
の
で
す
（『
智
慧
』3 .338

）。

こ
の
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
力
強
い
宣
言
に
デ
ュ
ー
イ
も

賛
成
す
る
で
し
ょ
う
。
彼
は
次
の
よ
う
な
不
満
を
漏
ら
し
て
い

ま
す
。「
人
生
の
中
で
善
を
促
進
す
る
た
め
に
持
っ
て
い
る
力
を
、

人
間
は
こ
れ
ま
で
使
い
切
っ
た
こ
と
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人

間
は
、
自
分
た
ち
の
果
た
す
べ
き
仕
事
を
や
っ
て
く
れ
る
、
人

間
や
自
然
の
外
に
あ
る
或
る
力
に
仕
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」

（LW
9 :31

）。
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
次
の
こ
と
を
要
求
し
ま

す
。
平
穏
、
高
潔
、
思
い
や
り
と
い
っ
た
理
想
を
守
る
た
め
、

全
て
の
人
間
が
自
ら
の
全
力
を
出
し
切
り
、
責
任
を
担
う
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

独
断
的
な
宗
教
に
お
い
て
は
、
人
間
は
、
既
に
完
全
に
潜
在
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的
可
能
性
を
現
実
化
し
た
超
自
然
的
存
在
の
た
め
に
自
ら
を
犠

牲
に
し
ま
す
。
こ
う
し
た
行
き
方
は
、
宗
教
的
抑
圧
と
戦
争
状

態
に
帰
着
し
ま
す
。
多
く
の
人
が
擬
人
的
な
神
に
疑
い
を
抱
き

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
神
は
、
小
我
の
利
己
的
な
欲
望

の
投
影
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
対
照
的
に
、「
宗
教
的
な
も
の
」

は
人
間
を
自
由
に
し
ま
す
。
人
間
は
、
人
間
や
他
の
生
き
物
、

さ
ら
に
は
物
理
的
な
自
然
か
ら
成
る
一
層
大
き
な
共
同
体
と
協

働
し
て
、
理
想
へ
と
向
か
う
可
能
性
を
守
る
た
め
創
造
的
な
努

力
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。「
宗
教
的
な
も
の
」
を
デ
ュ
ー

イ
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
ま
す
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
活
動
は
、
そ
の
内
容
か
ら
言
っ
て
宗
教
的

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
想
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
或
る
目

標
が
、
誰
に
と
っ
て
も
永
続
的
な
価
値
が
あ
る
と
信
じ
、

た
と
え
自
ら
が
損
失
を
被
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
も
、

万
難
を
排
し
て
そ
の
目
標
を
追
求
す
る
と
い
う
場
合
で
あ

る
。
研
究
者
、
芸
術
家
、
慈
善
家
、
一
般
市
民
、
最
下
層

の
男
女
と
い
っ
た
多
く
の
人
々
が
、
で
し
ゃ
ば
り
や
自
己

顕
示
と
は
無
縁
に
、
こ
う
し
た
仕
方
で
自
ら
の
統
一
を
行

い
、
生
存
の
諸
条
件
と
自
身
と
の
間
の
関
係
を
統
一
し
て

い
る
。
次
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
ら
の
精
神
と
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
更
に
多
く
の
人
々
に
広
げ
る
こ
と
で
あ

る
（LW

9 :19

）。

こ
の
一
節
は
、「
こ
こ
ろ
」
と
は
「
統
一
体
へ
と
組
織
さ
れ
た
」

活
動
で
あ
る
（LW

1 :223

）
と
い
う
デ
ュ
ー
イ
の
思
想
を
、
別
の

か
た
ち
で
語
っ
て
い
ま
す
。
デ
ュ
ー
イ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。

或
る
人
に
つ
い
て
、「
あ
の
人
の
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
ろ
が

こ
も
っ
て
い
る
」
と
か
「
あ
の
人
の
こ
こ
ろ
は
立
派
だ
」

な
ど
と
、
取
り
立
て
て
言
う
場
合
、
誰
に
で
も
当
て
は
ま

る
よ
う
な
決
ま
り
文
句
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ

れ
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
人
物
が
、
人
生
の
い
か

な
る
状
況
に
も
、
繊
細
で
、
豊
か
で
、
調
和
の
と
れ
た
仕

方
で
関
わ
っ
て
い
く
と
い
う
資
質
を
、
一
目
で
分
か
る
程

に
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意

味
で
、
芸
術
作
品
、
音
楽
、
詩
歌
、
絵
画
、
建
築
な
ど
に
は
、

こ
こ
ろ
が
こ
も
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
も
の
は
死
ん
だ
機

械
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
（ibid.223

）。

こ
こ
ろ
の
あ
る
人
は
、
ど
ん
な
新
し
い
生
活
環
境
で
も
、
ど
ん
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な
も
の
か
見
極
め
、対
応
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
対
応
の
仕
方
は
、

創
造
的
で
、
ユ
ニ
ー
ク
で
、
調
和
が
あ
り
、
豊
か
で
、
共
感
に

あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ろ
の
あ
る
人
と
い
う
デ
ュ
ー
イ
の
考

え
は
、
ど
ん
な
人
で
も
、
仏
性
に
目
覚
め
、
人
間
革
命
で
き
る

と
い
う
池
田
氏
の
思
想
に
類
似
し
て
い
ま
す
。

真
の
「
宗
教
性
」
は
「
価
値
創
造
」
の
行
動
に

　

デ
ュ
ー
イ
と
池
田
氏
は
、
個
人
の
生
活
を
統
一
す
る
、
理
想

と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
様
々
な
価
値
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
一
致

し
た
意
見
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
、
平
和
と
正
義
を
守
る
た
め
、
努
力
を
傾
け
て
い
る

の
で
す
。
池
田
氏
は
主
張
し
て
い
ま
す
。

「
現
実
」
か
ら
逃
避
す
る
の
は
法
華
経
で
は
な
い
。「
現
実
」

を
理
想
的
な
も
の
に
変
革
す
る
の
が
法
華
経
で
す
。（
中
略
）

「
現
世
利
益
」
と
い
う
と
、
低
次
元
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、

現
実
の
生
活
を
変
革
で
き
な
い
宗
教
で
は
、「
力
が
な
い
」

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。（
中
略
）
現
実
生
活
の
う
え
の
「
価

値
創
造
」
が
法
華
経
の
魂
な
の
で
す
（『
智
慧
』6 .137

）。

デ
ュ
ー
イ
同
様
、
池
田
氏
も
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、〝
想
像
力
は
、
現
実
を
超
え
て
、
理
想
へ
と
向
か
う

可
能
性
を
思
い
描
く
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
想
像
力
を
自
在

に
駆
使
す
る
こ
と
で
、
宗
教
的
な
も
の
は
生
活
の
中
に
介
入
す

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
思
い
描
か
れ
た
可
能
性
を
、
創
造

的
な
活
動
を
通
じ
て
実
現
す
る
こ
と
に
、
我
々
の
責
任
が
あ
る
〞

と
。「
創
価
学
会
」
と
は
、
価
値
創
造
す
る
団
体
と
の
意
味
で
す
。

価
値
創
造
、
す
な
わ
ち
、
日
々
の
現
実
を
、
理
想
と
し
て
掲
げ

ら
れ
た
価
値
へ
と
創
造
的
に
転
換
し
て
い
く
活
動
、
と
い
う
考

え
は
、
池
田
氏
と
デ
ュ
ー
イ
双
方
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
も

の
で
す
。

　

理
想
の
持
つ
力
は
、
は
じ
め
の
う
ち
は
、
宇
宙
と
い
う
一
層

大
き
な
全
体
の
内
部
で
調
和
を
も
た
ら
す
様
々
な
可
能
性
を
、

想
像
の
上
で
形
に
す
る
こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
デ
ュ
ー
イ
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

自
ら
に
調
和
を
も
た
ら
す
こ
と
と
想
像
力
と
の
結
び
付
き

は
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
密
接
な
も
の
で
あ
る
。

全
体
と
い
う
観
念
は
、
一
個
人
の
全
て
と
い
う
こ
と
で
あ

れ
世
界
と
い
う
意
味
で
あ
れ
、
現
実
と
一
対
一
対
応
す
る

記
号
的
な
観
念
で
は
な
く
、
想
像
に
も
と
づ
く
観
念
で
あ
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る
。（
中
略
）
そ
れ
は
知
識
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で

も
な
く
、
熟
考
す
る
こ
と
で
分
か
る
と
い
っ
た
も
の
で
も

な
い
。
観
察
し
て
み
て
も
、
考
え
て
み
て
も
、
実
際
に
行

動
し
て
み
て
も
、
全
体
と
呼
ば
れ
る
自
己
の
完
全
な
統
一

に
は
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
己
の
全
体
、
ま
る

ご
と
の
自
己
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
理
念
で
あ
り
、
想

像
に
も
と
づ
く
投
影
な
の
だ
。
そ
れ
故
、
自
己
と
宇
宙
と

の
間
の
徹
底
的
で
安
定
し
た
調
和
の
達
成
と
い
う
観
念
は
、

（
中
略
）
想
像
を
通
し
て
の
み
作
動
す
る
の
で
あ
る
。
自
己

は
常
に
自
ら
を
超
え
た
何
物
か
に
向
か
っ
て
お
り
、
そ
れ

故
、
自
己
そ
の
も
の
の
統
一
化
は
、
こ
の
世
界
の
移
り
変

わ
り
ゆ
く
場
景
の
、
宇
宙
と
呼
ば
れ
る
想
像
上
の
全
体
性

へ
の
統
合
と
い
う
観
念
に
依
拠
し
て
い
る
（LW

9 :14

）。

し
か
し
、
想
像
力
は
、
既
に
全
て
の
潜
在
性
を
現
実
化
し
た
実

体
的
な
神
な
い
し
仏
と
い
う
現
実
逃
避
的
な
夢
想
を
、
人
格
的

な
存
在
と
し
て
構
築
す
る
道
具
と
な
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ

う
し
た
神
や
仏
は
、
そ
の
存
在
を
信
じ
、
従
順
に
従
い
さ
え
す

れ
ば
、
我
々
の
仕
事
を
全
部
肩
代
わ
り
し
て
く
れ
る
よ
う
な
存

在
で
す
。
そ
の
よ
う
な
夢
想
に
ふ
け
る
の
で
は
な
く
、
理
想
と

し
て
掲
げ
ら
れ
た
価
値
を
現
実
化
す
る
た
め
に
は
、
現
実
の
生

活
の
出
来
事
に
人
間
と
し
て
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と
が
必
要

な
の
で
す
。

　

池
田
氏
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
「
人
間
生
命
」
が
「
創
造
性

の
源
」
で
あ
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
も
し
我
々

が
縁
起
や
空
、
無
我
と
い
っ
た
こ
と
を
真
に
理
解
で
き
た
な
ら
、

我
々
は
諸
行
が
無
常
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
池
田
氏
が
何
故

次
の
よ
う
に
言
う
の
か
も
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。「
人
は
（
中

略
）、
新
た
な
る
完
成
を
目
指
し
て
「
間
断
な
き
飛
翔
」
を
運
命

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
」（『
文
明
』155

）。
私
た
ち
が

こ
の
惑
星
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
が
既
に
な
し
た

こ
と
の
故
に
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
か

ら
で
す
。
池
田
氏
は
「
本
門
は
「
事じ

」
で
す
」（『
智
慧
』6 .352

）

と
述
べ
、
法
華
経
の
核
心
が
現
実
化
と
い
う
点
に
あ
る
と
指
摘

し
て
い
ま
す
。
創
造
的
な
想
像
力
の
中
で
初
め
て
と
ら
え
ら
れ

る
、
理
想
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
様
々
な
価
値
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
た
理
想
的
な
も
の
を
現
実
化
し
、
そ
れ
が
日
常
生
活
に
介

入
し
て
く
る
よ
う
に
、
我
々
は
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。
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池
田
氏
に
と
っ
て
、
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
は
、
現
実

を
超
え
理
想
へ
と
向
か
う
可
能
性
を
想
像
力
に
よ
っ
て
と
ら
え

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
と
同
時
に
、
知
性
の
働
き
を
行
使
し
て
、

そ
う
し
た
理
想
を
守
る
た
め
、
熱
意
を
も
っ
て
行
動
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
我
々
が
想
像
力
に
求
め
る
も
の
は
、
行
動
を

導
く
、
現
実
の
、
実
現
可
能
な
可
能
性
で
あ
っ
て
、
現
実
逃
避

の
夢
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
者
は
、
こ
の
世
の
出
来
事
に
対

し
て
、
何
ら
か
の
超
自
然
の
領
域
か
ら
不
意
に
出
現
す
る
に
過

ぎ
な
い
よ
う
な
宗
教
を
生
み
出
す
も
の
で
す
。
デ
ュ
ー
イ
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
理
想
と
現
実
と
の
間
の
、
こ
の
動0

的0

な
関
係
に
こ
そ
、私
は
「
神
」
の
名
を
捧
げ
た
い
」（LW

9 :34

）。

池
田
氏
は
、
こ
の
「
神
」
と
い
う
語
を
「
仏
」
に
置
き
換
え
る

こ
と
に
同
意
さ
れ
る
も
の
と
、
私
は
信
じ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

先
の
一
文
は
次
の
よ
う
に
読
み
替
え
ら
れ
ま
す
。「
理
想
と
現
実

と
の
間
の
、
こ
の
動
的

0

0

な
関
係
に
こ
そ
、
私
は
「
仏
」
の
名
を

捧
げ
た
い
」
と
。
デ
ュ
ー
イ
は
明
言
し
て
い
ま
す
。

理
想
と
行
動
と
の
結
合
、
行
動
の
前
提
と
な
る
そ
う
し
た

結
合
が
持
つ
機
能

0

0

は
、
精
神
的
な
内
容
を
持
つ
全
て
の
宗

教
に
お
い
て
、
実
際
上
、
神
の
概
念
に
付
与
さ
れ
て
き
た

力
と
同
一
で
あ
る
と
、私
に
は
思
わ
れ
る
。
付
け
加
え
れ
ば
、

こ
う
し
た
機
能
に
つ
い
て
明
確
な
観
念
を
持
つ
こ
と
が
、

現
在
に
お
い
て
緊
要
で
あ
る
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る

（ibid.35

。
強
調
は
デ
ュ
ー
イ
自
身
に
よ
る
）。

池
田
氏
と
デ
ュ
ー
イ
は
、
両
者
と
も
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト

で
す
。
両
者
は
、平
和
と
正
義
を
守
り
、苦
し
み
を
取
り
除
く
様
々

な
価
値
を
創
造
す
る
た
め
、
努
力
を
重
ね
て
い
ま
す
。
デ
ュ
ー

イ
的
意
味
で
の
「
宗
教
的
な
も
の
」
に
お
い
て
、「
神
」
と
い
う

語
と
「
仏
」
と
い
う
語
は
、
驚
く
ほ
ど
に
似
て
い
る
の
で
す（５
）。

原
注

（
１
） 

他
に
も
、
池
田
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
　

仏
教
も
身
近
に
あ
る
。「
い
ま
・
こ
こ
」
に
あ
る
。
現
実
の

生
活
に
あ
り
、人
生
に
あ
り
、社
会
に
あ
る
。
そ
れ
を
離
れ
た
、

ど
こ
か
に
何
か
深
遠
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
見
せ
る
の
は
、

ま
や
か
し
で
す
（『
智
慧
』3 .7

）。

（
２
）
池
田
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　
　

実
相
と
は
、
無
明
を
克
服
し
た
仏
の
悟
り
か
ら
見
た
生
命
の

真
実
の
姿
で
す
。
そ
こ
で
は
、
一
切
が
平
等
で
あ
り
、
主
体

と
客
体
、
自
分
と
他
人
、
心
と
身
体
、
心
と
物
な
ど
一
切
の

差
異
・
差
別
を
超
え
て
い
る
（『
智
慧
』1 .216

〜217

）。
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こ
の
反
二
元
論
的
な
洞
察
に
、
デ
ュ
ー
イ
も
賛
意
を
表
し
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

（
３
）
デ
ュ
ー
イ
は
自
ら
の
創
出
論
的
自
然
主
義
と
還
元
論
的
唯
物
論

と
を
次
の
よ
う
に
区
別
し
て
い
ま
す
。「
こ
の
見
解（
＝
唯
物
論
）

の
中
に
は
、
実
体
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
理
論
が
含
ま
れ
て

お
り
、
そ
れ
は
私
に
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
物
体

が
実
体
で
あ
り
、
し
か
も
唯
一
の
実
体
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
伝

統
的
な
形
而
上
学
上
の
意
味
で
の
実
体
で
あ
る
と
考
え
な
い
よ

う
な
見
解
を
、
ど
う
し
た
ら
唯
物
論
と
呼
べ
る
の
か
、
私
に
は

分
か
ら
な
い
」（LW

14 :87

）。
彼
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ

ま
す
。「
質
量
」
と
い
っ
た
物
理
学
上
の
術
語
で
さ
え
、「
実
体

と
い
う
よ
り
は
機
能
的
関
係
を
名
づ
け
た
も
の
」
に
過
ぎ
な
い
、

と
（ibid.88

）。
デ
ュ
ー
イ
は
実
体
と
い
う
形
而
上
学
的
概
念
を

機
能
論
的
自
然
主
義
に
よ
っ
て
置
き
換
え
て
い
る
の
で
す
。

（
４
）
こ
の
一
節
で
の
デ
ュ
ー
イ
へ
の
言
及
は
、
す
べ
て
『
誰
で
も
の

信
仰
（
共
通
の
信
念
）』（LW

9 :34 -36

）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

　
　

 （
訳
者
注
）
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
引
用
は
魚
津
郁
夫
編
『
デ
ュ
ー

イ
（
世
界
の
思
想
家
20
）』（
平
凡
社
）
一
八
二
頁
に
よ
る
。

（
５
）
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
、ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ベ
ン
ソ
ン
、

ジ
ェ
フ
・
カ
ー
、
カ
ナ
コ
・
イ
デ
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
カ
ワ
シ
マ

の
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
誤
り
が
あ
る
と
し
た
ら
、
全

て
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。

（
Ｊ
・
ガ
リ
ソ
ン
／
米
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
協
会
会
長
）

（
訳
・
ま
え
が
わ　

け
ん
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）

（
本
稿
は
２
０
０
９
年
３
月
17
日
に
行
わ
れ
た
当
研
究
所
主
催
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
基
調
講
演
に
加
筆
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
）


