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仏
教
平
和
論
の
特
質

─
文
明
間
対
話
に
お
け
る
仏
教
の
貢
献

川
田　

洋
一

〔
Ⅰ
〕「
内
在
的
普
遍
」
と
い
う
指
標

　

人
類
の
恒
久
平
和
を
創
出
し
て
い
く
た
め
に
、
仏
教
は
い
か

な
る
貢
献
を
な
し
う
る
か
。
本
稿
で
は
、
仏
教
に
見
る
﹁
平
和

論
の
特
質
﹂
と
い
う
視
座
か
ら
、
文
明
間
対
話
へ
の
関
わ
り
を

展
開
し
て
い
き
た
い
。
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
︵
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ

ル
︶
会
長
は
、
１
９
８
９
年
の
平
和
提
言
﹁
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の

曙あ
﹂
に
お
い
て
、
冷
戦
後
に
顕
在
化
し
た
民
族
問
題
を
仏
教
の

立
場
か
ら
乗
り
越
え
て
い
く
方
法
論
と
し
て
、﹁
内
在
的
普
遍
﹂

と
い
う
指
標
を
提
示
し
て
い
る
。

　

民
族
の
問
題
は
、
文
化
の
問
題
で
も
あ
る
。
各
民
族
が
保
持

し
て
い
る
文
化
と
文
化
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
て
く
る
。
各
民
族

は
独
自
の
文
化
を
担
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
は
特
有
の

価
値
観
や
生
死
観
、
自
然
観
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
各
民
族
の

独
自
性
が
、
他
民
族
と
の
接
触
に
お
い
て
﹁
文
化
摩
擦
﹂
を
引

き
起
こ
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

同
様
の
事
態
は
、
世
界
の
主
要
な
文
明
の
間
に
も
生
じ
て
く

る
。
各
文
明
は
、
そ
の
源
流
に
あ
る
宗
教
の
独
自
性
に
よ
っ
て
、

平 
和
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そ
れ
ぞ
れ
の
生
死
観
、
価
値
観
、
自
然
観
の
特
色
と
相
異
を
見

せ
て
く
る
の
で
あ
る
。
文
明
間
の
対
話
に
は
、
各
文
明
の
独
自

性
を
生
か
し
つ
つ
、
共
通
性
を
見
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
仏
教
は
、
他
宗
教
、
他
文
明
と
の
共
通
性
を
、
内
在
的

に
探
求
し
、﹁
普
遍
性
﹂
の
領
域
を
、
時
間
的
、
空
間
的
に
拡
大

し
て
い
こ
う
と
す
る
宗
教
で
あ
る
。

　

仏
教
の
立
場
か
ら
提
示
す
る
﹁
内
在
的
普
遍
﹂
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
は
、﹁
外
在
的
普
遍
﹂
ま
た
は
﹁
超
越
的
普
遍
﹂
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
に
対
比
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

後
者
︵
外
在
的
普
遍
︶
が
、
人
間
生
命
の
外
側
に
、
外
在
的
に
普

遍
的
価
値
を
探
求
す
る
の
に
対
し
て
、
前
者
︵
内
在
的
普
遍
︶
は
、

人
間
生
命
の
内
面
を
探
求
し
、
そ
の
内
奥
に
普
遍
的
価
値
を
見

出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
の
イ
ン
ド
、
菩
提
樹
下
に
お
け
る
悟
り
を
原
点
と
し
て
、

仏
教
の
洞
察
の
眼
は
、
ま
ず
生
命
の
内
面
へ
と
向
け
ら
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
の
﹁
内
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
へ
の
探
求
は
、

個
の
表
層
意
識
か
ら
深
層
意
識
へ
と
深
ま
っ
て
い
き
、
個
の
次

元
を
超
え
て
、
超
個
︵
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
︶
の
次
元
へ
と
入
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
族
、
友
人
等
の
心
と
通

底
す
る
領
域
か
ら
、
部
族
、
民
族
、
国
家
の
次
元
、
さ
ら
に
は

人
類
心
の
次
元
に
ま
で
深
ま
り
、
拡
大
し
て
い
く
。
次
い
で
、

地
球
生
態
系
と
通
底
す
る
次
元
へ
、そ
し
て
、
地
球
と
い
う
惑
星
、

太
陽
系
と
い
う
恒
星
の
生
死
流
転
の
次
元
を
も
突
破
し
て
、
銀

河
宇
宙
へ
と
拡
大
し
な
が
ら
、
宇
宙
生
命
そ
れ
自
体
と
一
体
と

な
る
領
域
に
ま
で
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
の
生
命
﹁
内
在
化
﹂
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
宇
宙
そ
れ
自
体

を
生
み
出
し
て
い
く
よ
う
な
﹁
根
源
的
生
命
﹂
を
自
己
自
身
の

最
奥
部
に
覚
知
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
身
の
﹁
内
な
る

コ
ス
モ
ス
﹂
の
奥
底
に
、
釈
尊
は
、
宇
宙
根
源
の
法
、﹁
ダ
ル
マ

︵
ダ
ン
マ
︶﹂
を
覚
知
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
悟
達
の
瞬
間
は
、
仏
典
﹁
ウ
ダ
ー
ナ
﹂
に
詩
と
し
て
詠

わ
れ
て
い
る
。

﹁
実
に
ダ
ン
マ
が
、
熱
心
に
入
定
し
て
い
る
修
行
者
に
顕
わ

に
な
る
と
き
、
彼
は
悪
魔
の
軍
隊
を
粉
砕
し
て
安
定
し
て

い
る
。
あ
た
か
も
太
陽
が
虚
空
を
照
ら
す
が
ご
と
く
で
あ

るい﹂

　

悪
魔
の
軍
隊
と
は
、
仏
教
で
い
う
煩
悩
・
無
明
で
あ
る
。
あ

ら
ゆ
る
煩
悩
を
打
ち
破
っ
て
、
釈
尊
が
、﹁
太
陽
の
ご
と
く
虚
空
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を
照
ら
す
﹃
宇
宙
根
源
の
法
・
ダ
ル
マ
﹄﹂
を
証
得
し
た
瞬
間
で

あ
る
。
こ
の
﹁
ダ
ル
マ
﹂
が
、﹁
如
来
﹂
と
し
て
大
乗
仏
教
の
基

盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
乗
仏
典
の
一
つ
、
法
華
経
に
お
い
て
は
、
釈
尊
に
即
し
て
、

そ
の
本
地
︵
究
極
の
大
境
地
︶
と
し
て
﹁
久
遠
の
釈
尊
﹂﹁
久
遠
の

仏う﹂
を
洞
察
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
﹁
久
遠
の
仏
﹂
は
永
遠
な
る
存
在
で
あ
り
、
宇
宙
根
源

の
法
・
ダ
ル
マ
と
し
て
の
﹁
久
遠
の
法
﹂
と
一
体
で
あ
り
、
衆

生
救
済
の
た
め
に
常
に
働
き
つ
づ
け
る
﹁
永
遠
な
る
救
済
仏
﹂

と
し
て
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
釈
尊
は
、
自
身
の
﹁
内
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
の
究
極
に

お
い
て
、
自
己
を
﹁
超
越
﹂
す
る
永
遠
な
る
法
・
ダ
ル
マ
と
融

合
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
悟
達
の
大
境
地
か
ら
、
釈
尊

は
民
衆
救
済
へ
と
﹁
外
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
に
顕
在
化
し
た
の
で

あ
る
。
法
華
経
寿
量
品
で
は
、
釈
尊
の
本
地
で
あ
る
﹁
久
遠
の
仏
﹂

は
、
宇
宙
﹁
超
越
﹂
の
﹁
久
遠
の
法
﹂
と
一
体
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、﹁
内
在
﹂
の
究
極
に
お
い
て
、﹁
超
越
・
永
遠
の
法
﹂
と

一
体
化
し
た
﹁
久
遠
の
仏
﹂
は
、﹁
外
な
る
宇
宙
﹂
へ
と
救
済
行

に
顕
在
化
し
つ
づ
け
る
﹁
永
遠
な
る
救
済
仏
﹂
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
仏
教
は
、﹁
内
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
へ
の
﹁
内
在
﹂

化
か
ら
、﹁
超
越
﹂
へ
、
そ
し
て
﹁
外
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
へ
と

﹁
内
在
﹂
化
し
、
顕
現
し
て
ゆ
く
構
造
を
も
つ
宗
教
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、﹁
内
在
即
超
越
﹂
で
あ
り
、
同
時
に
﹁
超
越
即
内
在
﹂

へ
と
民
衆
救
済
の
た
め
に
顕
在
化
し
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
仏
教
の
人
類
平
和
と
の
関
わ
り
か

ら
、
仏
教
平
和
論
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

仏
教
平
和
論
は
、﹁
内
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
の
変
革
に
よ
る
﹁
心
の

平
和
﹂
の
確
立
を
基
軸
と
し
て
、﹁
外
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
の
平
和

変
革
、
つ
ま
り
、
自
然
生
態
系
と
一
体
と
な
っ
た
﹁
人
類
社
会

の
平
和
﹂
を
漸
進
的
に
推
進
す
る
と
い
う
方
向
性
を
も
つ
の
で

あ
る
。
む
ろ
ん
﹁
心
の
平
和
﹂
と
﹁
社
会
平
和
﹂、
そ
し
て
そ
の

基
盤
を
な
す
﹁
生
態
平
和
﹂
が
、
相
互
に
関
連
し
あ
う
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

〔
Ⅱ
〕「
内
な
る
コ
ス
モ
ス
」（
心
理
的
宇
宙
）
の

　
　

構
造

─
唯
識
論
に
則
し
て

　

平
和
の
問
題
に
お
い
て
、ま
ず
、
仏
教
が
重
視
す
る
の
は
、﹁
心
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の
平
和
﹂
を
乱
し
、
心
身
の
不
調
和
を
も
た
ら
し
、
人
類
社
会

の
な
か
に
戦
争
、
紛
争
、
差
別
、
人
権
抑
圧
、
貧
富
の
格
差
を

引
き
起
こ
す
本
能
的
欲
求
や
衝
動
の
貪
欲
化
、
怒
り
、
瞋
恚
の

暴
力
化
、
他
者
否
定
に
向
か
う
根
源
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
︵
無
明
︶
等

の
煩
悩
で
あ
る
。

　

人
間
の
表
層
心
理
︵
五
官
に
と
も
な
う
五
識
や
意
識
︶
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
煩
悩
と
、
人
間
的
な
働
き
を
な
す
善
心
が
、
と
も
に

顕
在
化
し
て
い
る
。
人
間
は
、
五
識
、
六
識
︵
意
識
︶
の
精
神
活

動
を
通
し
て
、
善
心
に
よ
る
煩
悩
の
克
服
を
め
ざ
し
、﹁
心
の
平

和
﹂
を
保
ち
つ
つ
、
環
境
に
適
応
し
て
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
長
い
人
類
史
を
見
れ
ば
、
煩
悩

を
善
心
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
と
は
到
底
い
い
が
た
い
足

跡
を
刻
ん
で
、
今
日
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
特
に
、
西
洋
科
学

技
術
が
長
足
の
進
歩
を
と
げ
た
20
世
紀
は
、﹁
戦
争
と
暴
力
の
世

紀
﹂
で
あ
り
、
そ
の
様
相
は
、
今
日
に
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
。

　
﹁
平
和
と
非
暴
力
﹂
へ
の
曙
光
は
、
ま
だ
見
え
て
い
な
い
人
類

社
会
で
あ
る
。
ど
う
し
て
人
間
の
意
識
、
理
性
、
良
心
、
善
心

に
よ
る
悪
心
︵
煩
悩
︶
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
有
効
に
機
能
し
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

意
識
の
表
面
へ
と
噴
出
す
る
煩
悩
の
源
泉
を
求
め
て
西
洋
心

理
学
の
分
野
か
ら
﹁
内
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
へ
の
探
索
を
進
め
た

の
は
、
先
駆
者
は
い
る
に
し
て
も
、
ま
ず
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分

析
で
あ
り
、
ソ
ン
デ
ィ
の
運
命
心
理
学
、
ユ
ン
グ
の
分
析
心
理

学
か
ら
マ
ズ
ロ
ー
の
人
間
性
心
理
学
、
そ
し
て
今
日
で
は
ト
ラ

ン
ス
・
パ
ー
ソ
ナ
ル
︵
超
個
︶
心
理
学
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

ユ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
心
は
そ
れ
自
体
、﹁
一
つ
の
宇
宙
﹂

で
あ
り
、
こ
の
﹁
心
理
的
宇
宙
﹂
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
﹁
個
人
無

意
識
﹂、
ソ
ン
デ
ィ
の
﹁
家
族
無
意
識
﹂、
ユ
ン
グ
自
身
の
﹁
集

合
無
意
識
﹂
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。

　

仏
教
で
は
、
紀
元
前
５
世
紀
、
イ
ン
ド
の
釈
尊
に
よ
る
﹁
内

な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
の
探
求
と
そ
の
究
極
に
﹁
宇
宙
根
源
の
法
・

ダ
ル
マ
﹂
の
悟
達
が
あ
り
、
仏
教
史
に
お
い
て
は
、
多
く
の
仏

教
者
が
、
釈
尊
の
開
示
し
た
﹁
心
理
的
宇
宙
﹂
を
追
体
験
し
、

多
く
の
仏
典
群
と
壮
大
な
理
論
体
系
を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ

の
な
か
で
﹁
内
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
の
構
造
を
体
系
化
し
た
法
理

の
一
つ
に
、
イ
ン
ド
の
唯
識
学
派
の
説
が
あ
る
。

　

唯
識
学
派
が
体
系
化
さ
れ
た
の
は
、
紀
元
４
世
紀
か
ら
６
世

紀
に
か
け
て
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
学
僧
で
あ
る
弥
勒
、
無
着
、
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世
親
ら
に
よ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、

世
親
の
﹃
唯
識
三
十
頌
﹄
を
引
用
し
な
が
ら
、
西
洋
の
﹁
深
層

心
理
学
﹂
を
も
考
慮
に
入
れ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

こ
こ
に
、
唯
識
学
派
で
使
う
﹁
識
﹂
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の

原
語
はvijnana

で
あ
り
、
心
理
活
動
の
主
体
に
名
づ
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
感
覚
、
知
覚
、
思
考
、
感
情
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
﹁
心
理
的
宇
宙
﹂
の
総
称
で
あ
る
。﹁
唯
識
三
十
頌
﹂
で

は
、
生
命
の
内
奥
の
領
域
を
﹁
識
﹂
の
三
つ
の
転
変
︵
変
化
︶
と

し
て
記
述
し
て
い
る
。
即
ち
、
根
源
的
心
理
活
動
で
あ
る
﹁
阿

頼
耶
識
﹂︵
初
能
変
︶
か
ら
﹁
末
那
識
﹂︵
第
二
能
変
︶
が
転
じ
て

生
じ
る
。
こ
の
二
つ
の
識
が
深
層
意
識
で
あ
る
。
さ
ら
に
﹁
五

識
と
意
識
﹂︵
第
三
能
変
︶
と
い
う
表
層
意
識
が
変
転
し
、
顕
在

化
し
て
く
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
同
時
に
﹁
五
識
と
意
識
﹂﹁
末
那
識
﹂
の
活
動
が
﹁
阿

頼
耶
識
﹂
に
刻
印
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
﹁
阿
頼
耶
識
﹂

を
基
盤
と
す
る
、
他
の
識
と
の
相
互
関
連
を
﹁
阿
頼
耶
識
縁
起
﹂

と
呼
ん
で
い
る
。
西
洋
深
層
心
理
学
と
の
対
応
で
い
え
ば
、﹁
末

那
識
﹂
は
フ
ロ
イ
ト
の
﹁
個
人
無
意
識
﹂、﹁
阿
頼
耶
識
﹂
に
は

ソ
ン
デ
ィ
の
﹁
家
族
無
意
識
﹂、
ユ
ン
グ
の
﹁
集
合
無
意
識
﹂
の

領
域
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
唯
識
学
派
が
煩
悩
の
根
源
を
求
め
て
、
表
層
心
理
か

ら
﹁
内
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
へ
と
入
っ
て
い
き
、
ま
ず
、
そ
こ
に

見
出
し
た
の
が
﹁
末
那
識
﹂
で
あ
る
。﹃
唯
識
三
十
頌
﹄
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
﹁
次
の
は
第
二
の
能
変
な
り
。
是
の
識
を
ば
末
那
と
名
づ
け
た

り
。
彼
れ
に
依
り
て
転
じ
彼
れ
を
縁
す
。
思
量
す
る
を
も
っ
て

性
と
も
相
と
も
為
す
﹂︵
第
五
頌え︶︵
識
の
第
一
の
層
は
、
生
命
根
源

流
で
あ
る
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
第
二
の
変
転
を
し
て
、

生
じ
て
き
た
﹁
末
那
識
﹂
は
、
自
ら
の
根
源
で
あ
る
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
を

対
象
と
し
て
思
い
を
巡
ら
し
て
い
く
の
で
あ
る
︶

　
﹁
末
那
識
﹂
は
深
層
の
自
我
意
識
で
あ
り
、
末
那
︵m

anas

︶
と

は
思
量
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
何
を
思
い
量
る
か
と
い
え

ば
、﹁
末
那
識
﹂
は
自
ら
が
転
じ
て
顕
在
化
し
て
き
た
﹁
阿
頼
耶

識
﹂
を
対
象
と
し
て
見
、
そ
れ
が
他
と
関
係
な
く
、
変
わ
る
こ

と
な
く
、
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
つ
ま
り
、

﹁
阿
頼
耶
識
﹂
を
、
不
変
の
﹁
実
体
﹂
で
あ
る
と
誤
認
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
﹁
実
体
﹂
視
か
ら
、
四
つ
の
深
層

次
元
の
煩
悩
が
生
じ
て
く
る
。﹁
我
痴
﹂
と
﹁
我
見
﹂
と
﹁
我
慢
﹂
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と
﹁
我
愛
﹂
の
四
煩
悩
で
あ
る
。﹁
我
痴
﹂
は
無
明
と
同
義
で
あ

り
、﹁
阿
頼
耶
識
﹂
が
他
の
す
べ
て
の
存
在
と
関
わ
り
な
が
ら
変

転
し
つ
づ
け
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

﹁
我
痴
﹂
に
よ
っ
て
誤
認
し
た
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
の
﹁
実
体
﹂
と
し

て
の
イ
メ
ー
ジ

─
﹁
小
我
﹂
が
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
見
解
が

生
じ
る
。
そ
れ
が
﹁
我
見
﹂
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
﹁
小
我
﹂

へ
の
執
着
か
ら
、
他
者
を
差
別
し
、
優
越
感
、
増
上
慢
を
起
こ

し
た
り
、
逆
に
傷
つ
け
ら
れ
る
と
劣
等
感
を
抱
く
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
﹁
我
慢
﹂
で
あ
る
。
さ
ら
に
﹁
小
我
﹂
へ
の
執
着
が
、

貪
欲
、
渇
愛
を
引
き
起
こ
し
﹁
我
愛
﹂
に
陥
る
の
で
あ
る
。
こ

の
貪
欲
が
阻
害
さ
れ
る
と
怒
り
、
瞋
恚
を
引
き
起
こ
す
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
﹁
末
那
識
﹂
は
﹁
四
煩
悩
﹂
に
お
お
わ
れ
て
い

る
ゆ
え
に
、
根
源
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
し
て
、
表
層
心
理
︵
五
識
と

意
識
︶
の
三
毒
︵
貪
欲
、
瞋
恚
、
愚
痴
︶
等
の
煩
悩
と
と
も
に
、
欲

望
の
貪
欲
化
、
暴
力
の
激
化
、
他
者
差
別
、
人
権
抑
圧
か
ら
、

殺
害
に
ま
で
走
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
唯
識
学
派
は
、
あ
ら
ゆ

る
生
命
の
破
壊
に
向
か
い
、
紛
争
、
戦
争
、
略
奪
か
ら
生
態
系

の
破
壊
に
ま
で
向
か
う
﹁
人
間
悪
﹂
の
根
源
を
見
出
し
た
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
一
方
、﹁
末
那
識
﹂
が
善
心
に
お
お
わ
れ
れ
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
、
独
自
性
と
な
り
、
創
造
力
、
想
像
力
、
意
志
、

希
望
、
喜
び
、
同
情
、
慈
愛
の
心
を
発
揮
し
て
、
文
化
、
文
明

創
造
の
原
動
力
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
﹁
末
那
識
﹂
の
領
域
に
お
け

る
善
心
を
横
溢
さ
せ
、﹁
四
煩
悩
﹂
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
つ
つ
、

慈
悲
や
縁
起
の
智
慧
で
お
お
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
唯
識

学
派
は
、
こ
の
設
問
を
か
か
え
て
、﹁
末
那
識
﹂
を
も
生
み
出
し

た
生
命
根
源
流

─
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
へ
と
洞
察
を
深
め
た
の
で

あ
る
。﹁

阿
頼
耶
識
﹂
に
つ
い
て
﹃
唯
識
三
十
頌
﹄
に
、
次
の
よ
う

に
あ
る
。

﹁
初
め
の
は
阿
頼
耶
識
な
り
。
異
熟
な
り
。
一
切
種
な
り
﹂

︵
第
二
頌お︶︵
阿
頼
耶
識
は
過
去
の
業
が
、
後
に
、
善
で
も
悪
で
も

な
い
中
性
︵
無
記
︶
と
な
っ
て
熟
し
た
識
︵
異
熟
識
︶
で
あ
り
、

す
べ
て
の
存
在
を
生
み
出
す
種
子
と
な
る
識
︵
一
切
種
︶
で

あ
る
︶

﹁
阿
頼
耶
識
﹂
の
阿
頼
耶
︵A

laya

︶
と
は
﹁
貯
蔵
す
る
﹂
と
い
う
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意
味
で
あ
る
。﹁
阿
頼
耶
識
﹂
に
は
、あ
ら
ゆ
る
存
在
が
種
子
︵
潜

在
エ
ネ
ル
ギ
ー
︶
と
し
て
蓄
え
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
行
為
を
業

と
い
う
が
、
行
わ
れ
た
行
為
の
結
果
は
、
そ
の
ま
ま
な
く
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、﹁
阿
頼
耶
識
﹂
の
中
に
種
子
と
し
て
刻

印
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
阿
頼
耶
識
﹂
に
は
、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
生
み
出
す
種
子
が
蓄
え
ら
れ
て
い
る
ゆ

え
に
、﹁
一
切
種
子
識
﹂
と
い
う
。

　

仏
教
で
は
、
業
を
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
、
善
業
と
悪
業
に
分

類
す
る
。
善
業
は
顕
在
化
し
て
、
前
七
識
の
次
元
で
慈
悲
や
縁

起
の
智
慧
な
ど
の
善
心
と
し
て
働
き
、
一
方
、
悪
業
の
顕
在
化

は
、
前
七
識
の
次
元
で
、﹁
四
煩
悩
﹂、
三
毒
等
の
煩
悩
と
な
っ

て
働
く
の
で
あ
る
。﹁
阿
頼
耶
識
﹂
自
体
は
、
中
性
で
あ
る
の
で
、

い
か
な
る
善
悪
の
業
も
蓄
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
善
心
の
働
き
を
強
力
に
す
る
に
は
、﹁
阿
頼
耶
識
﹂

の
善
業
を
増
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
仏
教
で
は
、

こ
の
善
業
を
強
化
、
増
加
す
る
こ
と
を
﹁
宿
業
転
換
﹂
と
表
現

し
て
い
る
。

　

こ
の
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
は
﹁
恒
に
転
ず
る
こ
と
暴
流
の
如
し
﹂︵
第

四
頌か︶
と
あ
り
、
人
間
の
生
命
根
源
流
は
、
激
し
い
川
の
流
れ
の

よ
う
に
流
転
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
個
人
の
﹁
阿

頼
耶
識
﹂
は
、
生
命
根
源
流
と
し
て
個
の
境
界
を
越
え
て
、
他

者
の
業
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
も
交
流
し
な
が
ら
、
家
族
、
民
族
、

人
類
、
さ
ら
に
は
自
然
生
態
系
、
大
宇
宙
の
領
域
に
ま
で
拡
大

し
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

唯
識
学
派
の
説
く
こ
の
領
域
は
、
西
洋
心
理
学
で
の
ソ
ン
デ
ィ

の
﹁
家
族
無
意
識
﹂
を
含
み
、
ユ
ン
グ
の
﹁
集
合
無
意
識
﹂、
さ

ら
に
は
ト
ラ
ン
ス
・
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
心
理
世
界
と
重
な
っ
て
く

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
唯
識
学
派
で
は
、
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
善
業
を
蓄
積

し
、
強
化
し
て
、
そ
の
目
標
の
と
こ
ろ
に
、
究
極
位
︵
仏
界
︶
の

覚
知
を
目
的
と
し
て
い
る
。
一
方
、
華
厳
や
天
台
で
は
、﹁
阿
頼

耶
識
﹂
を
も
包
括
す
る
よ
う
な
生
命
領
域
へ
と
踏
み
込
み
、
阿

摩
羅
識
︵
根
本
浄
識
︶
を
第
九
識
と
し
て
立
て
て
い
る
。
中
国
の

天
台
智
顗
は
、﹁
九
は
是
れ
仏
識
﹂︵
金
光
明
玄
義き︶
と
し
て
い
る
。

　

日
本
の
日
蓮
は
﹁
九
識
心
王
真
如
の
都
﹂︵﹁
日
女
御
前
御
返
事く﹂︶

と
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
九
識
は
生
命
の
究
極
の
主
体

で
あ
る
の
で
心
王
と
い
い
、
釈
尊
の
悟
っ
た
﹁
宇
宙
根
源
の
法
・

ダ
ル
マ
﹂
と
一
体
で
あ
る
の
で
心
王
真
如
と
し
、
そ
れ
が
内
在
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す
る
生
命
場
を
﹁
都
﹂
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
日
蓮
仏
教
に
お
け
る
修
行
法
を
、
次

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
﹁﹃
マ
イ
ナ
ス
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
︵
悪
業
︶
か
ら
、
プ
ラ
ス
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
︵
善
業
︶
へ
の
転
換
﹄

─
そ
の
た
め
に
は
善

業
を
一
つ
一
つ
積
み
重
ね
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
し
か

し
、
現
実
的
に
は
、
石
を
積
ん
で
は
自
分
で
崩
し
て
し
ま

う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
と
く
に
社
会
の
奥
底

に
悪
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
渦
巻
い
て
い
る
よ
う
な
時
代
に
あ

っ
て
は
、
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
八
識
を
も
包
み
ゆ

く
宇
宙
生
命
そ
れ
自
体

─
第
九
識
と
い
わ
れ
る
﹃
根
本

浄
識
﹄
を
触
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
気
に
善
悪
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
極
善
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
て
い
く
方
法
を

教
え
た
の
が
法
華
経
で
す
。
寿
量
品
の
﹃
久
遠
の
仏
﹄
と
は
、

こ
の
無
始
無
終
の
根
本
浄
識
の
人
格
的
表
現
と
も
い
え
る

で
し
ょ
う
。
こ
の
根
本
浄
識
を
触
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

個
人
の
善
悪
の
業
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
す
べ
て
価
値
創
造

へ
向
か
う
。
さ
ら
に
は
民
族
心
︵
民
族
意
識
︶、
人
類
心
︵
人

類
意
識
︶
を
も
、
慈
悲
と
智
慧
の
生
命
流
に
浸
し
て
い
け
る

の
で
す
﹂︵﹃
法
華
経
の
智
慧け﹄︶

仏
教
で
は
、
い
か
な
る
修
行
法
を
と
る
に
し
て
も
、﹁
阿
頼
耶

識
﹂
の
善
業
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
強
化
、
増
幅
さ
せ
、
慈
悲
や

縁
起
の
智
慧
な
ど
の
善
心
を
個
の
生
命
か
ら
、
民
族
、
国
家
、

人
類
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
と
あ
ふ
れ
さ
せ
る
こ
と
を

目
標
と
す
る
の
で
あ
る
。

〔
Ⅲ
〕「
転
識
得
智
」
に
よ
る
生
命
変
革

　
　

─
積
極
的
平
和
の
た
め
に

　

個
人
の
生
命
の
な
か
に
、
善
業
、
善
心
が
横
溢
す
る
に
つ
れ

て
、
生
命
は
ど
の
よ
う
に
変
革
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
唯
識

学
派
で
説
か
れ
、
天
台
、
日
蓮
仏
教
で
も
活
用
さ
れ
る
﹁
転
識

得
智
﹂
の
法
理
を
通
し
て
、
変
革
し
ゆ
く
生
命
の
様
相
を
示
し

た
い
の
で
あ
る
。
仏
教
心
理
学
の
実
践
的
特
徴
は
﹁
転
識
得
智
﹂

を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
り
、
西
洋
心
理
学
に
比
し
て
の
仏
教
の
特

徴
で
あ
る
。

　

日
蓮
は
天
台
に
も
と
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
﹁
問
う
一
家
に
は
五
智
を
立
つ
る
や
、
答
う
既
に
九
識
を
立
つ

故
に
五
智
を
立
つ
べ
し
、
前
の
五
識
は
成
所
作
智
・
第
六
識
は
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妙
観
察
智
・
第
七
識
は
平
等
性
智
・
第
八
識
は
大
円
鏡
智
・
第

九
識
は
法
界
体
性
智
な
り
﹂︵﹁
十
八
円
満
抄こ﹂︶

　

第
九
識
の
﹁
阿
摩
羅
識
﹂
は
、
宇
宙
根
源
の
法
に
そ
な
わ
る

智
慧
で
あ
り
、﹁
法
界
体
性
智
﹂
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙
生
命
に
み

な
ぎ
る
智

─
仏
性
を
顕
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、﹁
内
な
る
コ
ス

モ
ス
﹂
の
全
体
の
転
換
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
実
践
と
し
て
、
菩
薩
道
を
含
む
、
仏
教
各
派
の
修
業
、
実

践
法
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
菩
薩
道
の
実
践
に
よ
っ
て
、

﹁
阿
頼
耶
識
﹂
に
善
業
が
刻
印
さ
れ
て
い
き
、
多
く
、
強
く
な
る

に
つ
れ
て
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
が
変
革
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
輝
く
智
慧
が
﹁
大
円
鏡
智
﹂
で
あ
る
。﹁
大
円
鏡
智
﹂
と
は
、

大
い
な
る
円
鏡
に
、
万
物
の
現
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
映
し
出
す

智
慧
で
あ
る
。
こ
の
智
慧
は
、
縁
起
の
智
慧
で
あ
る
。
縁
起
の

智
慧
は
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
無
限
の
連
鎖
を
織
り
な
す

万
物
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
﹁
大
円
鏡
智
﹂
に
浮
か
べ
る
の
で

あ
る
。﹁
法
界
体
性
智
﹂
と
し
て
の
宇
宙
生
命
と
一
体
と
な
り
、

万
物
と
縁
起
し
な
が
ら
流
転
し
ゆ
く
﹁
大
円
鏡
智
﹂
に
照
ら
さ

れ
て
、﹁
末
那
識
﹂
も
ま
た
﹁
平
等
性
智
﹂
と
転
換
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
智
慧
は
、﹁
大
円
鏡
智
﹂
と
し
て
照
ら
し
出
さ
れ
た
﹁
阿

頼
耶
識
﹂
を
﹁
実
体
﹂
視
し
て
執
着
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら

の
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
も
含
め
て
、
万
物
を
宇
宙
の
創
造
的
進
化
を

織
り
な
し
ゆ
く
平
等
な
る
存
在
と
し
て
覚
知
す
る
の
で
あ
る
。

﹁
阿
頼
耶
識
﹂
の
﹁
実
体
﹂
視
が
な
く
な
れ
ば
、
死
へ
の
不
安
、

恐
怖
も
消
え
て
い
く
。
あ
り
の
ま
ま
の
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
は
、
す

べ
て
の
存
在
の
﹁
生
と
死
﹂
の
基
盤
で
あ
る
宇
宙
生
命
に
包
括

さ
れ
て
、
生
と
死
を
織
り
な
し
ゆ
く
生
命
根
源
流
で
あ
る
こ
と

を
深
層
次
元
か
ら
了
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
﹁
末
那
識
﹂
は
﹁
平
等
性
智
﹂
へ
と
転
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

﹁
我
痴
﹂︵
無
明
︶
を
克
服
し
、﹁
我
見
﹂﹁
我
慢
﹂﹁
我
愛
﹂
の
四

煩
悩
に
よ
る
汚
染
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
る
。﹁
平
等
性
智
﹂

は
、
信
︵
相
互
信
頼
︶
や
不
害
︵
非
暴
力
性
︶、
欲
望
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
︵
不
貪
︶
を
可
能
に
し
、
こ
こ
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
善
心
と
と
も

に
慈
悲
の
働
き
が
発
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

深
層
心
理
の
変
革
は
、﹁
意
識
と
五
識
﹂
の
次
元
に
も
及
び
、

そ
れ
ぞ
れ
﹁
妙
観
察
智
﹂
と
﹁
成
所
作
智
﹂
と
し
て
輝
き
出
す

の
で
あ
る
。
意
識
次
元
の
﹁
妙
観
察
智
﹂
は
、
三
毒
や
悪
見
の

働
き
を
打
ち
破
り
つ
つ
、
万
物
を
煩
悩
に
よ
っ
て
分
離
・
分
断
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し
、﹁
差
別
﹂
す
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
存
在
の
相
関
性
を

洞
察
し
、
善
心
で
融
合
し
よ
う
と
す
る
具
体
的
な
智
慧
と
な
っ

て
現
れ
る
の
で
あ
る
。﹁
成
所
作
智
﹂
は
、
五
感
を
自
由
に
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
、
自
他
の
幸
福
の
た
め
に
な
す
べ
き
こ
と
を
成
し

遂
げ
る
智
慧
と
な
っ
て
働
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
﹁
阿
頼
耶

識
﹂﹁
末
那
識
﹂
の
深
層
次
元
を
含
め
、﹁
意
識
と
五
識
﹂
ま
で

の
全
人
格
的
な
変
革
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、こ
の
よ
う
な
自
己
の
生
命
変
革

─
﹁
転
識
得
智
﹂

が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
他
者
の
生
命
変
革
へ
と
連
動
し
て
い
く

の
か
。﹁
阿
頼
耶
識
﹂
の
な
か
の
業
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
て
い

き
た
い
。

　

菩
薩
の
実
践
は
、
善
業
を
作
り
出
し
て
い
く
。
と
く
に
、
仏

教
で
は
、﹁
意
識
﹂
で
決
意
し
た
慈
悲
の
行
為
が
、
強
い
善
業
を

﹁
阿
頼
耶
識
﹂
に
刻
印
す
る
と
い
う
。﹁
阿
頼
耶
識
﹂
の
領
域
で
は
、

他
者
と
つ
な
が
り
、
相
互
に
交
流
し
て
い
る
。
そ
の
場
面
に
お

い
て
は
、
他
者
と
の
共
通
性
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
仏
教
で
は
、
業
を
﹁
不
共
業
﹂
と
﹁
共

業
﹂
に
分
類
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
人
の
行
為
︵
業
︶
は
、
一

面
で
は
独
自
の
性
質
を
も
つ
と
と
も
に
、
他
者
の
行
為
︵
業
︶
と

の
共
通
性
も
も
っ
て
い
る
。
前
者
を
﹁
不
共
業
﹂
と
し
、
後
者

を
﹁
共
業
﹂
と
呼
ん
で
い
る
。
善
悪
の
分
類
を
あ
わ
せ
れ
ば
、

善
の
不
共
業
、
悪
の
不
共
業
、
善
の
共
業
、
悪
の
共
業
と
な
る
。

　
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
の
領
域
で
は
、
親
子
、
夫
婦
、
友
人
、
地
域
の

人
々
、
ま
た
民
族
と
し
て
の
共
通
の
経
験
が
﹁
業
﹂
と
な
っ
て

刻
印
さ
れ
る
。
こ
の
﹁
共
業
﹂
が
相
依
相
資
し
な
が
ら
流
転
し

ゆ
く
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
を
結
び
、
深
層
の
交
流
を
成
立
さ
せ
て
い

く
の
で
あ
る
。

　

一
人
の
善
業
は
、
善
の
﹁
共
業
﹂
と
し
て
、
他
者
と
の
共
通

性
を
通
じ
て
融
合
し
、
次
第
に
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
、
一
人
の
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
が
﹁
大
円
鏡
智
﹂
に
転
ず
る
と
、

善
の
共
業
が
、
他
の
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
﹁
阿
頼
耶
識
﹂
の
善
業
に
よ
る
変
革
の
連

鎖
は
、
自
己
の
﹁
内
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
に
お
い
て
は
、
善
心
と

な
っ
て
顕
在
化
し
、
前
七
識
を
そ
れ
ぞ
れ
﹁
平
等
性
智
﹂﹁
妙
観

察
智
﹂﹁
成
所
作
智
﹂
へ
と
変
転
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
家
族
間
の
﹁
共
業
﹂、
民
族
や
人
類
の
﹁
共
業
﹂、

異
文
化
間
の
﹁
共
業
﹂
が
、
煩
悩
を
生
み
出
す
悪
業
か
ら
、
次

第
に
善
心
を
生
み
出
す
善
業
へ
と
変
革
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
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家
族
、
民
族
、
人
種
、
各
文
化
、
文
明
の
な
か
に
﹁
四
智
﹂
が

輝
き
出
す
の
で
あ
る
。
民
族
や
人
種
、
文
化
の
深
層
次
元
に
充

満
し
て
い
る
集
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム

─
そ
の
深
層
に
は
﹁
阿
頼
耶

識
﹂
次
元
の
万
物
の
実
相
へ
の
無
知
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
﹁
末

那
識
﹂
次
元
で
の
悪
見
︵
差
別
・
偏
見
︶、
貪
欲
、
慢
心
や
意
識
次

元
で
の
三
毒
が
噴
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
集
団
に

巣
食
う
煩
悩
や
悪
業
が
、
民
族
、
人
種
、
文
化
、
文
明
間
の
紛
争
、

戦
争
、
人
権
抑
圧
、
搾
取
等
の
生
命
基
盤
と
な
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。

　

民
族
や
人
種
の
集
団
次
元
で
の
﹁
大
円
鏡
智
﹂
が
輝
き
出
す

と
、
他
の
民
衆
や
人
種
と
の
間
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
﹁
共
業
﹂

と
﹁
不
共
業
﹂
が
善
悪
と
も
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
集
団
に
善
業
が
力
を
増
す
に
つ
れ
て
、
善
心
が
強
化
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
︵
不
共
業
︶
を
保
ち
な
が
ら
、
他
の
集

団
と
の
共
通
性
︵
共
業
︶
を
通
し
て
の
、
善
の
﹁
連
帯
﹂
へ
の
働

き
が
強
ま
る
の
で
あ
る
。﹁
平
等
性
智
﹂
は
、
他
の
人
々
や
集
団

へ
の
﹁
差
別
意
識
﹂
の
克
服
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の
独

自
性
、
創
造
性
を
深
め
あ
い
、
学
び
あ
お
う
と
す
る
寛
容
、
調

和
の
智
慧
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
と
の
協
調
、
調
和
へ
の
具

体
化
の
た
め
に
﹁
妙
観
察
智
﹂
や
﹁
成
所
作
智
﹂
が
発
現
す
る

の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
日
蓮
は
、
万
物
の
調
和
、
独
自
性
の
相
互
尊
敬

の
あ
り
方
を
﹁
桜
梅
桃
李さ
﹂
と
表
現
し
て
い
る
。
各
文
化
、
文

明
へ
の
信
頼
、
寛
容
に
も
と
づ
く
﹁
多
様
性
﹂
へ
の
尊
敬
と
共
生
、

連
帯
へ
の
表
明
で
あ
る
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
運
動
は
、
現
代
に
お
け
る
菩
薩
道
で
あ
る
。
菩
薩
の

修
業
に
よ
っ
て
、
自
己
の
﹁
内
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
を
変
革
す
る

と
と
も
に
、
他
者
の
生
命
変
革
へ
の
道
を
指
し
示
す
運
動
で
あ

る
。
各
人
の
﹁
内
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂
の
変
革
を
基
盤
に
し
つ
つ
、

家
族
、
民
族
、
文
化
、
文
明
、
人
類
心
に
お
け
る
﹁
四
智
﹂
の

発
現
に
よ
っ
て
、
悪
業
、
悪
心
に
よ
る
戦
争
、
紛
争
、
差
別
、

人
権
抑
圧
、
自
然
生
態
系
の
破
壊
、
そ
し
て
人
間
精
神
の
衰
弱

と
破
壊
を
、
宇
宙
根
源
の
法
に
つ
な
が
る
深
層
領
域
か
ら
転
換

し
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
。
仏
教
の
菩
薩
道
は
、
漸
進
的
で

は
あ
る
が
、
個
人
か
ら
人
類
に
ま
で
及
ぶ
、
き
わ
め
て
根
源
的

な
変
革
の
方
法
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
仏
教
の
平
和
へ
の
関
わ
り
は
、
直
接
的
暴
力
を

防
ぐ
の
み
な
ら
ず
、
構
造
的
暴
力

─
す
な
わ
ち
、
貧
富
の
格
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差
、
極
度
の
貧
困
、
飢
餓
、
各
種
の
差
別
、
人
権
抑
圧
、
自
然

生
態
系
の
破
壊

─
を
も
克
服
す
る
た
め
の
﹁
内
な
る
コ
ス
モ

ス
﹂
か
ら
の
変
革
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
直
接
的
暴
力
と
し
て
の
戦
争
が
な
い
と
い
う
﹁
消

極
的
平
和
﹂
を
超
え
て
、
社
会
、
民
族
、
国
家
等
に
内
在
す
る

構
造
的
暴
力
の
不
在
状
況
を
示
す
﹁
積
極
的
平
和
﹂
の
創
出
を

め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
仏
教
の
菩
薩
道
は
、﹁
内
な
る
コ
ス
モ
ス
﹂

を
﹁
四
智
﹂
に
輝
か
す
＂
善
の
連
帯
＂
を
広
げ
る
運
動
で
あ
り
、

生
命
次
元
の
潮
流
を
源
泉
と
し
な
が
ら
、
政
治
、
社
会
、
文
化
、

文
明
の
仕
組
み
そ
れ
自
体
を
も
変
革
し
て
い
こ
う
と
す
る
根
源

的
平
和
論
な
の
で
あ
る
。
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