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日
本
の
環
境
倫
理
に
お
け
る
自
然
・
政
策
・
思
想
の
影
響

　

─
森
林
の
維
持
と
江
戸
時
代
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム

山
本
修
一

１
　
は
じ
め
に

　

日
本
は
１
９
６
０
︲
１
９
７
０
年
代
に
か
け
て
公
害
先
進
国

と
い
う
不
名
誉
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
水
俣
病
、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
な
ど
の
象
徴
的
な
公
害
問
題

が
起
こ
り
、
世
界
的
に
も
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
１
９
７
０
年
代
後
半
に
な
っ
て
様
々
な
法

的
整
備
が
な
さ
れ
た
お
か
げ
で
、
公
害
問
題
の
裁
判
上
で
の
問

題
は
未
だ
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
多
く
は
解
決
し
た
。
１

９
７
０
年
代
初
頭
に
は
、
毎
日
の
よ
う
に
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
注

意
報
が
発
令
さ
れ
、
ま
た
東
京
湾
に
注
ぐ
河
川
に
は
魚
は
１
匹

も
い
な
い
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
汚
染
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
光
化

学
ス
モ
ッ
グ
の
注
意
報
が
発
令
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く

な
り
、
さ
ら
に
河
川
に
は
魚
が
戻
り
、
鮭
の
遡
上
さ
え
期
待
さ

れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
公
害
先
進
国
と
い
わ
れ
た
そ
の
一
方
で
、
日
本
に

は
誇
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
象
徴
的
な
も
の
が
現
在
で
も
保

持
さ
れ
て
い
る
森
林
の
豊
か
さ
と
、
17
世
紀
か
ら
19
世
紀
の
江
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戸
時
代
︵
１
６
０
３
︲
１
８
６
８
︶
の
当
時
と
し
て
は
理
想
的
な

エ
コ
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
日
本
の
歴
史
の
中
で
築
き

上
げ
ら
れ
て
き
た
世
界
に
誇
れ
る
事
例
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

本
研
究
で
は
、
こ
の
２
つ
の
事
例
を
と
り
あ
げ
、
３
つ
の
観

点
、
す
な
わ
ち
気
候
や
地
理
な
ど
の
自
然
条
件
、
政
策
お
よ
び

思
想
・
宗
教
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

２
　
豊
か
な
森
林
保
持

　

Ｆ
Ａ
Ｏ
︵
国
連
食
糧
農
業
機
関
︶
の
２
０
０
５
年
の
報
告
に
よ

れ
ば
、
日
本
の
森
林
率
は
国
土
の
68
・
２
％
で
あ
り
、
こ
れ
は

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
79
・
３
％
に
つ
い
で
世
界
２
番
目
で
あ
る
。

国
土
が
小
さ
い
う
え
で
の
割
合
の
値
で
あ
る
か
ら
、
世
界
か
ら

見
た
場
合
、
大
き
な
割
合
を
占
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
こ

と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
日
本
も
現
在
に
い
た
る
ま
で
に
森
林
破
壊
が
あ
っ
た

こ
と
は
世
界
の
例
外
で
は
な
く
、
近
代
以
前
に
お
い
て
は
、
２

度
の
大
き
な
森
林
破
壊
の
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

るあ
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
７
︲
８
世
紀
の
国
家
形
成
期
で
あ
る
。

こ
の
頃
、
中
国
の
随
、
唐
に
な
ら
い
、
都
に
は
巨
大
な
寺
院
が

建
立
さ
れ
、
そ
の
た
め
森
林
資
源
の
大
き
な
需
要
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
は
都
の
あ
っ
た
地
域
︵
近
畿

一
円
︶
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
時
期

は
、
安
土
桃
山
時
代
︵
１
５
７
３
︲
１
６
０
３
︶
か
ら
江
戸
時
代

前
期
︵
１
７
０
０
年
頃
ま
で
︶
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
の
と
き
森

林
開
発
は
一
挙
に
進
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
人
口
増

加
、
都
市
化
な
ど
に
伴
う
、
住
居
、
寺
院
、
橋
、
船
な
ど
の
建

造
物
へ
の
利
用
、
樽
、
桶
、
箪
笥
な
ど
の
家
具
や
燃
料
な
ど
の

利
用
に
よ
り
、
木
材
需
要
が
急
激
に
増
加
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
こ
の
時
代
は
現
在
よ
り
も
森
林
率
は
低
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

２
︲
１
　
日
本
の
気
候
・
地
理

　

日
本
の
国
土
は
北
緯
20
度
か
ら
45
度
に
か
け
て
南
北
に
３
５

０
０
㎞
以
上
と
長
く
、
本
州
な
ど
主
要
な
国
土
の
気
候
帯
は
中

緯
度
に
属
す
る
た
め
温
帯
域
に
あ
る
が
、
国
土
全
体
は
南
北
に

長
い
こ
と
か
ら
南
は
亜
熱
帯
気
候
で
あ
り
、
北
は
亜
寒
帯
気
候

に
属
す
る
。
火
山
帯
が
全
土
を
貫
き
、
背
骨
の
よ
う
に
３
０
０

０
ｍ
級
の
山
脈
が
続
く
。
そ
の
た
め
平
野
部
は
少
な
く
、
地
形
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は
複
雑
で
あ
り
、
地
震
活
動
も
極
め
て
活
発
で
あ
る
。
ま
た
、

周
囲
は
海
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
お
り
、
海
洋
性
気
候
で
あ
り
、

ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー
ン
地
域
に
属
し
、
明
確
な
四
季
が
あ
る
。
そ

し
て
夏
は
高
温
多
湿
な
た
め
降
水
量
は
年
平
均
１
７
０
０
ミ
リ

と
比
較
的
多
く
、
屋
久
島
な
ど
は
年
３
０
０
０
ミ
リ
を
超
え

る
。
中
緯
度
地
域
に
属
す
る
他
の
国
々
と
比
べ
て
２
倍
以
上
の

降
水
量
が
あ
る
。
多
雨
で
水
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
多
種

多
様
な
森
林
が
育
つ
だ
け
で
な
く
、
20
︲
30
年
も
放
置
し
て
お

け
ば
森
林
が
再
生
す
る
条
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
中
緯
度
地
域
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
モ

ン
ス
ー
ン
地
帯
に
属
す
る
中
国
の
森
林
保
有
率
が
21
・
２
％
で

あ
る
こ
と
と
比
べ
る
と
、
い
か
に
日
本
の
森
林
保
有
率
が
高
い

か
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
同
程
度
の
国
土
面
積
を
有
す
る
ド

イ
ツ
︵
３
５
５
０
万
ha
︶
と
比
べ
る
と
、
森
林
保
有
率
は
31
・

８
％
と
、
日
本
の
半
分
以
下
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
は
森
林
が

豊
か
な
だ
け
で
な
く
、
生
物
多
様
性
に
も
富
ん
で
い
る
。
日
本

人
が
自
然
を
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
自
然
要
因

も
大
き
な
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
日
本
は
平
地
が
少
な
く
、
そ
の
少
な
い
平
地
は
弥
生

時
代
に
は
じ
ま
る
稲
作
に
よ
っ
て
水
田
化
さ
れ
た
。
水
田
は
水

を
必
要
と
す
る
た
め
、
平
地
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
山
は
急
峻
な
た
め
、
水
田
に
は
不
向
き
で
、
そ
の
上
、
樹

木
を
伐
採
し
て
も
牧
草
地
に
な
り
に
く
い
。
そ
の
た
め
日
本
の

農
業
は
稲
作
が
主
体
で
、
森
林
を
荒
廃
さ
せ
る
牧
畜
が
導
入
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
も
森
林
が
国
土
の
２
／
３
も
保
た
れ
て
き
た

要
因
の
一
つ
と
推
測
さ
れ
て
い
るい
。
こ
れ
も
日
本
の
地
形
に
関

係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２
︲
２
　
江
戸
幕
府
の
政
策

　

コ
ン
ラ
ッ
ド
・
タ
ッ
ト
マ
ン
︵
１
９
９
８う
︶
や
鬼
頭
宏
︵
２
０

０
２え
︶
は
、
日
本
の
森
林
保
持
に
果
た
し
た
江
戸
幕
府
に
よ
る

政
策
の
役
割
に
注
目
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
森
林
伐
採
を
規
制

し
、
積
極
的
に
木
を
植
え
育
て
る
政
策
と
し
て
、「
諸
国
山
川

掟
」
を
諸
国
の
代
官
に
発
令
し
、
土
砂
流
出
と
洪
水
を
防
ぐ
た

め
に
、
草
木
を
根
こ
そ
ぎ
と
る
こ
と
を
禁
じ
、
ま
た
川
上
で
木

の
な
い
山
に
は
苗
木
を
植
え
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
。
こ
れ

は
日
本
の
農
業
が
河
口
の
デ
ル
タ
地
帯
に
発
達
し
た
平
地
の
水

田
に
よ
る
稲
作
が
中
心
で
、
そ
の
た
め
植
林
や
治
水
工
事
を
施
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さ
な
け
れ
ば
氾
濫
し
や
す
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
森
林

保
護
の
た
め
に
樹
木
の
伐
採
を
禁
じ
る
「
留
木
」、
山
林
へ
の

立
ち
入
り
を
禁
じ
る
「
留
山
」、
な
ど
を
設
け
て
厳
し
い
規
制

を
敷
い
た
こ
と
や
、
地
域
の
分
割
や
期
間
を
限
定
し
て
利
用
を

制
限
す
る
「
割
山
」「
年
季
山
」
な
ど
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
江
戸
時
代
、
地
方
の
岡
山
藩
主
池
田
光
政
に
重
用
さ
れ

一
時
藩
政
を
主
導
し
た
陽
明
学
者
の
熊
沢
蕃
山
も
、
植
林
に
よ

る
森
林
の
復
活
は
、
治
山
治
水
の
上
か
ら
も
重
視
し
て
い
る

し
、
幕
府
も
布
令
に
よ
っ
て
植
林
を
奨
励
し
た
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
タ
ッ
ト
マ
ン
︵
１
９
９
８お
︶
は
採
取
林
業
か
ら
育

成
林
業
へ
の
転
機
が
17
︲
18
世
紀
に
か
け
て
起
こ
り
、
世
界
に

先
駆
け
て
収
奪
的
な
林
業
か
ら
持
続
的
な
育
成
林
業
へ
の
転
換

に
成
功
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

２
︲
３
　
思
想
・
宗
教
の
影
響

　

で
は
、
思
想
・
宗
教
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
然

環
境
が
自
然
観
な
ど
の
思
想
や
宗
教
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、
思
想
・
宗
教
が
政
策
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
当
然

考
え
ら
れ
る
。

　

梅
原
猛
︵
１
９
９
５か
︶
は
、
縄
文
時
代
以
来
の
信
仰
か
ら
考

え
る
と
、
日
本
人
が
基
本
的
に
も
っ
て
き
た
２
つ
の
世
界
観
が

考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
ひ
と
つ
は
、
人
間
、
動
物
、
植
物
な
ど

生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
す
べ
て
平
等
で
あ
り
、
同
じ
生
命
を

も
つ
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
だ
け
が
特
別
の
存
在
で
は

な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
日
本

の
民
族
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
文
化
や
、
木
を
崇
拝
す
る

日
本
土
着
の
信
仰
で
あ
る
神
道
に
見
ら
れ
る
。
ア
イ
ヌ
の
文
化

で
は
あ
ら
ゆ
る
万
物
を
カ
ム
イ
︵
神
︶
と
見
な
し
、
た
と
え
ば

熊
は
、
単
な
る
獲
物
で
は
な
く
、
毛
皮
や
肉
を
人
間
に
も
た
ら

し
て
く
れ
る
神
の
化
身
で
あ
り
、
樹
木
も
木
の
実
や
材
木
を
も

た
ら
し
て
く
れ
る
神
の
化
身
で
あ
る
。
彼
ら
の
考
え
で
は
、
死

ん
だ
世
界
︵
あ
の
世
︶
は
、
人
間
だ
け
で
な
く
、
死
ん
だ
熊
や

木
も
こ
の
世
と
同
様
に
生
活
を
営
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ゆ
え
に

人
間
だ
け
で
な
く
、
熊
や
木
も
手
厚
く
葬
る
必
要
が
あ
る
。
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
、
熊
は
人
間
の
世
界
に
戻
っ
て
く

る
と
い
う
。
梅
原
は
、
ア
イ
ヌ
の
文
化
は
縄
文
時
代
か
ら
の
信

仰
が
残
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
日
本
の
土
着
信
仰

で
あ
る
神
道
で
は
、
樹
木
だ
け
で
な
く
、
動
物
、
山
や
川
、
岩
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な
ど
の
非
生
物
に
も
神
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。

こ
う
し
て
す
べ
て
の
生
物
は
人
間
と
同
じ
生
命
を
も
つ
と
の
考

え
が
、
仏
教
の
「
悉
有
仏
性
」
と
結
び
つ
き
、
や
が
て
「
山
川

草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
日
本
特
有
の
仏
教
思
想
の
素
地

と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
梅
原
は
も
う
ひ
と
つ
、
生
死
を
繰
り

返
す
生
命
の
循
環
思
想
を
あ
げ
る
。
ア
イ
ヌ
の
文
化
の
熊
に
見

ら
れ
た
よ
う
に
、
自
然
の
中
で
生
と
死
は
め
ぐ
る
こ
と
で
あ

る
。
人
間
も
、
ま
た
死
ん
だ
後
、
魂
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
魂

は
盆
や
彼
岸
ご
と
に
帰
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
現
在
に
ま
で
引
き

継
が
れ
て
い
る
宗
教
行
事
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
２
つ
の
考
え

方
を
基
本
に
す
る
と
、
日
本
に
仏
教
が
入
っ
て
き
た
後
、
そ
の

仏
教
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
を
よ
く
理
解
で
き
る
と

い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
仏
教
や
神
道
の
思
想
は
、
日
本
人
が
森
林
を
保

っ
て
き
た
こ
と
に
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
も
う
少
し
そ
の
内
容
を
検
討
し
た
い
。

　
①
「
山
川
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」

　
「
山
川
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
は
、
人
間
だ
け
で
な
く
動
物
、

そ
し
て
山
や
川
や
草
や
木
も
、
す
べ
て
人
間
と
同
じ
よ
う
に
命

を
も
ち
、
成
仏
で
き
る
と
い
う
仏
教
思
想
で
あ
る
。
こ
の
思
想

は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
仏

教
で
は
植
物
は
衆
生
に
入
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ

し
、
イ
ン
ド
仏
教
が
植
物
を
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て

な
く
、
釈
迦
が
悟
り
を
開
い
た
の
は
菩
提
樹
下
で
あ
り
、
ま
た

蓮
華
の
花
は
仏
典
に
も
登
場
し
、
法
華
経
が
「
蓮
華
に
喩
え
ら

れ
る
正
し
い
教
え
の
教
典
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
菩
提
樹
や

蓮
華
と
い
っ
た
植
物
は
む
し
ろ
仏
教
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
か

ら
だき
。

　

こ
の
「
山
川
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
の
植
物
や
山
川
な
ど
に

仏
性
が
あ
る
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
も
と
も
と
中
国
の
三
論
宗

の
吉
蔵
︵
５
４
９
︲
６
２
３
︶
の
『
大
乗
玄
論
』
の
可
能
性
が
高

く
、
そ
し
て
日
本
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
天
台
宗
の
六
祖
・

湛
然
︵
７
１
１
︲
７
８
２
︶
の
『
金
錍
論
』
で
あ
る
。
そ
し
て
、

日
本
に
仏
教
が
入
っ
て
き
て
か
ら
は
、
伝
承
で
は
こ
の
よ
う
な

本
覚
思
想
は
平
安
時
代
の
天
台
宗
の
僧
、
源
信
︵
９
４
２
︲
１

０
１
７
︶
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
るく
。
し
か
し
こ
の
思
想

は
、
中
国
で
は
あ
ま
り
定
着
し
な
い
で
、
自
然
の
豊
か
な
日
本
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で
こ
そ
開
花
し
た
、
日
本
特
有
の
思
想
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
こ
の
思
想
は
仏
教
の
枠
を
超
え
て
、
中
世
の
文
学
・
美

術
・
芸
能
に
ま
で
広
く
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
き
た
も
の
と
考
え

ら
れ
るけ
。

　

現
在
の
日
本
で
は
、
春
に
は
桜
の
開
花
前
線
が
、
秋
に
は
紅

葉
の
始
ま
り
が
、
ま
た
秋
に
は
虫
の
声
が
そ
の
時
期
に
な
る
と

テ
レ
ビ
で
報
道
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
然
の
移
り
変
わ
り
は

今
で
も
日
本
人
に
と
っ
て
そ
の
情
操
を
培
う
上
で
大
き
な
影
響

を
も
っ
て
お
り
、「
山
川
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
の
思
想
が
現

在
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る
事
例
で
あ
ろ
う
。
四
季
折
々
に

美
し
い
様
相
を
見
せ
る
日
本
の
豊
か
な
自
然
環
境
が
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
に
神
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
土
着
の
信
仰
で
あ
る
神
道

や
自
然
観
を
生
み
、
そ
れ
が
や
が
て
草
や
木
も
、
ま
た
鳥
の
鳴

き
声
や
虫
の
音
、
山
や
川
の
景
観
も
、
す
べ
て
仏
に
な
る
と
い

う
「
山
川
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
思
想
へ
と
発
展
し
て
き
た
こ

と
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
が
日
本
人
の
思
想

の
基
底
を
な
し
、
森
林
保
持
の
上
で
大
き
な
影
響
を
も
っ
て
き

た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

②
生
命
の
循
環
思
想

　

季
節
が
自
然
の
様
相
を
明
確
に
変
化
さ
せ
る
日
本
で
は
、
落

葉
広
葉
樹
も
多
く
、
そ
の
た
め
冬
に
な
る
と
す
べ
て
の
葉
が
落

ち
、
い
っ
た
ん
枯
れ
た
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
こ
の
木
々
や
野

原
が
、
春
に
な
る
と
一
斉
に
芽
吹
き
、
新
緑
の
季
節
を
迎
え
る

頃
の
美
し
さ
は
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
春
に
な
る
と

冬
眠
か
ら
目
覚
め
た
動
物
や
昆
虫
が
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
現
れ

て
く
る
。
こ
う
し
た
現
象
が
、
生
命
は
循
環
す
る
と
い
う
思
想

を
生
ん
だ
こ
と
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
精
霊
が
宿
り
、
そ
し
て
そ
の
精
霊
が
循
環
す
る
と
い
う
考

え
方
が
、
古
来
よ
り
日
本
人
に
と
っ
て
必
然
的
な
思
想
で
あ

り
、
ま
た
そ
れ
が
日
本
の
土
着
宗
教
の
特
徴
に
な
っ
て
い
る
こ

と
も
よ
く
理
解
で
き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
秋
に
は
紅
葉

す
る
広
葉
樹
の
森
を
保
持
し
、
木
曽
や
熊
野
の
針
葉
樹
の
森
の

美
し
さ
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
憂
え
、
植
林
に
よ
っ
て
再
生
を
願

う
こ
と
は
日
本
人
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も

十
分
納
得
が
い
く
。

　

仏
教
に
お
け
る
循
環
の
思
想
、
す
な
わ
ち
輪
廻
の
思
想
は
、

日
本
の
古
代
神
道
と
ほ
と
ん
ど
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
仏
教
経
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典
の
一
つ
『
梵
網
経
』
の
第
二
十
軽
戒
「
不
行
放
求
戒こ
」
に
は
、

「
六
道
の
衆
生
は
皆
こ
れ
我
が
父
母
な
り
。
…
…
一
切
の
地
・

水
は
、
こ
れ
我
が
先
身
、
一
切
の
火
・
風
は
、
こ
れ
我
が
本
体

な
り
、
故
に
放
生
を
行
じ
、
生
生
に
生
を
受
く
る
こ
と
、
常
住

の
法
な
れ
ば
、
人
に
教
え
て
放
生
せ
し
め
よ
。」
と
あ
る
。
こ

れ
は
、
輪
廻
に
は
六
道
の
衆
生
の
み
な
ら
ず
、
地
水
火
風
の
非

生
物
ま
で
含
み
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
輪
廻
す
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
ゆ
え
に
、
放
生
を
行
じ
る
こ
と
の
重
要
性
を
戒
と
し
て

お
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
に
は
古
代
神

道
に
お
け
る
動
物
や
樹
木
な
ど
の
精
霊
の
循
環
に
加
え
て
、
非

生
物
も
ま
た
循
環
す
る
と
い
う
思
想
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

　

日
本
で
生
ま
れ
た
神
道
と
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
仏
教
に
共
通

の
も
の
は
な
に
か
。
そ
れ
は
森
林
で
あ
る
。
鈴
木
秀
夫
は
『
森

林
の
思
考
・
砂
漠
の
思
考さ
』
の
中
で
、「
世
界
に
は
じ
め
と
終

り
が
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
永
遠
に
続
く
と
考
え
る
か
と
い
う
二

つ
の
世
界
観
を
成
立
さ
せ
た
場
所
が
、
そ
れ
ぞ
れ
砂
漠
と
森
林

で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
こ
の
砂
漠
の
思
考
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ

う
な
天
地
創
造
か
ら
は
じ
ま
り
、
終
末
に
至
る
「
直
線
的
世
界

観
」
で
あ
り
、
ま
た
森
林
の
思
考
は
仏
教
の
よ
う
な
万
物
が
流

転
・
循
環
す
る
「
円
環
的
世
界
観
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
古
来
の
信
仰
で
あ
る
神
道
に
も
、
ま
た
仏

教
に
も
、
共
通
の
思
想
と
し
て
あ
る
循
環
の
思
想
は
日
本
人
の

思
想
の
底
流
を
な
し
、
生
命
が
循
環
す
る
森
を
滅
ぼ
す
こ
と
は

自
分
た
ち
の
生
命
を
滅
ぼ
す
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
日
本
で
は
豊
か
な
森
林
が
保
た
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

日
本
で
植
林
を
し
、
森
林
が
保
た
れ
て
き
た
こ
と
は
、
仏
教

の
実
践
の
上
か
ら
も
正
し
い
行
い
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
仏
教
を
重
ん
じ
、
善
政
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る

古
代
イ
ン
ド
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
︵
在
位
Ｂ
Ｃ
２
７
３
︲
２
３
２
︶

は
「
ア
シ
ョ
ー
カ
は
、」
す
べ
て
の
国
民
は
一
生
の
内
に
最
低

で
も
五
本
の
木
を
植
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
面
倒
を

み
る
よ
う
に
と
布
告
し
た
。
彼
は
国
民
に
、
一
本
の
薬
効
の
あ

る
木
、
一
本
の
果
実
の
な
る
木
、
一
本
の
薪
と
な
る
木
、
家
を

建
て
る
た
め
に
一
本
の
堅
い
木
、
そ
し
て
一
本
の
花
を
咲
か
せ

る
木
を
植
え
る
こ
と
を
求
め
た
。
彼
は
そ
れ
を
、『
五
本
の
木

の
森
︵
パ
ン
チ
ャ
ヴ
ァ
テ
ィ
︶』
と
呼
ん
だし
」
こ
と
が
知
ら
れ
て
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い
る
。
ゆ
え
に
、
日
本
で
植
林
を
し
、
森
林
を
保
っ
て
き
た
こ

と
は
、
仏
教
の
実
践
の
上
か
ら
も
正
し
い
行
い
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

３
　
江
戸
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム

　

江
戸
時
代
に
実
施
さ
れ
て
い
た
江
戸
お
よ
び
そ
の
近
郊
で
の

エ
コ
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
環
境
省
が
発
行
す
る

『
環
境
循
環
型
社
会
白
書す
』、『
江
戸
に
学
ぶ
エ
コ
生
活
術せ
』、

『
環
境
先
進
国
江
戸そ
』
な
ど
、
多
く
の
書
籍
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
代
表
的
な
も
の
の
概
要
を
述

べ
る
。

３
︲
１
　
江
戸
全
体
に
お
け
る
循
環
シ
ス
テ
ム

　

江
戸
は
、
江
戸
湾
︵
現
在
の
東
京
湾
︶
を
取
り
囲
む
よ
う
に

漁
村
、
市
街
地
、
農
村
地
帯
、
里
山
、
森
林
地
帯
、
そ
し
て
そ

れ
ら
を
貫
く
い
く
つ
か
の
比
較
的
大
き
な
河
川
で
構
成
さ
れ
て

い
た
。
江
戸
は
人
口
１
０
０
万
以
上
で
、
当
時
か
ら
世
界
有
数

の
大
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
利
用
さ
れ
た
食
糧
資
源
や
発
生

す
る
膨
大
な
廃
棄
物
を
う
ま
く
循
環
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
と
し

て
、
大
き
な
も
の
が
２
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ

は
、
里
山
、
農
村
、
市
街
地
を
結
ぶ
循
環
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

市
街
地
を
取
り
囲
む
よ
う
に
存
在
し
た
農
村
に
と
っ
て
、
田
畑

で
使
用
す
る
肥
料
の
確
保
は
、
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

肥
料
の
ひ
と
つ
は
農
村
に
と
っ
て
身
近
に
あ
っ
た
里
山
か
ら
採

取
す
る
落
ち
葉
か
ら
つ
く
る
堆
肥
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
十

分
な
肥
料
が
確
保
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
不
足
分
を
補

っ
た
の
が
、
市
街
地
か
ら
大
量
に
出
る
し
尿
や
、
薪
を
燃
料
と

し
て
利
用
し
て
出
る
灰
で
あ
っ
た
。
不
足
分
と
い
う
よ
り
も
む

し
ろ
、
し
尿
や
灰
が
質
的
に
も
優
れ
た
主
要
な
肥
料
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
江
戸
市
街
地
の
周
辺
に
存
在
し
た
農
村
へ
と
運
ば

れ
、
肥
料
と
し
て
有
効
活
用
さ
れ
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ
た
野
菜

や
米
が
再
び
江
戸
の
市
街
地
に
戻
さ
れ
る
と
い
う
循
環
が
成
立

し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
も
う
ひ
と
つ
、
森
林
地
帯
、
漁
村
、
河
川
、

江
戸
湾
を
結
ぶ
循
環
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
。
江
戸
市
街
地
を
含

む
関
東
平
野
周
辺
に
は
豊
か
な
森
林
地
帯
が
あ
り
、
そ
の
森
林

地
帯
や
施
肥
さ
れ
た
田
畑
か
ら
流
出
す
る
栄
養
塩
類
は
、
江
戸

湾
に
注
ぐ
何
本
か
の
河
川
に
よ
っ
て
運
ば
れ
、
動
植
物
プ
ラ
ン
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ク
ト
ン
、
魚
、
海
草
、
貝
類
を
育
て
た
。
漁
村
で
は
江
戸
湾
の

豊
か
な
海
産
物
を
と
り
、
そ
れ
は
江
戸
の
街
で
消
費
さ
れ
た
。

漁
村
で
は
売
れ
な
い
魚
な
ど
の
内
臓
や
ア
ラ
は
、
溜
め
て
農
村

の
肥
料
と
し
て
江
戸
周
辺
に
運
ば
れ
た
。
こ
う
し
て
、
も
う
ひ

と
つ
の
循
環
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
２
つ
の
循
環
シ
ス
テ
ム
は
、
当
時
の
ま
ま
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
が
、
現
代
的
に
も
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
、
理
想
的
な

資
源
循
環
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
２

つ
の
資
源
循
環
シ
ス
テ
ム
に
は
、
田
畑
の
土
作
り
や
野
菜
の
栽

培
に
お
い
て
、
街
か
ら
出
る
し
尿
や
灰
、
漁
村
か
ら
出
る
魚
介

類
の
廃
棄
物
な
ど
が
有
効
に
活
用
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
し
尿

や
灰
は
野
菜
や
米
と
交
換
さ
れ
、
ま
た
金
銭
的
な
取
引
も
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
上
、
後
述
す
る
よ
う
に
衛
生
的
に
も
ほ
と
ん
ど

問
題
の
な
い
循
環
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

か
ら
、
し
尿
や
灰
は
都
市
住
民
に
と
っ
て
財
源
の
ひ
と
つ
に
も

な
り
、
経
済
的
に
も
環
境
的
に
も
理
想
的
な
循
環
シ
ス
テ
ム

︵
循
環
型
社
会
︶
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
るた
。

　

江
戸
時
代
の
環
境
維
持
の
た
め
の
循
環
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ

ぞ
れ
専
門
職
化
さ
れ
て
お
り
、
現
代
に
お
け
る
循
環
型
社
会
の

原
型
と
し
て
注
目
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
現

代
の
循
環
型
社
会
の
理
想
と
さ
れ
る
５
Ｒ
︵
修
理
：repair

、
再

利
用
：reuse

、
リ
サ
イ
ク
ル
：recycle

、
貸
借
：rental

、
節
約
：

reduce

︶
に
相
当
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
るち
。

　

Repair

︵
修
理
︶
：
修
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
長
く
使
用
す

る
こ
と
で
あ
る
。
壊
れ
た
も
の
を
修
繕
し
て
使
う
の
は
普
通

で
、
瀬
戸
物
や
茶
碗
を
接
着
し
て
な
お
す
焼や

き

継つ
ぎ

屋
、
提
灯
や
傘

の
張
り
替
え
屋
、
鍵
の
修
理
・
鍋
や
釜
の
修
理
を
す
る
鋳い

か
け

屋
、
刃
物
を
研
ぐ
研
ぎ
屋
、
鋸
の
目
立
・
樽
や
桶
の
修
理
を
す

る
箍た

が

屋
と
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
修
理
屋
が
い
た
。

　

Reuse

︵
再
利
用
︶
：
そ
の
ま
ま
の
形
で
再
利
用
す
る
こ
と

で
あ
る
。
古
樽
、
古
着
、
履
き
物
、
日
用
雑
貨
な
ど
が
再
利
用

さ
れ
、
江
戸
で
は
再
利
用
を
専
門
と
す
る
１
１
８
２
軒
も
の
組

合
員
が
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

Recycle

︵
リ
サ
イ
ク
ル
︶
：
新
た
な
製
品
を
生
み
出
す
再
資

源
化
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
、
最
も
主
要
な
農
産
物
の

稲
で
あ
る
。
実
と
し
て
得
ら
れ
る
籾も

み

米
は
、
一
部
は
翌
年
種
と

し
て
利
用
さ
れ
、
農
村
部
で
は
籾
殻
を
と
っ
た
だ
け
の
玄
米
が

食
料
と
し
て
利
用
さ
れ
、
精
米
し
た
米
は
年
貢
や
都
市
部
で
販
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売
さ
れ
た
。
籾
殻
は
、
堆
肥
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
一
方
、
稲

の
茎
や
葉
の
利
用
価
値
も
高
く
、
履
物
、
帽
子
、
前
掛
け
、
む

し
ろ
、
袋
、
藁
葺
き
屋
根
な
ど
に
利
用
さ
れ
、
使
い
古
し
た
も

の
は
堆
肥
や
灰
と
し
て
肥
料
化
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
廃
棄
物

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
先
に
も

見
た
よ
う
に
、
し
尿
を
農
家
に
販
売
す
る
肥
汲
み
や
、
か
ま
ど

で
燃
や
し
て
で
き
た
灰
を
買
い
集
め
る
「
灰
買
い
」
は
そ
の
代

表
的
な
商
人
で
あ
る
。
ま
た
、
使
え
な
い
ほ
ど
古
く
な
っ
た
包

丁
や
鍋
な
ど
の
鉄
製
品
、
銅
や
真
鍮
な
ど
の
金
属
類
を
買
っ
て

リ
サ
イ
ク
ル
の
原
材
料
と
す
る
た
め
金
属
の
回
収
を
専
門
と
す

る
古
鉄
買
い
と
い
う
商
人
が
い
た
。

　

Rental

︵
貸
借
︶：
買
う
こ
と
を
控
え
、
借
り
る
こ
と
で
あ
る
。

貸
本
屋
は
、
文
化
五
年
︵
１
８
０
８
年
︶
の
記
録
に
よ
る
と
、

江
戸
で
は
約
６
５
０
、
大
坂
で
も
約
３
０
０
も
あ
っ
た
よ
う
で

あ
るつ
。

　

Reduce

︵
節
約
︶
：
環
境
負
荷
を
減
ら
す
た
め
に
、
資
源
の

利
用
を
減
ら
し
、
効
率
を
高
め
、
廃
棄
物
を
減
ら
す
こ
と
で
あ

る
。
上
記
の
よ
う
に
、
江
戸
で
は
修
理
：repair

、
再
利
用
：

reuse

、
リ
サ
イ
ク
ル
：recycle

、
貸
借
：rental

が
お
こ
な

わ
れ
、
最
終
的
な
廃
棄
物
は
極
め
て
少
な
く
、
資
源
節
約
型
で

あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
江
戸
時
代
の
社
会
は
、
資
源
節
約
型
の
消
費
社

会
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
江
戸
の
循
環
シ
ス
テ

ム
は
、
い
く
つ
か
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
で
支
え
ら
れ
て
い
た
。
次

に
、
そ
の
う
ち
肥
料
生
産
、
自
給
自
足
シ
ス
テ
ム
の
具
体
例
に

つ
い
て
述
べ
る
。

３
︲
１
︲
１
　
衛
生
的
に
管
理
さ
れ
て
い
た
肥
料
生
産

　

近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
で
は
し
尿
の
処
理
に
有
効
な
手
段

が
と
れ
ず
、
河
川
へ
の
直
接
的
な
投
棄
な
ど
に
よ
り
河
川
水
の

汚
染
が
進
み
、
ペ
ス
ト
や
コ
レ
ラ
と
い
っ
た
伝
染
病
が
猛
威
を

ふ
る
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
るて
。
し
か
し
日
本
で
は
病
原
体

の
媒
介
と
な
っ
た
し
尿
等
が
適
切
な
処
理
を
施
さ
れ
た
後
、
肥

料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
た
め
、
伝
染
病
の
発
生
は
少
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
の
い
わ
ば
装
置
が
「
肥
だ
め
」
で
あ
ると
。「
肥

だ
め
」
は
、
現
代
風
に
い
え
ば
嫌
気
的
コ
ン
ポ
ス
ト
化
の
装
置

で
、
し
尿
を
微
生
物
の
働
き
に
よ
っ
て
熟
成
し
、
肥
料
に
変
え

る
装
置
で
、
畑
の
脇
に
穴
を
掘
り
、
稲
わ
ら
な
ど
を
加
え
て
、
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蓋
を
付
け
た
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
装
置
で

は
様
々
な
有
機
物
の
混
合
物
で
あ
る
し
尿
が
肥
料
化
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
微
生
物
分
解
に
よ
っ
て
発
生
し
た
熱
に
よ
っ
て
、

各
種
の
病
原
菌
や
寄
生
虫
、
ま
た
そ
の
卵
な
ど
は
ほ
ぼ
死
滅
す

る
。
こ
う
し
て
、
病
原
菌
等
に
よ
る
感
染
症
が
社
会
に
蔓
延
し

な
い
よ
う
衛
生
的
に
管
理
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

都
市
部
で
は
し
尿
を
効
率
的
に
利
用
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、

便
所
に
は
大
き
な
便
槽
が
設
け
ら
れ
、
嫌
気
的
な
分
解
を
進
め

る
と
と
も
に
、
く
み
出
し
や
す
い
よ
う
に
工
夫
が
施
さ
れ
て
い

たな
。
こ
う
し
て
、
都
市
と
農
村
の
間
を
往
来
す
る
循
環
シ
ス
テ

ム
が
で
き
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

３
︲
１
︲
２
　
農
村
地
域
に
お
け
る
自
給
自
足

　

も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
徴
は
、
農
民
は
基
本
的
に
自
給
自

足
の
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
るに
。
食
糧
は
自
分
た
ち

で
生
産
す
る
野
菜
や
米
の
農
産
物
で
ほ
ぼ
自
給
自
足
さ
れ
、
そ

の
ほ
か
調
味
料
の
味
噌
や
醤
油
は
大
豆
を
発
酵
さ
せ
て
つ
く
る

自
家
製
の
も
の
、
ま
た
森
で
採
取
す
る
野
草
な
ど
の
食
糧
、
た

い
て
い
の
家
の
庭
に
あ
る
木
か
ら
採
取
す
る
木
の
実
、
川
で
魚

を
捕
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
給
自
足
の
シ
ス
テ
ム
が
つ
く
ら
れ
て

い
た
。
ま
た
、
煮
炊
き
や
暖
を
と
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
は
近
郊
に

あ
る
里
山
か
ら
得
ら
れ
る
木
の
葉
や
枝
な
ど
で
あ
り
、
水
は
井

戸
を
掘
り
近
隣
で
利
用
し
た
。
自
給
で
き
な
い
綿
、
布
地
、
金

属
や
磁
器
製
の
家
庭
用
品
は
村
全
体
か
ら
得
ら
れ
、
さ
ら
に
は

塩
の
よ
う
な
地
域
性
の
も
の
は
他
の
地
域
か
ら
取
得
さ
れ
て
い

た
。
ゆ
え
に
、
基
本
的
に
は
各
家
に
お
い
て
自
給
自
足
さ
れ
た

が
、
そ
こ
で
充
足
さ
れ
な
い
も
の
だ
け
が
村
や
周
辺
で
補
わ
れ

る
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

３
︲
２
　
江
戸
時
代
の
自
然
条
件

　

江
戸
時
代
の
気
候
は
、
小
氷
期
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
世
界
的

な
寒
冷
化
の
時
期
で
あ
り
、
現
在
よ
り
も
気
温
は
１
︲
２
℃
低

か
っ
た
。
そ
の
上
、
火
山
の
噴
火
や
大
地
震
が
相
次
い
で
起
こ

っ
て
い
る
。
宝
永
４
年
︵
１
７
０
７
︶
に
は
富
士
山
の
大
噴
火

が
起
き
、つ
づ
い
て
三
原
山
︵
安
永
４
年
、１
７
７
５
︶、
桜
島
︵
安

永
８
年
、
１
７
７
９
︶
の
大
噴
火
、
さ
ら
に
は
浅
間
山
の
大
噴
火

︵
天
明
３
年
、
１
７
８
３
︶
が
起
き
て
い
る
。
火
山
の
大
噴
火
は
、

火
山
灰
に
よ
る
直
接
の
災
害
だ
け
で
な
く
、
火
山
灰
が
成
層
圏
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に
上
が
る
こ
と
か
ら
、
日
射
が
遮
ら
れ
、
気
温
の
低
下
だ
け
で

な
く
、
気
候
不
順
も
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
気
温
低
下
や
気
候
不
順
は
、
農
産
物
の
収
穫
に

大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
だ
ろ
う
。
実
際
、
天
明
３
年
︵
１

７
８
３
︶
の
大
凶
作
や
天
保
︵
１
８
３
３
︲
１
８
３
６
︶
の
大
飢

饉
が
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
異
常
気
象
が
原
因
だ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
に
は
死
者
１
０
０

０
人
以
上
に
及
ぶ
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８
以
上
の
大
地
震
が
６
回

も
襲
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
江
戸
の
街
を
取
り
巻
く
よ
う
に
発
達
し
て
い
る
関
東

平
野
は
日
本
で
最
大
の
沖
積
平
野
で
あ
る
が
、
米
や
野
菜
の
生

産
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
気
候
の
寒
冷
化
や
気
候
不

順
に
よ
る
不
作
続
き
で
、
江
戸
の
１
０
０
万
人
以
上
の
人
々
を

養
う
に
は
そ
れ
ほ
ど
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
一
方
、
江
戸

湾
の
周
辺
に
は
漁
村
が
あ
り
、
市
街
地
、
農
村
、
里
山
、
森
林

地
帯
が
江
戸
湾
を
取
り
巻
く
よ
う
に
存
在
し
た
。
そ
し
て
そ
れ

ら
を
貫
通
す
る
よ
う
に
、
比
較
的
大
き
な
河
川
の
隅
田
川
、
荒

川
な
ど
が
あ
り
、
河
川
を
通
し
て
、
湾
内
の
動
植
物
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
を
育
て
る
窒
素
や
リ
ン
と
い
っ
た
栄
養
塩
が
、
森
林
地
帯

や
田
畑
か
ら
輸
送
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
江
戸
湾
は
豊
か
な
漁
場

で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
平
野
部
が
少
な
く
、
資
源
も
限
ら
れ
た
日

本
に
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
江
戸
時
代
は
厳
し
い
自
然
環
境
で
あ

っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
有
限
な
資
源
を
い
か
に
節

約
し
、
ま
た
資
源
の
再
生
や
循
環
を
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

こ
と
も
江
戸
に
循
環
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
た
要
因
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

３
︲
３
　
江
戸
幕
府
に
よ
る
政
策

　

江
戸
幕
府
は
、
循
環
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
対
し
て
様
々
な
政

策
を
打
ち
出
し
て
い
るぬ
。
な
か
で
も
大
都
市
に
つ
き
も
の
の
問

題
で
あ
る
ご
み
処
理
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
工
夫
が
見
ら
れ

る
。
初
期
に
お
い
て
は
、
屋
敷
内
や
空
き
地
、
川
や
堀
へ
の
投

棄
、
ま
た
江
戸
の
町
の
区
画
に
は
「
会か

い

所し
ょ

地ち

」
と
呼
ば
れ
る
空

き
地
へ
の
ご
み
投
棄
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
悪
臭
や
カ
、
ハ
エ

な
ど
で
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
弊
害
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
慶
安

２
年
︵
１
６
４
９
︶
に
「
町
触
」
を
出
し
、「
会
所
地
」
に
ご
み

を
投
棄
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、さ
ら
に
、
明
暦
元
年
︵
１
６
５
５
︶
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に
は
深
川
永
代
浦
を
ご
み
投
棄
場
に
指
定
し
た
。
寛
文
２
年

︵
１
６
６
２
︶
に
は
、
処
理
業
者
も
指
定
し
、
一
定
の
場
所
に
集

め
ら
れ
た
ご
み
を
処
理
業
者
が
処
理
す
る
仕
組
み
を
つ
く
っ

た
。
こ
う
し
て
収
集
・
運
搬
・
処
分
と
い
う
ご
み
処
理
の
３
つ

の
過
程
が
、
江
戸
の
町
の
中
で
組
織
化
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

指
定
場
所
以
外
に
ご
み
が
捨
て
ら
れ
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
令
も

出
さ
れ
、
元
禄
12
年
︵
１
６
９
９
︶
頃
に
は
、
川
へ
の
投
棄
等

の
禁
止
や
、
処
理
業
者
が
適
正
に
処
分
場
ま
で
運
搬
す
る
こ
と

を
定
め
て
お
り
、
現
代
の
不
法
投
棄
対
策
と
も
い
え
る
仕
組
み

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

３
︲
４
　
江
戸
時
代
の
思
想
・
宗
教

　
『
江
戸
に
学
ぶ
エ
コ
生
活
術ね
』
を
著
し
た
ア
ズ
ビ
ー
・
ブ
ラ

ウ
ン
や
、
日
本
の
環
境
省
が
発
行
し
た
『
環
境
循
環
型
社
会
白

書の
』
で
は
、
江
戸
時
代
の
資
源
の
循
環
を
可
能
に
し
た
思
想
・

精
神
的
態
度
と
し
て
、「
も
っ
た
い
な
い
」
精
神
と
「
足
る
を

知
る
」
精
神
を
あ
げ
て
い
る
。

　
「
も
っ
た
い
な
い
︵M

ottainai

︶」
精
神
は
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和

賞
を
受
賞
し
た
ケ
ニ
ア
の
ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
氏
が
世
界
共

通
の
言
葉
に
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
世
界
中
に
広
め
て
き
た
言

葉
で
あ
る
。
日
本
語
の
「
も
っ
た
い
な
い
」
を
そ
の
ま
ま
使
用

し
た
の
は
、
消
費
削
減
︵
リ
デ
ュ
ー
ス
︶、
再
使
用
︵
リ
ユ
ー
ス
︶、

再
生
利
用
︵
リ
サ
イ
ク
ル
︶
と
い
っ
た
言
葉
は
あ
る
も
の
の
、

自
然
や
物
に
対
す
る
敬
意
・
愛
︵
リ
ス
ペ
ク
ト
︶
な
ど
の
意
味

を
含
ん
だ
言
葉
は
他
の
言
語
に
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
だ
っ

た
と
い
うは
。「
も
っ
た
い
な
い
」
は
、
も
と
も
と
仏
教
用
語
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。「
勿も

っ

体た
い

」
は
「
物
の
本
来
あ

る
べ
き
姿
」
を
さ
す
こ
と
か
ら
、「
勿
体
無
い
」
は
「
本
来
あ

る
べ
き
姿
で
は
な
い
こ
と
」、
つ
ま
り
、
真
の
価
値
が
生
か
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ー

タ
イ
氏
の
言
う
よ
う
に
自
然
や
物
に
対
す
る
敬
意
・
愛
︵
リ
ス

ペ
ク
ト
︶
な
ど
の
意
味
を
含
ん
だ
表
現
と
い
う
の
は
正
し
い
使

い
方
に
な
る
。

　

ゆ
え
に
、｢

も
っ
た
い
な
い｣

精
神
は
、
資
源
の
も
つ
価
値

を
す
べ
て
使
い
切
る
こ
と
で
あ
り
、
も
し
使
い
切
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
そ
の
資
源
に
対
し
て
申
し
訳
な
い
と
い
う
意
味
を

も
も
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
資
源
の
消
費
を
で
き
る
だ
け
抑

え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、『
環
境
循
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環
型
社
会
白
書ひ
』
に
は
、
江
戸
時
代
の
武
士
が
ま
さ
に
「
も
っ

た
い
な
い
」
精
神
で
生
活
し
て
い
た
具
体
的
な
様
子
を
文
献
に

よ
っ
て
紹
介
し
て
い
る
。『
経
済
随
筆
』
で
は
「
衣
服
を
購
入

す
る
さ
い
に
は
家
族
で
同
じ
柄
の
服
を
購
入
し
、
後
々
つ
ぎ
は

ぎ
し
な
が
ら
使
う
と
良
い
」、
ま
た
「
使
え
な
く
な
っ
た
糸
く

ず
は
灯
心
用
に
使
え
る
」
と
い
っ
た
こ
と
や
、
ま
た
、『
清
良

記
』
で
は
武
士
や
治
世
者
が
し
尿
の
有
効
活
用
を
説
い
て
い

る
。
さ
ら
に
は
城
︵
彦
根
城
︶
も
、
天
守
や
櫓や
ぐ
ら、
城
壁
な
ど
、

建
設
材
料
の
一
部
を
再
生
利
用
品
で
ま
か
な
っ
た
よ
う
な
例
も

あ
る
。

　

一
方
、「
足
る
を
知
る
」
精
神
は
、
仏
教
に
も
、
ま
た
道
教

に
も
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
仏
教
の
『
仏
遺
教
経
』
に
は
、「
若

し
諸
の
苦
悩
を
脱
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
当
に
知
足
を
観
ず
べ
し
。

知
足
の
法
は
則
ち
是
、
富
楽
安
穏
の
処
な
り
。
足
る
こ
と
を
知

る
人
、
地
上
に
臥
す
と
雖い

え
ど
も
、
猶な

お
安
楽
と
す
。
足
る
こ
と
を

知
ら
ざ
る
者
は
、
天
堂
に
処
す
と
雖
も
、
ま
た
意
に
称か

な

わ
ず
。

足
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
富
め
り
と
雖
も
而
も
貧
し
。
足

る
こ
と
を
知
る
人
、
貧
し
と
雖
も
而
も
富
め
り
。
足
る
こ
と
を

知
ら
ざ
る
者
は
、
常
に
五
欲
の
為
に
牽ひ

か
れ
て
、
足
る
こ
と
を

知
る
者
の
憐
愍
す
る
所
と
為
る
。
是
を
知
足
と
名
づ
くふ
」
と
あ

る
。
他
の
仏
教
者
に
あ
っ
て
は
、
日
蓮
︵
１
２
２
２
︲
１
２
８
２
︶

の
『
法
華
初
心
成
仏
抄へ
』、
道
元
︵
１
２
０
０
︲
１
２
５
３
︶
の

『
正
法
眼
蔵　

八
大
人
覚ほ
』、
源
信
︵
９
４
２
︲
１
０
１
７
︶
の
『
往

生
要
集ま
』
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一

方
、
道
教
の
『
老
子み
』
第
33
章
に
も
「
足
る
を
知
る
者
は
富
み
、

強
め
て
行
う
者
は
志
有
り
」
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
荘

子
の
思
想
に
は
、
輪
廻
の
よ
う
な
考
え
方
も
あ
り
、
す
で
に
イ

ン
ド
仏
教
に
通
ず
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
…
…
老
荘
思
想
の
根
底

に
か
な
り
、
仏
教
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
るむ
」
と
の
指
摘
も

あ
る
。

　

こ
の
「
足
る
を
知
る
」
精
神
は
、｢

少
欲
知
足め｣

と
あ
る
よ

う
に
、「
欲
少
な
く
し
て
、
足
る
を
知
る
」、
こ
れ
は
、
特
に
物

質
に
対
す
る
欲
望
を
抑
制
し
て
、
か
つ
満
足
す
る
こ
と
を
知
る

こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
さ
に
資
源
節
約
の
生
き
方
を
意
味

す
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
「
も
っ
た
い
な
い
」
や
「
足
る
を
知

る
」
精
神
が
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
な
か
で
生
き
た
指
針
と
し

て
あ
り
、
そ
れ
が
江
戸
の
循
環
型
社
会
の
形
成
に
大
き
な
役
割
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を
も
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

４
　
結
論

　

世
界
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
日
本
の
よ
う
に
森
林
が
育

ち
、
豊
か
な
自
然
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
地
域
は
そ
れ
ほ
ど
多

く
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
熱
帯
気
候
に
属
す
る
熱
帯
雨
林
気

候
帯
に
は
豊
か
な
森
林
や
多
様
な
生
物
相
が
あ
る
が
、
一
年
中

高
温
多
湿
で
危
険
な
生
物
も
多
く
、
自
然
の
美
し
さ
や
親
し
み

を
感
じ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
恐
怖
の
対
象
で
し
か
な

い
。
一
方
、
亜
寒
帯
気
候
は
針
葉
樹
林
に
富
む
が
、
こ
の
場
合

に
は
寒
冷
な
た
め
人
間
を
遠
ざ
け
る
。
他
の
気
候
帯
を
見
て

も
、
草
木
が
全
く
な
い
砂
漠
気
候
、
草
原
し
か
な
い
サ
バ
ナ
気

候
や
ス
テ
ッ
プ
気
候
、
寒
冷
す
ぎ
て
苔
し
か
な
い
ツ
ン
ド
ラ
気

候
と
、
世
界
の
大
半
は
と
て
も
豊
か
な
自
然
と
は
言
い
難
い
。

確
か
に
日
本
は
一
方
で
、
火
山
の
噴
火
、
地
震
、
津
波
、
台
風

と
い
っ
た
自
然
の
脅
威
も
時
に
襲
っ
て
く
る
。
ゆ
え
に
、
自
然

の
豊
か
さ
の
な
か
に
常
に
緊
張
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う

し
た
自
然
の
条
件
の
上
に
、
人
間
の
営
み
や
思
想
・
宗
教
が
あ

り
、
こ
れ
ら
は
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
さ

に
自
然
と
人
間
と
の
相
関
、「
地
人
相
関も
」
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

　

日
本
の
森
林
が
豊
か
に
保
た
れ
て
き
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
よ
う
に
、
豊
か
な
自
然
と
、
そ
こ
で
培
わ
れ
た
神
道
や

日
本
で
育
っ
た
仏
教
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
複
合
的
に
作
用
し
て

人
間
の
行
為
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
江
戸
の
循
環
シ
ス
テ
ム
も
、
自
然
災
害
の
多
い
時

代
で
あ
り
、
ま
た
大
都
市
の
人
間
を
養
う
に
は
十
分
と
は
い
え

な
い
資
源
と
生
産
の
も
と
で
、「
も
っ
た
い
な
い
」
や
「
足
る

を
知
る
」
精
神
と
い
う
も
の
は
、
少
な
か
ら
ず
仏
教
に
由
来
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
江
戸
時
代
の
人
々
が
行

っ
て
い
た
循
環
シ
ス
テ
ム
に
思
想
的
に
ど
の
程
度
影
響
を
与
え

た
か
を
知
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
か
つ

て
江
戸
時
代
は
儒
教
の
時
代
と
さ
え
言
わ
れ
た
頃
も
あ
っ
た

が
、
現
在
で
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
「
思
想
・
宗
教

の
統
一
は
江
戸
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
さ
ま
ざ

ま
な
思
想
・
宗
教
の
百
家
争
鳴
の
状
態
」
で
あ
り
、
江
戸
時
代

の
代
表
的
な
思
想
家
、
二
宮
尊
徳
︵
１
７
８
７
︲
１
８
５
６
︶
の

報
徳
思
想
も
ま
た
、「
神
仏
儒
の
融
合
折
衷
に
立
ち
な
が
ら
、



145

「東洋学術研究」第52巻第２号

日本の環境倫理における自然・政策・思想の影響

農
民
の
労
働
に
積
極
的
に
意
味
づ
け
を
与
え
、
勤
労
意
欲
を
高

め
たや
」
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
も
っ
た

い
な
い
」
や
「
足
る
を
知
る
」
精
神
は
仏
教
だ
け
で
な
く
、
東

洋
の
思
想
・
宗
教
に
共
通
な
精
神
で
、
そ
れ
ら
が
自
然
条
件
の

厳
し
い
な
か
で
複
合
的
に
江
戸
時
代
の
人
々
の
生
活
や
政
策
に

影
響
を
与
え
て
き
た
と
い
う
ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

注︵
１
︶
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
タ
ッ
ト
マ
ン
『
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
森
を
つ

く
っ
て
き
た
の
か
』
熊
崎
実
訳
、
築
地
書
館
、
１
９
９
８

︵
２
︶
梅
原
猛
『
森
の
思
想
が
人
類
を
救
う
』
小
学
館
、
１
９
９
５

︵
３
︶
前
出
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
タ
ッ
ト
マ
ン
『
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に

森
を
つ
く
っ
て
き
た
の
か
』

︵
４
︶
鬼
頭
宏
『
環
境
先
進
国
江
戸
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
２
０
０
２

︵
５
︶
前
出
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
タ
ッ
ト
マ
ン
、
１
９
９
８

︵
６
︶
前
出
、
梅
原
猛
『
森
の
思
想
が
人
類
を
救
う
』

︵
７
︶
中
村
元
編
著
『
仏
教
植
物
散
策
』
東
京
選
書
、
１
９
８
６

︵
８
︶
末
木
文
美
士
『
日
本
仏
教
史
』
新
潮
社
、
１
９
９
２

︵
９
︶
前
出
、
梅
原
猛
『
森
の
思
想
が
人
類
を
救
う
』

︵
10
︶『
梵
網
経
』
巻
下
、
大
正
大
蔵
24
巻
、
１
０
０
６
頁
中

︵
11
︶
鈴
木
秀
夫
『
森
林
の
思
考
・
砂
漠
の
思
考
』
日
本
放
送
出
版
協

会
、
１
９
７
８

︵
12
︶Satish K

um
ar, You are Therefore I am

: A D
eclaration of D

e-
pendence, G

reen B
ooks, 2002 , p.89

。
そ
の
ほ
か
、
ア
シ
ョ
ー

カ
王
は
、
石
柱
法
勅
に
お
い
て
も
、「
人
に
効
用
が
あ
り
、
家

畜
に
効
用
が
あ
る
薬
草
は
、
そ
れ
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
至
る
処

に
輸
入
し
、
栽
培
せ
し
め
た
。
同
様
に
し
て
、
樹
根
も
果
実
も
、

そ
れ
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
至
る
処
に
輸
入
し
栽
培
せ
し
め
た
。

道
路
に
は
、
人
と
家
畜
の
受
用
の
た
め
に
、
井
泉
を
掘
鑿
せ
し

め
、
樹
木
を
植
え
し
め
た
」︵
塚
本
敬
祥
『
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
』

第
三
文
明
社
、
１
９
７
６
、
１
２
９
︲
１
３
０
頁
︶
の
よ
う
に
、

植
林
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

︵
13
︶
環
境
省
『
平
成
20
年
版 

環
境
循
環
型
社
会
白
書
』
２
０
０
８
、

http://w
w

w.env.go.jp/policy /hakusyo/h20 /

︵
14
︶
ア
ズ
ビ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
『
江
戸
に
学
ぶ
エ
コ
生
活
術
』︵
幾
島

幸
子
訳
︶
阪
急
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、
２
０
１
１

︵
15
︶
鬼
頭
宏
『
環
境
先
進
国
江
戸
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
２
０
０
２

︵
16
︶
前
出
、
環
境
省
『
平
成
20
年
版 

環
境
循
環
型
社
会
白
書
』

︵
17
︶
前
出
、
鬼
頭
宏
『
環
境
先
進
国
江
戸
』、
鬼
頭
は
５
Ｒ
と
し
て
、

rental and lease

を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
他
で
はR

efuse

︵
不

要
な
も
の
は
買
わ
な
い
︶
を
入
れ
る
場
合
も
あ
る
。

︵
18
︶
前
出
、
環
境
省
『
平
成
20
年
版 

環
境
循
環
型
社
会
白
書
』

︵
19
︶
前
出
、
鬼
頭
宏
『
環
境
先
進
国
江
戸
』

︵
20
︶
同
上
、
環
境
省
『
平
成
20
年
版 

環
境
循
環
型
社
会
白
書
』
お

よ
び
、
前
出
、
ア
ズ
ビ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
『
江
戸
に
学
ぶ
エ
コ
生

活
術
』

︵
21
︶
同
上
、
環
境
省
『
平
成
20
年
版 

環
境
循
環
型
社
会
白
書
』
お
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よ
び
、
同
上
、
ア
ズ
ビ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
『
江
戸
に
学
ぶ
エ
コ
生

活
術
』

︵
22
︶
同
上
、
ア
ズ
ビ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
『
江
戸
に
学
ぶ
エ
コ
生
活
術
』

︵
23
︶
同
上
、
環
境
省
『
平
成
20
年
版 

環
境
循
環
型
社
会
白
書
』
お

よ
び
、
前
出
、
ア
ズ
ビ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
『
江
戸
に
学
ぶ
エ
コ
生

活
術
』

︵
24
︶
同
上
、
ア
ズ
ビ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
『
江
戸
に
学
ぶ
エ
コ
生
活
術
』

︵
25
︶
同
上
、
環
境
省
『
平
成
20
年
版 

環
境
循
環
型
社
会
白
書
』

︵
26
︶http://ja.w

ikipedia.org/w
iki/

も
っ
た
い
な
い
、
あ
る
い
は

　
　

 http://en.w
ikipedia.org/ w

iki/M
ottainai

︵
27
︶
前
出
、
環
境
省
『
平
成
20
年
版 

環
境
循
環
型
社
会
白
書
』

︵
28
︶『
仏
遺
教
経
︵
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
︶』
大
正
蔵
12
巻
、
１

１
１
１
頁
下

︵
29
︶
日
蓮
の
「
法
華
初
心
成
仏
抄
」
に
は
、「
よ
き
師
と
は
指
し
た

る
世
間
の
失
無
く
し
て
聊

い
さ
さ
かの
へ
つ
ら
う
こ
と
な
く
少
欲
知
足
に

し
て
慈
悲
有
ら
ん
僧
の
経
文
に
任
せ
て
法
華
経
を
読
み
持
ち
て

人
を
も
勧
め
て
持
た
せ
ん
僧
を
ば
仏
は
一
切
の
僧
の
中
に
吉
第

一
の
法
師
な
り
と
讃
め
ら
れ
た
り
」︵『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』

創
価
学
会
、
５
５
０
︲
５
５
１
頁
︶、
ま
た
「
曾
谷
殿
御
返
事
」

に
も
「
但
正
直
に
し
て
少
欲
知
足
た
ら
ん
僧
こ
そ
真
実
の
僧
な

る
べ
け
れ
」︵『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』
創
価
学
会
、
１
０
５

６
頁
︶
と
あ
る
。

︵
30
︶
道
元
の
『
正
法
眼
蔵　

八
大
人
覚　

２
』︵
岩
波
書
店
、
水
野

弥
穂
子
校
注
、
１
９
９
０
︶
に
は
、「
二
つ
に
は
知
足
」
と
述

べ
た
後
に
、
仏
の
言
と
し
て
『
仏
遺
教
経
』
の
先
に
引
用
し
た

部
分
を
そ
の
ま
ま
述
べ
て
い
る
。

︵
31
︶
源
信
『
往
生
要
集
』︵
岩
波
書
店
、
２
０
０
３
︶
に
「
足
る
こ

と
を
知
ら
ば
貧
と
い
え
ど
も
富
と
名
づ
く
べ
し
、
財
あ
り
と
も

欲
多
け
れ
ば
こ
れ
を
貧
と
名
づ
く
」
と
あ
る
。

︵
32
︶『
老
子
』
岩
波
書
店
、
２
０
０
８

︵
33
︶
福
島
要
一
、
Ｓ
・
Ｄ
・
Ｂ
・
ピ
ッ
ケ
ン
『
環
境
と
思
想
』
三
省

堂
、
１
９
８
６
、
２
８
４
頁

︵
34
︶
前
出
、
注
25
、
お
よ
び
法
華
経
『
普
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
十
八
』

に
、「
是
の
人
は
心
意
質
直
に
し
て
、
正
憶
念
有
り
、
福
徳
力

有
ら
ん
。
是
の
人
は
三
毒
の
悩
ま
す
所
と
為
ら
じ
。
亦
た
嫉

妬
・
我
慢
・
邪
慢
・
増
上
慢
の
悩
ま
す
所
と
為
ら
じ
。
是
の
人

は
少
欲
知
足
に
し
て
、
能
く
普
賢
の
行
を
修
せ
ん
」︵『
妙
法
蓮

華
経
並
開
結
』
創
価
学
会
、
６
７
５
頁
︶
と
あ
る
。

︵
35
︶
牧
口
常
三
郎
『
人
生
地
理
学
』
聖
教
新
聞
社
、
１
９
７
１

︵
36
︶
末
木
文
美
士
『
日
本
宗
教
史
』
岩
波
書
店
、
２
０
０
６

︵
や
ま
も
と　

し
ゅ
う
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
主
任
研
究
員
、

創
価
大
学
教
授
︶


