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文
化
間
対
話
か
ら
見
た
仏
教
の
正
義
倫
理

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ブ
リ
ュ
ッ
ク

山
崎
達
也　

訳

※
本
稿
は
、
２
０
０
９
年
３
月
26
日
、
東
洋
哲
学
研
究
所

で
行
わ
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

１　

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

　

正
義
と
い
う
概
念
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
背
景
や
意
味
体
系
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

よ
り
一
般
的
な
政
治
的
背
景
や
社
会
的
背
景
そ
し
て
哲
学
の
純

理
論
的
議
論
に
お
い
て
は
正
義
の
意
味
は
一
定
で
は
な
い
。
一

般
的
に
使
わ
れ
る
政
治
用
語
と
し
て
の
正
義
は
、
明
晰
な
概
念

化
に
と
っ
て
有
用
と
な
る
よ
り
も
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
の
で
、
概
念
と
し
て
よ
り
も
一
種
の
神
話
的
枠
組
み
の
な
か

で
の
一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
取
り
扱
っ
た
方
が
い
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
つ
ま
り
神
話
的
な
背
景
に
お
い
て
は
、
相
違
し
て

い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
比
喩
的
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
と

い
う
観
点
な
ど
か
ら
正
義
は
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
公
平
と
し
て
の
正
義
、
平
等
と
し
て
の
正
義
等
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、《
正
義
の
世
界
の
た
め
の
国
際
運
動
（
１
）
　》
と

い
っ
た
標
題
の
決
ま
り
文
句
は
、
社
会
的
・
経
済
的
・
政
治
的

諸
条
件
に
対
す
る
挫
折
感
を
乗
り
越
え
る
、
一
種
の
ユ
ー
ト
ピ

ア
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
決
ま
り
文
句
は
《
正
し
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き
世
界
》
を
築
く
た
め
の
活
動
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
さ
い
、
こ
の
活
動
を
正
し
い
と
見
な
す
た
め
に
、

何
が
こ
の
活
動
の
基
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
実
際
に

《
正
し
き
世
界
》
が
概
念
と
し
て
〝
精
確
に
〞
何
を
意
味
し
て
い

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ

る
。

　

あ
る
特
定
の
政
治
行
為
は
あ
る
特
定
の
政
治
的
立
場
か
ら
非

難
の
対
象
と
な
る
が
、
し
か
し
い
か
な
る
立
場
で
あ
っ
て
も
そ

の
基
盤
に
関
し
て
は
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。《
正
し
い
》

か
《
正
し
く
な
い
》
か
は
、
二
つ
の
基
準
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
哲
学
の
〝
各
人
に
は
各
人
の
も
の
を
〞（suum

 cuique （２
））

と
い
う
原
理
と
平
等
な
こ
と
を
平
等
な
仕
方
で
扱
う
原
理
に
し

た
が
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
議
論

の
的
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
持
つ
行
為
の
自
由
と
個
々

の
責
任
と
い
う
こ
と
と
同
様
、
行
為
と
そ
の
結
果
で
あ
る
。
問

題
は《
平
等
》で
あ
る
こ
と
と
し
て
何
が
見
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
た
め
の
規
準
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
　
（
３
）。

　

し
た
が
っ
て
、
正
義
は
以
下
の
二
つ
の
仕
方
に
よ
っ
て
論
じ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
話

し
合
い
の
一
致
も
し
く
は
結
果
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
社
会

プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
パ
ー
ト
ナ
ー
同
士
の
間
に
も
た
ら
さ
れ
る

認
識
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
宇
宙
の
秩
序
の
反
映
と
し
て
、

す
な
わ
ち
人
間
存
在
か
ら
は
話
し
合
う
根
拠
を
持
つ
こ
と
が
で

き
な
い
神
の
意
志
も
し
く
は
予
定
調
和
の
反
映
と
し
て
で
あ
る
。

第
一
の
仮
説
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ル
ソ
ー
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー

ル
ズ
（John B

ordley R
aw

ls, 1921 -2002 （４
）
　）そ
の
他
の
理
論
に
示
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
二
の
仮
説
は
仏
教
を
含
む
あ
ら
ゆ

る
宗
教
的
世
界
の
基
本
と
な
る
教
義
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
正
義
を
考
え
る
こ
と
は
、

社
会
の
な
か
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
と
行
為
者
が
反
省
的
理
性

に
基
づ
い
て
相
互
に
依
存
し
合
い
、
信
頼
し
合
う
こ
と
を
承
認

し
、
そ
れ
を
要
求
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
宗

教
に
お
い
て
は
、
正
義
と
は
ダ
ル
マ
（dharm

a

）
で
あ
り
、
神
の

お
き
て
、
タ
オ
で
あ
り
、
あ
る
い
は
人
間
関
係
に
お
け
る
正
義

の
根
本
的
原
因
で
あ
る
力
の
宇
宙
的
ハ
ー
モ
ニ
ー
で
あ
り
、《
シ

ン
メ
ト
リ
ー
》
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
哲
学
的
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
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以
下
の
よ
う
に
付
言
す
る
こ
と
が
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
す

な
わ
ち
、
正
義
と
は
、
い
か
な
る
人
で
あ
れ
自
ら
に
与
え
ら
れ

て
し
か
る
べ
き
も
の
を
所
有
し
、
そ
れ
が
付
与
さ
れ
、
所
有
す

る
こ
と
を
再
び
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
原
理
と
し
て
一
般
的
に
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
何
が
与
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
な
の

か
は
、
少
な
く
と
も
言
語
の
プ
ロ
セ
ス
を
介
し
て
伝
達
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
社
会
的
協
定
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、《
配
分
的
正
義
》（iustitia distributiva

）
と
《
調
整

的
正
義
》（iustitia com

m
utativa

）
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

区
別
（
５
）は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
セ
ス
を
介
し
て
伝
達

さ
れ
る
一
般
的
正
義
と
特
殊
正
義
と
の
差
異
と
関
連
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
分
配
す
る
正
義
と
平
等
に
す
る

あ
る
い
は
補
充
す
る
正
義
は
両
方
と
も
社
会
と
つ
な
が
っ
て
い

る
個
人
の
行
為
と
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

国
家
あ
る
い
は
教
会
の
よ
う
な
共
同
体
が
制
度
と
し
て
設
立

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
問
題
で
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
今
の
条
件
の
下
で
は
、
価
値
、
財
産
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
あ
る
い
は
そ
の
手
段
の
分
配
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
異
文
化
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

重
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

正
義
と
は
、
生
き
て
い
る
も
の
同
士
が
自
ら
の
生
の
ほ
か
な

ら
ぬ
そ
の
基
盤
の
た
め
に
相
互
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
実
現
す

る
こ
と
で
あ
る
。
独
立
し
た
個
人
あ
る
い
は
文
化
の
自
給
自
足

と
い
う
も
の
は
こ
れ
ま
で
も
な
か
っ
た
し
、
現
在
も
存
在
し
て

い
な
い
。
と
く
に
異
文
化
間
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
生
の

あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
す
な
わ
ち
身
体
、
心
、
精
神
に
関
す
る
相
互

依
存
性
を
意
識
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
行
に
移
す
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
正
義
に
対
す
る
私

の
定
義
を
手
短
に
言
う
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
正
義
と
は
、

個
人
的
に
し
て
も
社
会
的
に
し
て
も
、
生
の
す
べ
て
の
側
面
へ

と
参
入
す
る
た
め
の
平
等
な
機
会
で
あ
る
。

２　

大
乗
仏
教
の
文
脈
に
お
け
る
正
義

　

大
乗
仏
教
に
お
け
る
正
義
は
三
つ
の
基
本
的
な
認
識
に
基
づ

い
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
．
正
義
は
心
の
バ
ラ
ン
ス
の
成
就
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
霊
的
修
行
に
よ
っ
て
獲
得
で
き

る
。
こ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
と
は
、
心
の
認
知
的
性
質
と
情

緒
的
性
質
と
の
間
で
な
さ
れ
る
瞑
想
で
あ
る
。

２
．
正
義
は
《
煩
悩
》（kleś a

、
心
の
穢
れ
）
を
克
服
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
も
根
本
的
な
煩

悩
と
は
《
無
明
》（avidyā
）
で
あ
り
、
自
我
（Ego

）
の
状

態
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
自
我
が
社
会
の
な
か
で

自
ら
の
地
位
の
た
め
に
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
孤
立

し
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
悪
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
自
我
は
む
さ
ぼ
り
や
欲
望
へ
と
至
り
、

そ
の
結
果
、
自
我
は
所
有
に
よ
っ
て
妄
想
を
抱
く
こ
と
に

な
る
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
努
力
は
挫
折
し
、
そ
の
結
果
、

憎
し
み
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
正
義
と
は
、

個
人
が
完
全
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
実
現
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

３
．
こ
の
依
存
性
は
、
縁
起
（pratī tyasam

utpā da

）
と
い
う
最

も
基
本
的
な
概
念
す
な
わ
ち
共
に
依
存
し
な
が
ら
生
じ
る

こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
も
し
す
べ
て
の
も
の
が
依
存

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
事
象
や
人
々
は
た
だ

自
ら
の
固
有
な
場
所
を
与
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
だ
け
の
こ
と

で
あ
る
な
ら
ば
、
正
義
と
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
適
切
な
承
認
（
そ
し
て
行
動
）
を
意
味
す

る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
仏
教
の
慈
悲
（karun. ā

）
は
智
慧
（prajn. ā

、

般
若
）
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
智
慧
と
は
、
事
物
だ
け
で
は
な

く
、
私
た
ち
の
概
念
、
考
え
、
思
想
が
永
続
的
な
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
見
抜
く
洞
察
力
の
こ
と
で
あ
る
。
正
義
に
対
す
る
私

た
ち
の
考
え
を
含
め
た
も
の
ご
と
は
、
相
互
に
関
係
し
合
っ
て

い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
は
私
た
ち
の
知
覚
に
現
れ
、
概
念
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
含
む

差
異
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
影
響
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
正
義

の
概
念
で
さ
え
も
生
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
と
関
係
し
て
い
る
。
つ

ま
り
智
慧
へ
と
至
る
巧
妙
な
手
段
（upā ya

、
方
便
）
と
し
て
の
慈

悲
は
、
苦
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
の
な
か
で
も
仏
性
と
い
う
救
済
へ

と
導
く
存
在
を
示
現
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
大
乗
仏
教
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
正
義
と
は
仏
性
の
実
現

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

仏
性
は
す
べ
て
の
感
覚
的
存
在
（
有
情
的
存
在
）
に
内
在
し
て
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い
る
。
仏
性
は
立
場
や
い
か
な
る
社
会
的
承
認
に
も
依
存
す
る

こ
と
は
な
い
が
、
た
だ
実
現
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。

　

そ
し
て
仏
性
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
強
調
し
推
し
進
め
る
の

が
菩
薩
の
目
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
菩
薩
は
、
な
に
か
（
た
と

え
そ
れ
が
方
便
、
す
な
わ
ち
巧
妙
な
手
段
で
あ
っ
て
も
）
を
分
け
与
え

る
こ
と
は
し
な
い
が
、
す
べ
て
の
人
を
助
け
て
自
ら
の
可
能
性

を
開
か
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、
正
義
と
は

す
べ
て
の
感
覚
的
存
在
（
有
情
的
存
在
）
を
し
か
る
べ
き
敬
意
を

も
っ
て
見
つ
め
、
取
り
扱
う
態
度
、
行
為
で
あ
り
、
ま
た
尊
敬
、

愛
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
感
覚
的
存
在
（
有
情
的

存
在
）
に
は
同
じ
仏
性
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
正
義
と
は
存
在
者
の
今
の
様
相
で
は
な
く
、
菩
薩
の
知
・

情
・
行
為
へ
と
導
く
（
潜
在
）
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
適
切
で
か
つ
よ
り
深
い
視
野
へ
と
導
く
べ
き
も
の
と

は
、人
が
行
う
こ
と
あ
る
い
は
行
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、人
が
（
仏

性
の
ゆ
え
に
）
潜
在
的
に
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
現
在
の
必
要
性
に
応
じ
て
形

成
さ
れ
た
倫
理
と
い
う
よ
り
も
、
感
覚
的
存
在
（
有
情
的
存
在
）

の
可
能
性
に
応
じ
て
志
向
さ
れ
た
倫
理
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
倫
理
に
よ
っ
て
正
義
の
概
念
は
開
か
れ
た
も
の
と
な

り
、
創
造
的
な
も
の
と
な
る
。

　

包
括
的
な
議
論
の
た
め
の
よ
り
基
本
的
な
考
え
は
も
ち
ろ
ん

縁
起
で
あ
る
。
す
べ
て
の
存
在
者
と
す
べ
て
の
事
象
は
、
本
来
、

相
互
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
独
に
実
現
し

た
も
の
あ
る
い
は
単
一
の
善
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
こ
と
は

な
い
。
し
か
し
個
体
主
義
や
あ
ら
ゆ
る
自
己
中
心
的
な
見
方
を

克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
共
通

の
善
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　

正
義
の
倫
理
と
は
、
何
か
を
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
刺
戟
す

る
呼
び
か
け
と
い
う
よ
り
は
、
事
物
の
真
の
本
性
を
い
か
に
認

識
す
る
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。
正
し
い
行
為
を
無
意
識

の
う
ち
に
取
捨
選
択
す
る
の
が
こ
の
場
合
の
認
識
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
認
識
と
は
《
他
者
》
が
ま
っ
た
く
の
他
者

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
真
な
る
自
己
の
関
係
だ
と
い

う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
存
在

の
倫
理
で
あ
っ
て
、
所
有
あ
る
い
は
行
為
の
倫
理
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
霊
的
な
発
展
と
正
し
い
行
為
は
二
つ
の
も
の
で
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は
な
く
、
一
人
の
人
物
が
成
長
す
る
こ
と
の
二
つ
の
側
面
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
義
と
は
霊
的
悟
り
で
あ
り
、
霊
的
悟
り

と
は
正
義
で
あ
る
。

　

要
約
：
正
義
と
は
人
間
の
善
な
る
意
志
に
よ
る
行
為
と
か
あ

る
い
は
政
治
的
手
段
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
実
在
そ
れ

自
体
へ
の
応
答
で
あ
り
、
実
在
の
究
極
的
な
構
造
に
共
鳴
す
る

こ
と
で
あ
り
、《
神
の
意
志
》
あ
る
い
は
普
遍
的
な
相
互
関
係
性

（pratī tyasam
utpā da

）
と
調
和
す
る
こ
と
で
あ
る
。

２
・
１　

言
語
に
お
け
る
正
義

　

言
語
に
よ
る
す
べ
て
の
構
成
は
《
戯
論
》（prapañ ca （
６
））
で
あ
る

と
、ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（N
ā gā rjuna,  150 -250

）
は
述
べ
て
い
る
。

言
語
は
何
で
あ
る
か
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
特
定

の
状
況
に
お
い
て
実
在
を
把
握
す
る
さ
い
に
、
そ
の
実
在
へ
と

向
か
う
心
の
反
応
に
基
づ
い
て
い
る
。
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、

言
語
と
は
カ
ル
マ
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
私
た
ち
が
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

異
文
化
間
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
正
義
に
関
す
る
議
論
は
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
言
語
す
な
わ
ち
英
語
と
か

日
本
語
と
か
を
使
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
ル
ー
ル
は
決
定
さ
れ
て
い
る
。

仮
に
中
国
語
、
ド
イ
ツ
語
あ
る
い
は
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
で
話
す
と

し
た
ら
、
私
た
ち
は
違
っ
た
ゲ
ー
ム
を
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
は
言
語
上
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
権
力
の
問
題
で

も
あ
る
。
つ
ま
り
あ
る
特
定
の
言
語
が
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
が
同
時
に
言
語
が
ル
ー
ル
を
決
め
る
人
の
言
語
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
あ
る
特
定
の
言
語
で
話
さ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ

の
言
語
と
は
、
多
く
の
歴
史
的
・
政
治
的
理
由
に
よ
っ
て
、
英

語
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
を
私
た
ち
は
意
識
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
、

異
文
化
間
に
関
す
る
議
論
一
般
に
お
け
る
主
要
な
難
問
に
す
で

に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
語
の
問
題
は
正
義
の
問
題

に
直
接
的
に
結
び
付
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
を

意
識
し
て
い
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
私
た
ち
の
な
か
に
あ
る
感

受
性
そ
し
て
私
た
ち
の
間
に
あ
る
感
受
性
を
呼
び
起
こ
す
こ
と

を
可
能
に
し
、
こ
れ
は
対
話
の
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
に
お
い
て
は
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無
条
件
で
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

３　

多
元
論
と
真
理
に
お
け
る

　
　
　

多
様
性
の
理
解
と
し
て
の
正
義

３
・
１　

今
日
、
地
理
学
的
に
言
え
ば
、
文
化
的
・
宗
教
的
に

閉
ざ
さ
れ
た
領
域
と
い
う
も
の
は
残
っ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、

は
っ
き
り
し
た
境
界
線
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
文
化
的
空
間
、

す
な
わ
ち
た
っ
た
一
つ
の
伝
統
に
根
ざ
し
、
あ
る
程
度
一
貫
し

た
文
化
的
背
景
を
持
つ
文
化
的
空
間
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
今
日
の
文
化
は
、多
か
れ
少
な
か
れ
、混
合
さ
れ
た
文
化
、

す
な
わ
ち
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
や
文
化
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
的
影
響

に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
宗
教
の
社
会
化
と
同
様
、
社
会
的
同
一
性
の

構
造
も
、
内
部
と
外
部
か
ら
影
響
を
受
け
て
築
か
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
が
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の

高
度
な
複
雑
性
の
構
造
を
常
に
生
産
す
る
融
合
の
特
殊
な
プ
ロ

セ
ス
で
あ
る
。
と
く
に
世
界
中
に
拡
大
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
現
代
の
手
段
と
目
的
は
、
価
値

シ
ス
テ
ム
が
そ
こ
に
宗
教
的
背
景
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
か

な
り
違
っ
た
仕
方
で
伝
わ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
同
時

に
、社
会
化
の
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
異
な
っ
た
宗
教
的
、文
化
的
、

言
語
的
な
型
、
す
な
わ
ち
社
会
的
・
倫
理
的
な
価
値
が
（
意
識
的

に
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
）
選
択
さ
れ
混
合
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
技

術
発
展
と
政
治
的
利
害
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
消
費
主
義
に

基
本
的
に
適
応
す
る
、
私
た
ち
の
社
会
の
多
元
的
な
構
造
を
形

作
く
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
〝
宗
教
〞
は
、
一
様
に
構
成
さ
れ
た
過
去
へ

依
存
す
る
こ
と
に
安
定
性
を
与
え
て
い
た
古
い
伝
統
に
従
っ
た

行
為
の
模
範
（
行
動
パ
タ
ー
ン
）
だ
け
な
の
で
は
な
く
、
個
人
と

集
団
の
同
一
性
を
新
し
い
仕
方
で
形
成
す
る
さ
い
の
重
要
な
力

と
要
因
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

３
・
２　

異
な
っ
た
言
語
体
系
と
文
化
は
、
非
常
に
異
な
っ
た

仕
方
で
実
在
の
理
解
を
構
成
し
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
異
な
っ
た
シ

ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。
し
た
が
っ
て
私
た
ち
が
必
要
と
し
て
い

る
の
は
、
あ
る
一
つ
の
モ
デ
ル
が
選
手
で
あ
る
と
同
時
に
ル
ー

ル
を
作
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
、
異

文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
条
件
に
関
す
る
メ
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タ
議
論
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
れ

自
体
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ル
ー
ル

が
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
議
論
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
に
お
け
る
価
値
創
造

の
基
盤
が
多
様
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、

な
ぜ
意
見
が
一
致
し
た
り
相
違
し
た
り
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

に
関
す
る
論
理
が
価
値
創
造
の
異
文
化
的
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で

い
か
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
力
学
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
プ
ロ

セ
ス
そ
れ
自
体
の
ル
ー
ル
の
な
か
に
正
義
と
い
う
価
値
を
確
立

す
る
こ
と
で
あ
る
。

３
・
３　

真
理
は
正
し
い
理
解
と
倫
理
的
卓
越
性
に
関
す
る
問

題
で
あ
る
。
倫
理
の
諸
概
念
は
、
そ
れ
ら
が
間
主
観
的
に

（intersubjectively

）
受
け
入
れ
ら
れ
る
社
会
に
依
存
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
し
か
し
、
西
洋
と
他
の
哲
学
的
伝
統
に
お
い
て
議
論

さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
真
理
に
関
す
る
哲
学
的
に
詳
細
な
問
題

に
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
　
（
７
）。

こ
の
問
題
に
関
す
る
い
か
な

る
議
論
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
問
題
自
体
も
文
化
的
に
条
件
づ
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
お
く
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
文
化
的
な
条

件
づ
け
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
質
的
な
方
法
で
答
え
る
こ
と
が

で
き
る
、
真
理
に
関
す
る
普
遍
的
な
問
題
と
い
う
も
の
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
真
理
と
い
う
問
題
が
持
つ
ま
さ
に
そ
の
構
造

と
か
あ
る
い
は
真
理
の
包
括
的
な
概
念
と
い
う
も
の
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
の
な
か
で
時
間
的
も
場
所
的
に
も
異
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
イ
ン
ド
仏
教

│
ま
た
イ
ン
ド
仏
教

に
起
源
を
持
つ
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学

│
は
《
二
諦
》（satya

・

dvaya （
８
））
と
い
う
観
念
、
存
在
あ
る
い
は
真
理
に
は
二
つ
の
レ
ベ

ル
す
な
わ
ち
慣
習
的
あ
る
い
は
相
関
的
な
レ
ベ
ル
と
絶
対
的
あ

る
い
は
全
体
的
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
と
い
う
観
念
を
発
展
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

　

中
国
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
観
念
は
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
と
い
う
の
も
、
中
国
で
典
型
と
さ
れ
て
い
た
も
の
は
さ
ま

ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
は
な
く
、
相
互
依
存
的
な

力
の
相
互
作
用
と
い
う
有
機
的
調
和
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し



232

た
相
互
依
存
的
な
力
あ
る
い
は
権
力
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
調

和
と
し
て
の
中
国
的
《
真
理
》
は
、
儒
教
、
道
教
、
中
国
仏
教

や
日
本
仏
教
の
な
か
で
特
有
な
表
現
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
こ
の
観
念
は
中
国
に
定
着
す
る
こ
と
に
な
り
、

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
レ
ベ
ル
と
い
う
イ
ン
ド
的
典
型
と
比
較
す
る

と
き
わ
だ
っ
た
例
と
な
る
　
（
９
）。

　

イ
ン
ド
的
・
中
国
的
観
念
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
の
が
、

ギ
リ
シ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
真
理
モ
デ
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、

あ
る
一
つ
の
文
化
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
歴
史
の
流
れ
に
沿
っ

て
真
理
の
異
な
っ
た
モ
デ
ル
が
発
展
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、《
真

理
》
す
な
わ
ち
厳
密
に
言
え
ば
、
真
理
の
構
成
と
方
法
論
も
ま

た
歴
史
的
転
換
の
主
題
な
の
で
あ
る
。

　

宗
教
的
伝
統
と
は
、
一
定
の
社
会
の
社
会
的
・
政
治
的
結
合

の
た
め
に
こ
れ
ら
の
観
念
を
的
確
に
構
成
す
る
、
複
雑
に
絡
み

合
っ
た
歴
史
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
別
の
仕
方
で
表
現
す
れ
ば
、

伝
統
と
は
過
去
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
在
に
お
け

る
構
成
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
疑
い
な
く
言
え

る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が

│
イ
ン
ド
、
中
国
、

日
本
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
あ
る
い
は
そ
の
他
の
ど
の
よ
う
な

場
所
で
あ
っ
て
も

│
多
元
的
パ
タ
ー
ン
に
し
た
が
っ
て
生
じ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

４　

倫
理
の
基
盤
・

　
　
　

宗
教
間
対
話
に
と
っ
て
の
帰
結

　

世
界
は
か
つ
て
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
と
文
化
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
て
き
た
よ
う
に
、
今
日
で
は
あ
る
種
の
神
秘
的
意
識
の
条
件

の
下
に
お
い
て
の
み
、
統
一
体
あ
る
い
は
一
な
る
世
界
と
し
て

了
解
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
合
理
的
に
考
え
て
み
る
と
、
統

一
体
が
歴
史
的
事
実
に
な
る
こ
と
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
要
求
と

い
う
競
争
的
な
多
様
性
と
い
う
も
の
が
た
し
か
に
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
差
異
や
競
争
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
の
終

わ
り
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
終
末
論
的
観
念
、

救
世
主
待
望
論
あ
る
い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
構
築
と
い
う
よ
う
な

宗
教
的
政
策
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
可
能
性
と
し
て

こ
の
統
一
性
を
宗
教
は
意
識
し
て
き
た
。
前
世
紀
を
通
じ
て
の

人
口
の
増
大
、
経
済
的
、
技
術
的
発
展
（
と
く
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
技
術
の
発
展
）
の
た
め
に
、
こ
の
可
能
性
は
政
治
的
命
令
と

な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
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宗
教
は
そ
の
社
会
的
・
政
治
的
役
割
か
ら
離
れ
て
存
在
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
単
一
で
同
一
な
宗
教
と
い
う
も

の
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
あ
る
一
つ
の
宗
教
の
な
か

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
的
優
先
権
を
持
つ
、
利
害
と
権
力
の
集

団
が
常
に
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
倫
理
あ
る

い
は
異
文
化
間
の
倫
理
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
明
確
に
述
べ
る

た
め
に
は
、
政
治
的
な
関
わ
り
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
世

界
の
現
在
の
傾
向
を
考
慮
し
て
み
る
と
、
正
義
の
問
題
と
し
て

考
え
ら
れ
る
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
と
同
様
、
不

公
平
な
国
際
社
会
的
・
経
済
的
構
造
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て

い
る
現
状
を
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
倫
理
的
議
論
の
信
頼
性
は
、
す
べ

て
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
相
違
す
る
見
解
を
理

解
す
る
能
力
と
権
力
を
共
有
す
る
気
前
の
よ
さ
に
依
存
し
て
い

る
。

　

以
上
述
べ
た
こ
と
を
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
つ

ま
り
、
異
文
化
間
の
倫
理
的
議
論
は
次
の
五
点
に
依
存
し
て
い

る
。

１
．
さ
ら
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
富
裕
国
と
貧
困
国
と
の
間
の
経

済
格
差
。

２
．
他
者
の
独
自
性
を
犠
牲
に
し
て
自
ら
の
独
自
性
を
成
就
さ

せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
相
互
承
認
。

３
．
言
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
実
在
を
構
成
す
る
、
つ
ま
り

パ
ー
ト
ナ
ー
の
言
語
は
自
分
自
身
の
言
語
と
同
様
に
有
効

で
あ
る
と
い
う
認
識
。

４
．
自
分
と
同
等
の
議
論
す
る
権
利
が
パ
ー
ト
ナ
ー
に
も
あ
る

と
い
う
基
本
的
承
認
。

５
．
文
化
（
宗
教
）
は
け
っ
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、
社
会
的
利

害
集
団
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
儒
教
的
価

値
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ

自
体
と
し
て
は
存
在
し
な
い
が
、
形
式
と
し
て
は
さ
ま
ざ

ま
に
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
認
識
。

　
　
　

あ
る
一
つ
の
伝
統
の
内
部
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
に
関

す
る
議
論
が
あ
る
。
こ
う
し
た
多
様
な
見
解
は
、
他
の
文

化
の
多
様
な
見
解
と
の
討
議
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
本
分
を

発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
倫
理
に

関
す
る
異
文
化
間
の
討
議
に
よ
っ
て
ま
た
そ
の
な
か
で
、
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個
々
の
伝
統
の
な
か
に
あ
る
矛
盾
が
は
っ
き
り
と
明
ら
か

に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

結
論

１
．
異
文
化
間
と
い
う
条
件
の
下
で
は
、
正
義
に
関
す
る
い
か

な
る
議
論
で
あ
っ
て
も
、
実
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
と
さ

ま
ざ
ま
な
倫
理
的
議
論
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
現
代
の
多
元
的
な
社
会
の
す
べ
て
は
、
た
っ

た
一
つ
の
伝
統
か
ら
の
み
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
型
の
干
渉
と
文
化
の
相
互
性
か
ら
産
み
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

２
．
現
代
の
多
元
的
社
会
に
あ
っ
て
は
、
正
義
の
基
盤
に
と
っ

て
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
基
本
的
な
宗
教
的
問
題
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
い
か
な
る
人
で
あ
っ
て

も
自
ら
の
信
念
と
価
値
体
系
に
し
た
が
っ
て
救
済
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
信
念
と
価
値
体
系
が
今
日
で

は
い
か
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
問
う
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
伝
統
的
諸
宗
教
に
あ
っ
て
は
、
以

下
の
契
機
に
よ
っ
て
生
じ
た
。

・「
伝
承
に
よ
っ
て
」

・「
世
襲
に
よ
っ
て
」

・「
議
論
に
よ
っ
て
」
（
と
く
に
複
数
の
伝
承
が
身
近
に
あ
り
、

そ
の
結
果
、
意
識
的
選
択
が
必
要
で
あ
っ
た
場
合
）

　

し
か
し
現
代
の
宗
教
の
社
会
化
に
お
い
て
は
、
た
い
て
い
の

場
合
、伝
統
を
批
判
的
に
獲
得
す
る
こ
と
は
少
な
く
、そ
の
結
果
、

獲
得
さ
れ
た
知
識
の
代
り
に
人
々
が
求
め
る
の
は
、（
真
理
、
神
、

師
の
権
威
の
）
占
有
を
無
批
判
に
要
求
す
る
こ
と
に
避
難
す
る
こ

と
で
あ
る
（
10
）。

そ
れ
を
基
準
と
す
る
と
、
多
元
的
な
宗
教
間
の
議

論
や
倫
理
的
議
論
の
た
め
の
正
し
い
ル
ー
ル
を
作
り
上
げ
る
こ

と
は
不
可
能
で
は
な
く
と
も
困
難
な
仕
事
に
な
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
ル
ー
ル
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文

化
の
知
識
人
、
学
校
、
大
学
、
政
治
組
織
に
と
っ
て
は
、
最
も

重
要
で
、
か
つ
高
潔
な
仕
事
な
の
で
あ
る
。

　

必
要
な
こ
と
は
、
一
般
に
開
か
れ
た
透
明
な
議
論
、
す
な
わ

ち
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
集
団
で
あ
っ
て
も
参
加
で

き
る
議
論
で
あ
る
。
正
義
と
は
、
地
球
的
な
規
模
の
転
換
を
正

し
い
方
法
で
決
定
づ
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関
を
築
き
上
げ
る

こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
国
際
刑
事
裁
判
所
（International 



235

「東洋学術研究」第48巻第２号

文化間対話から見た仏教の正義倫理

C
rim

inal C
ourt

）
は
機
能
し
始
め
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　

そ
し
て
今
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
的
に
制
御
さ
れ

た
市
場
経
済
を
持
つ
諸
国
に
お
い
て
資
本
と
経
済
企
業
の
流
出

に
関
す
る
法
的
制
限
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
取
引
や
貨
幣
交
換
等
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
取
り
扱
う
国
際
司

法
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ル

ー
ル
で
あ
り
、
こ
の
ル
ー
ル
を
設
定
し
検
証
す
る
機
関
も
必
要

と
さ
れ
て
い
る
。

　

展
開
す
る
議
論
の
ル
ー
ル
と
方
法
論
を
確
立
す
る
た
め
に
、

異
文
化
間
の
倫
理
的
議
論
を
永
続
的
に
促
進
す
る
地
方
的
な
機

関
と
国
際
機
関
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
正
義
に

関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
も
し
す
べ
て
の
文
化
が
公

平
に
参
加
で
き
る
こ
と
を
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
が
明
記
し
て
い
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
正
義
は
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
正
義
と
は
経
済
と
文
化
の
両
領
域
に
お
い
て
、

機
会
の
平
等
分
配
に
関
わ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

注（
１
）
実
例
と
し
て
は
次
の
雑
誌
を
参
照
。
〝JU

ST C
om

m
entary. 

International M
ovem

ent for a Just W
orld

〞, Petaling Jaya, 
Selangor D

arul Ehsan, M
alaysia, since 2000 .

（
２
）〔
訳
注
〕「
各
人
に
は
各
人
の
も
の
を
」
が
正
義
の
原
理
で
あ
る

と
い
う
考
え
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
プ
ラ
ト
ン
は
、『
国
家
』
第
四
巻
に
お
い
て
、
国
家
を
建

設
す
る
に
さ
い
し
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
原
則
を
正
義
と
見
て
、
そ
の
内
容
を
「
各
人
は
国
に

お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
仕
事
の
う
ち
で
、
そ
の
人
の
生
ま
れ
つ
き

が
本
来
そ
れ
に
最
も
適
し
て
い
る
よ
う
な
仕
事
を
、
一
人
が
一

つ
ず
つ
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」（
藤
沢
令
夫

訳
、『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
十
一
巻
、
岩
波
書
店
、
二
九
五
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
他
人
の
も
の
で
な
い
自
分
自
身
の

も
の
を
持
つ
こ
と
、
行
う
こ
と
が
〈
正
義
〉
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（
同
書
、
二
九
八
頁
）
と
結

論
づ
け
て
い
る
。

　
　
　
　

ま
た
キ
ケ
ロ
は
、『
義
務
に
つ
い
て
』（D

e officius

）
第
一
巻

に
お
い
て
、
美
し
き
も
の
の
す
べ
て
は
四
つ
の
部
分
か
ら
生
じ

る
と
し
、
そ
の
な
か
の
一
つ
と
し
て
「
各
人
に
各
人
の
も
の
を

配
分
す
る
た
め
に
人
間
社
会
を
守
る
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。

（
３
）A

. D
e Jasay, Justice and Its Surroundings, Indianapolis: Liberty 

Fund 2002 .

（
４
）
ロ
ー
ル
ズ
は
そ
の
正
義
論
の
な
か
で
、
原
則
的
に
は
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
彼
に
と
っ
て
正
義
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
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規
準
と
し
て
の
《
公
正
さ
》
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
モ
デ
ル

は
基
本
的
な
義
務
と
権
利
そ
し
て
財
産
の
分
配
を
決
定
す
る
原

理
に
関
す
る
選
択
の
共
通
行
為
の
な
か
で
確
立
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　
　
　
〔
訳
注
〕
ロ
ー
ル
ズ
は
ア
メ
リ
カ
の
倫
理
学
者
、
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
工
科
大
学
等
を
経
て
、
一
九
六
二
年
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

教
授
と
な
る
。
そ
れ
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
功
利
主
義
に
代
っ

て
、
社
会
契
約
論
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
独
自

の
正
義
論
を
展
開
し
た
。
主
著
は
一
九
七
一
年
に
公
刊
さ
れ
た

『
正
義
論
』（A Theory of Justice

）
で
あ
る
。

（
５
）〔
訳
注
〕
こ
の
区
別
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
五
巻
に
見

ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
同
巻
第
二
章
に
お
い
て
正
義
を

二
種
類
に
分
け
、
第
一
の
も
の
を
「
ポ
リ
ス
を
共
同
す
る
人
々

の
間
に
分
割
さ
れ
う
る
か
ぎ
り
の
も
の
の
分
配
に
お
け
る
正

義
」、
第
二
の
も
の
を
「
人
と
人
の
係
わ
り
合
い
に
お
い
て
そ

の
関
係
を
正
し
く
規
制
す
る
も
の
」（
加
藤
信
朗
訳
、『
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
全
集
』
第
一
三
巻
、岩
波
書
店
、一
五
〇
‐
一
五
一
頁
）

と
定
義
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
前
者
が
「
配
分
的
正
義
」、
後

者
が
「
調
整
的
正
義
」
で
あ
る
。

　
　
　
　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、「
配
分
的
正
義
」
は
四
つ
の

項
の
間
に
成
り
立
つ
幾
何
学
的
比
例
を
形
成
し
て
い
る
。
つ
ま

り
「
そ
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
」
と
「
そ
の
事
物
に
お
い
て
」

が
同
じ
割
合
で
分
割
さ
れ
る
と
き
正
義
が
成
立
す
る
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
ば
、
二
人
の
人
Ａ
と
Ｂ
が
い
て
、
事
物
Ｃ
と
Ｄ
が

あ
る
と
す
る
と
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
関
係
が
Ｃ
と
Ｄ
と
の
関
係
に
等

し
い
と
き
（A

:B
=C

:D

）
正
義
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
比
例
式
は
Ｂ
と
Ｃ
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
成
り
立
つ
（A

:C
=B

:
D

）。
具
体
的
例
を
あ
げ
る
と
、
八
時
間
労
働
し
た
人
（
Ａ
）
と

四
時
間
労
働
し
た
人
（
Ｂ
）
が
い
て
、
Ａ
は
賃
金
一
万
円
（
Ｃ
）

を
も
ら
い
、
Ｂ
は
賃
金
五
千
円
（
Ｄ
）
を
も
ら
っ
た
場
合
、
正

義
が
成
立
す
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
、
Ａ
も
Ｂ
も
五
千
円
し
か

も
ら
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
不
正
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
正
義
は
比
例
を
な
す
も
の

で
あ
り
、
不
正
は
比
例
に
反
す
る
。

　
　
　
　
「
調
整
的
正
義
」
は
前
述
し
た
よ
う
に
、「
人
と
人
の
係
わ
り

合
い
」
に
お
け
る
正
し
さ
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
は
算
術
的
比
例
に
従
っ
た
平
等
で
あ
る
。
た
と
え

ば
Ａ
が
Ｂ
の
金
銭
を
だ
ま
し
取
っ
た
場
合
、
そ
の
詐
欺
の
不
正

を
問
題
に
し
、
Ｂ
が
被
っ
た
損
害
す
な
わ
ち
不
平
等
を
調
整
す

る
た
め
に
Ａ
に
罰
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、

Ａ
が
高
尚
な
人
で
、
Ｂ
が
劣
悪
な
人
で
あ
っ
て
も
、
被
る
こ
と

に
な
る
罰
の
程
度
は
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
Ａ
が
Ｂ
に
働
い

た
詐
欺
に
対
す
る
罰
は
、
Ｂ
が
Ａ
に
働
い
た
詐
欺
に
対
す
る
罰

と
、
そ
の
程
度
に
お
い
て
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
６
）〔
訳
注
〕
本
来
の
意
味
は
、「
拡
大
」、「
分
化
」、「
展
開
」、「
多
」、

「
幻
影
」、「
現
象
世
界
」
を
意
味
す
る
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

を
は
じ
め
と
す
る
中
観
派
で
は
、「
言
葉
へ
の
執
着
」
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
。『
中
論
』（M

adhyam
akaśāstra

）
の
第
二

二
章
「
如
来
の
考
察
」
第
一
五
偈
に
は
「
戯
論
（
形
而
上
学
的

論
議
）
を
超
絶
し
、
不
壊
な
る
仏
を
い
ろ
い
ろ
戯
論
す
る
人
々
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は
、
す
べ
て
戯
論
に
害
さ
れ
て
い
て
、
如
来
を
見
な
い
」（
中

村
元
訳
、『
人
類
の
知
的
遺
産
』
第
一
三
巻
、
講
談
社
、
三
〇

七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
如
来
は
言
葉
に
よ
っ
て
は
把
握
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
八
章
「
ア
ー

ト
マ
ン
の
考
察
」第
五
偈
に
は「
業
と
煩
悩（
行
為
と
悪
い
習
癖
）

が
消
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
脱
が
生
じ
る
、
業
と
煩
悩
は
観

念
か
ら
生
じ
る
。
そ
の
観
念
は
戯
論
か
ら
生
じ
る
。
だ
け
ど
、

戯
論
は
空
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
」（
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
に
よ

る
ド
イ
ツ
語
訳
の
日
本
語
訳
）
と
述
べ
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
空

に
よ
っ
て
言
葉
へ
の
執
着
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
て

い
る
。

　
　
　
　

わ
れ
わ
れ
は
知
性
の
持
つ
認
識
作
用
に
よ
っ
て
世
界
を
捉

え
、
そ
の
作
用
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
「
概
念
」
を
も
っ
て
、
世

界
を
記
述
す
る
。
そ
の
概
念
が
言
語
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
以

上
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
作
用
は
言
語
な
し
に
は
成
立
し
な
い
。

そ
の
言
語
へ
の
執
着
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
認
識

作
用
そ
れ
自
体
を
拒
否
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
概
念
が
示
す
存
在
者
、
そ
の
総
体
で
あ
る
「
世
界
」
を
も

消
去
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
第
一
八

章
第
七
偈
に
は
「
認
識
の
世
界
が
消
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
名
づ

け
ら
れ
う
る
も
の
（
言
語
の
対
象
）
も
消
え
る
。
と
い
う
の
は
、

事
物
の
存
在
の
あ
り
方
（das W

esen der G
egebenheiten

）
は
、

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
よ
う
に
、
生
じ
る
こ
と
も
な
い
し
滅
す
る
こ

と
も
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
筆
者
は
、
真
理
に
つ
い
て
の
異
文
化
討
議
に
関
す
る
い
く
つ
か

の
基
本
と
な
る
方
法
論
的
観
点
に
関
し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ

る
。M

.v.B
rü ck, W

ahrheit und Toleranz im
 D

ialog der 
R

eligionen, in: D
ialog der Religionen 1 /1993 , pp. 3 ff.

（
８
）〔
訳
注
〕「
諦
」
は
真
理
（satya

）
を
意
味
す
る
。
二
つ
の
真
理
、

す
な
わ
ち
「
第
一
義
諦
」（
あ
る
い
は
「
勝
義
諦
」
と
も
呼
ば

れ
る
）
と
「
世
俗
諦
」
を
指
す
。
前
者
は
究
極
の
真
理
、
後
者

は
世
俗
の
覆
わ
れ
た
真
理
、
す
な
わ
ち
言
語
に
よ
っ
て
表
示
さ

れ
た
真
理
を
意
味
す
る
。『
中
論
』
第
二
四
章
「
四
つ
の
す
ぐ

れ
た
真
理
の
考
察
」
に
お
い
て
、
一
切
が
空
で
あ
れ
ば
、
四
諦

は
存
在
し
な
く
な
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
修
行
も
な
く
な
り
、
そ

の
成
果
も
な
く
な
り
、
そ
う
な
れ
ば
聖
者
も
存
在
し
な
く
な
る

か
ら
、
三
宝
（
仏
・
法
・
僧
）
も
存
在
し
な
く
な
る
と
主
張
す

る
反
論
に
対
し
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
二
諦
の
区
別
を
知
ら

な
い
人
々
は
、
ブ
ッ
タ
の
教
え
の
深
遠
な
る
真
理
を
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
達
す
る
た
め

に
は
究
極
の
真
理
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
真
理

を
説
く
こ
と
は
日
常
生
活
に
お
け
る
言
語
行
為
に
よ
っ
て
可
能

に
な
る
。
反
論
者
は
空
を
不
完
全
に
理
解
し
て
い
る
結
果
、
人

間
の
言
語
行
為
を
含
む
す
べ
て
の
行
為
を
否
定
し
て
い
る
と
説

か
れ
る
。
同
章
第
一
四
偈
に
「
空
を
認
め
る
者
に
は
一
切
が
可

能
で
あ
る
。
空
を
認
め
な
い
者
に
は
な
に
ご
と
も
可
能
で
な
い
」

（
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
の
日
本
語
訳
）
と
あ

る
よ
う
に
、
空
と
は
い
か
な
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
わ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
肯
定
す
る
契
機
が
空
に
は
含

ま
れ
て
い
る
。
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（
９
）  C

f. M
.v.B

rü ck / W
.Lai, B

uddhism
us und C

hristentum
. 

G
eschichte, K

onfrontation, D
ialog, M

ü nchen: C
.H

.B
eck 

1998 ., pp. 621 ff.
（
10
）
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
こ
の
か
な
り
不
透
明
な
用
語
の
使
用
法

に
依
存
し
て
い
る
原
理
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。

（M
ichael von B

rü ck

／
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
教
授
）

（
訳　

や
ま
ざ
き　

た
つ
や
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）


