
273

「東洋学術研究」第52巻第１号

ジャイナ教の不殺生の原則とエコロジー

ジ
ャ
イ
ナ
教
の
不
殺
生
の
原
則
と
エ
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ロ
ジ
ー
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健
一　

訳

　

 

※
本
稿
は
２
０
１
２
年
11
月
30
日
、
東
洋
哲
学
研
究
所
で
行
わ
れ

た
セ
ミ
ナ
ー
で
の
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

一
、
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
エ
コ
シ
ス
テ
ム
と
人
類

　

現
在
の
世
界
周
期
に
お
け
る
最
初
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
テ
ィ
ー

ル
タ
ン
カ
ラ
︵
勝
利
者
、
ま
た
は
開
道
者
︶
で
あ
る
リ
シ
ャ
バ
デ
ー

ヴ
ァ
尊
者
は
数
千
年
前
に
生
ま
れ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
ジ

ャ
イ
ナ
教
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
不
殺
生
︵
ア
ヒ
ン
サ
ー
︶
は
、

そ
の
時
以
来
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
最
高
潮
に

達
し
た
の
は
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
ガ
ン
ジ
ー
︵
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
︶

の
登
場
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
彼
は
不
殺
生
を
武
器
と
し
て
使
い

こ
な
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
﹁
イク

ィ
ッ
ト
・
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
ド
か
ら
去
れ
﹂
と
迫
り
、
イ

ン
ド
を
完
全
に
解
放
し
た
の
で
あ
る
。

　

地
球
と
い
う
惑
星
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
は
崩
壊
し
つ
つ
あ
り
、

急
速
に
環
境
は
悪
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
全
世
界
の
心
あ

る
市
民
は
、
近
年
、
ふ
た
た
び
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
非
暴
力
の
伝
統

と
不
殺
生
の
原
則
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
私
は
、
以
下
の
文

で
、
生
命
の
死
滅
を
迫
る
現
在
の
危
機
に
対
応
す
る
形
で
ジ
ャ
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イ
ナ
教
の
不
殺
生
の
原
則
を
規
定
し
、
分
析
し
、
そ
れ
を
明
確

に
し
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
自
然
に
対
す
る
人
間

の
邪
悪
な
態
度
と
残
酷
さ
、
そ
れ
に
人
間
の
無
制
限
な
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
て
い
る
、
危
機
的
な
状
況
に
つ

い
て
、
私
が
ど
う
感
じ
、
ど
の
よ
う
な
検
討
を
加
え
て
い
る
か
、

述
べ
て
お
く
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
こ
の
人
間
の
邪
悪
さ
や
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
は
、こ
の
惑
星
の
全
資
源
を
独
占
し
、
富
を
蓄
積
し
、

自
分
の
生
活
を
最
も
快
適
に
す
る
た
め
、
そ
れ
を
用
い
る
と
い

う
、
全
く
の
尊
大
さ
・
醜
い
自
己
顕
示
欲
に
根
ざ
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
人
間
の
傾
向
性
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
な
か
っ
た
科
学

的
・
工
業
的
・
技
術
的
進
歩
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
は
少
数

の
人
間
に
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
形
態

を
維
持
し
て
い
る
自
然
の
破
壊
に
引
き
続
き
、
数
十
億
も
の
人
々

を
飢
餓
線
上
に
追
い
や
り
、
み
じ
め
な
状
況
に
追
い
込
ん
だ
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
人
類
の
生
存
に
と
っ
て
死
活
的
に

重
要
な
多
く
の
生
物
種
の
絶
滅
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
惑
星
上
の
、
生
物
学
的
に
多
様
な
生
命
形
態
は
、
絶
滅

の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
生
命
形
態
は
、
相
互

に
依
存
し
て
お
り
、
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
の

系
譜
に
お
け
る
第
二
四
代
の
テ
ィ
ー
ル
タ
ン
カ
ラ
で
あ
る
マ

ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
尊
師
は
、
二
千
五
百
年
前
に
＂parasparograho 

jī vā nā m

＂
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
﹁
全
て
の
生
命
は
、
相
互

の
協
働
と
支
援
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
し
か
し
、
万
物
の
霊
長
で
あ
る
人
間
は
、
一
線
を

超
え
て
し
ま
い
、
動
物
や
鳥
類
・
森
林
・
山
岳
・
河
流
と
い
っ

た
も
の
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

同
じ
よ
う
な
技
術
的
段
階
の
中
で
進
化
し
て
き
た
諸
文
明
は
、

福
利
の
向
上
を
目
指
し
て
い
る
。
文
明
は
、
し
ば
し
ば
、
幻
想

的
な
力
の
感
覚
を
も
た
ら
し
、
自
然
か
ら
の
分
離
を
引
き
起
こ

す
。
そ
し
て
、
持
続
的
な
実
践
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
基

本
的
な
価
値
を
浸
食
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
人
間

の
文
化
の
最
古
の
形
態
は
今
も
我
々
の
身
近
に
あ
る
。
た
と
え

ば
、
遊
牧
民
や
農
民
は
、
近
代
生
活
を
送
る
巨
大
都
市
の
傍
ら

で
、
生
き
延
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
巨
大
文
明
が
失
敗
を
繰
り

返
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
単
純
な
技
術
は
生
き
残

っ
て
い
る
。
戦
争
や
飢
餓
・
環
境
破
壊
が
襲
っ
て
き
た
時
に
な

っ
て
は
じ
め
て

0

0

0

0

、
私
た
ち
は
あ
ま
り
に
遅
ま
き
な
が
ら
、
自
分

た
ち
が
自
然
と
平
和
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
エ
コ
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ロ
ジ
ー
が
命
じ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
有
名
な

科
学
者
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
は
、
地
球
と
い
う

惑
星
が
深
く
病
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
、
地
球
上
の

生
物
は
、
相
互
依
存
的
な
生
物
種
と
過
去
の
生
物
の
痕
跡
が
織

り
な
す
網
状
組
織
の
た
だ
中
で
生
き
て
い
る
単
一
の
自
律
的
な

有
機
体
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
自
然
を
征
服
し
よ
う
と
し

て
も
、
私
た
ち
自
身
を
打
ち
負
か
す
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。

こ
の
真
理
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
こ
の
惑
星
の
上
で
生
き
残
る

た
め
に
は
基
本
と
な
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
は
、
こ

の
自
律
的
な
有
機
体
と
い
う
存
在
を
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
大
地

の
女
神
の
名
を
借
り
て
、﹁
ガ
イ
ア
﹂
と
名
付
け
た
。
も
う
一
人
、

現
代
の
有
名
な
科
学
者
を
引
き
合
い
に
出
せ
ば
、
フ
リ
ッ
チ
ョ

フ
・
カ
プ
ラ
は
、
著
書
﹃
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
﹄
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
西
洋
文
明
は
過
去
の
ど
ん
な
文
化
、
ど
ん
な
文

明
よ
り
も
環
境
に
手
を
加
え
て
き
た
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は

生
物
学
的
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
基
盤
と
す
っ
か
り
手
を
切
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
分
離
は
、
知
力
、
科
学

的
知
識
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
と
、
知
慧
、
精
神
性
、

倫
理
の
間
の
驚
く
べ
き
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
は
っ
き
り
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。︵
吉
福
他
訳あ︶

　

今
日
の
私
た
ち
を
と
ら
え
る
生
態
学
的
な
環
境
危
機
は
、
我
々

が
自
ら
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
日
々
の
振
舞
い

の
中
で
、
不
殺
生
の
原
則
を
無
視
し
て
い
る
。
人
間
と
人
間
以

外
の
も
の
が
結
ぶ
関
係
の
網
状
組
織
が
壊
れ
た
の
は
、
人
間
以

外
の
も
の
に
対
す
る
我
々
の
振
舞
い
が
あ
ま
り
に
も
暴
力
的
で

あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

不
殺
生
と
い
う
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
原
則
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な

倫
理
で
あ
る
。
他
の
四
つ
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
原
則
、
す
な
わ
ち
、

盗
ま
な
い
、
真
実
を
語
る
、
無
所
有
︵
ア
パ
リ
グ
ラ
ハ
︶、
性
的
禁

欲
︵
梵
行
、
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
ー
︶
も
等
し
く
重
要
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
多
か
れ
少
な
か
れ
専
ら
不
殺
生
の
原
則
だ
け
を
強
化

す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

不
殺
生
は
、
人
間
の
文
明
・
文
化
の
発
展
の
極
点
で
あ
る
。

暴
力
︵
ヒ
ン
サ
ー
︶
は
、
人
間
生
活
に
分
離
不
可
能
な
ほ
ど
絡
み

つ
い
て
い
る
が
、
人
間
生
活
の
発
展
の
一
部
と
は
考
え
ら
れ
て
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い
な
い
。
二
回
に
わ
た
る
原
子
爆
弾
に
よ
る
大
量
虐
殺
の
後
、

現
在
で
は
、
人
類
が
生
き
残
る
た
め
に
不
殺
生
が
重
要
で
あ
る

と
悟
る
世
界
の
人
は
ま
す
ま
す
増
え
て
い
る
。
原
子
爆
弾
は
、

20
世
紀
の
四
十
年
代
に
二
十
万
人い
の
生
命
を
奪
い
、
こ
の
地
球

の
い
た
る
と
こ
ろ
を
点
々
と
お
お
っ
て
い
る
民
族
的
・
宗
教

的
・
政
治
的
な
戦
争
・
紛
争
と
い
う
形
態
の
暴
力
の
、
未
曽
有

の
高
ま
り
で
あ
っ
た
。
人
類
は
、
駆
け
足
で
、
混
沌
と
無
政
府

状
態
に
陥
る
よ
う
に
見
え
る
災
厄
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。

二
、
暴
力
の
定
義
と
そ
の
原
因

　

暴
力
の
原
因
を
分
析
す
る
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
私
た
ち
が
﹁
暴

力
﹂
と
い
う
言
葉
で
意
味
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
理
解
し
て

み
た
い
。
普
遍
的
に
暴
力
の
形
態
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
物

理
的
暴
力
の
様
々
な
例
は
、
説
明
す
る
に
及
ば
な
い
。
と
い
う

の
も
、
そ
う
し
た
例
は
、
暴
力
の
一
つ
の
面
を
描
き
出
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
著
名
な
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
学
者
で

あ
る
ウ
マ
ー
ス
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
は
、﹃
真
理
証
得
経
﹄
の
中
で
、
次

の
よ
う
に
暴
力
を
定
義
し
て
い
る
。

情
欲
に
か
ら
れ
て
命
を
奪
う
こ
と
が
暴
力
︵
ヒ
ン
サ
ー
︶
で

あ
るう
。

　

情
欲
と
い
う
中
に
は
、
怒
り
・
高
慢
・
欺
瞞
と
い
っ
た
強
力

な
情
念
が
含
ま
れ
る
。
情
欲
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
生
命
に
危
害

を
加
え
る
こ
と
が
暴
力
で
あ
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
も
し
熟
慮
し
た
意
図
な
し
で
危
害
を
加
え
た
場
合
、
そ
れ

は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
悪
行
と
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ

れ
は
執
着
や
憎
悪
と
い
っ
た
感
情
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
社
会
的
存
在
と
し
て
、
私
た
ち
は
そ
の
全
体
性
に
お

い
て
暴
力
を
免
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
故
、
ジ
ャ
イ

ナ
教
の
聖
典
は
、
在
家
信
者
︵
シ
ュ
ラ
ー
ヴ
ァ
カ
︶
に
対
し
、
少

な
く
と
も
不
必
要
な
暴
力
を
避
け
、
ア
ヌ
ヴ
ラ
タ
︵
基
本
的
な
誓

い
、
小
誓
戒
︶
を
守
る
よ
う
勧
め
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
今
日
の

社
会
で
見
る
暴
力
行
為
は
、
憎
悪
・
所
有
欲
・
嫉
妬
・
肉
欲
と

い
っ
た
濃
密
な
感
情
か
ら
生
じ
て
い
る
。
暴
力
は
最
初
に
思
考

の
中
に
生
じ
、
口
頭
に
、
つ
ま
り
言
葉
と
し
て
、
溢
れ
だ
す
。

激
情
が
制
御
で
き
な
い
ま
ま
高
ま
る
時
、
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
物

理
的
暴
力
に
進
ん
で
い
く
。
こ
こ
で
、
そ
れ
が
水
や
空
気
・
植
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物
・
野
菜
の
野
放
図
な
使
用
で
あ
ろ
う
と
、
人
間
の
無
制
限
な

貪
欲
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
森
林
の
無
制
限
な
破
壊
で
あ
ろ
う

と
、
そ
の
源
は
人
間
の
心
で
あ
る
。
人
類
に
迫
る
暴
力
の
潮
流

を
深
く
懸
念
し
て
い
た
、
前
国
連
事
務
次
長
で
あ
り
コ
ス
タ
リ

カ
平
和
大
学
の
名
誉
総
長
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
、

今
日
の
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
暴
力
、
す
な
わ
ち
物

理
的
暴
力
、
言
論
の
暴
力
、
視
覚
的
暴
力
、
心
理
的
暴
力
と
い

っ
た
も
の
に
対
処
す
る
た
め
、
国
連
は
世
界
首
脳
か
ら
成
る
委

員
会
を
任
命
す
べ
き
だ
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
対

処
す
べ
き
も
の
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
子
ど
も
に
対
す
る
暴
力
、
家
族
間
の
暴
力
、
共
同
体
の

中
の
暴
力
、
街
角
で
の
暴
力
、
宗
教
間
の
暴
力
、
国
際
関
係
で

の
暴
力
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
集
団
の
間
の
暴
力
、
さ
ら
に
は
、

我
々
の
兄
弟
姉
妹
で
あ
る
動
物
へ
の
暴
力
、
今
こ
の
瞬
間
に
世

界
に
は
び
こ
る
暴
力
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
白
衣
派
ジ
ャ
イ

ナ
教
の
テ
ー
ラ
パ
ン
テ
ィ
ー
派
の
教
主
で
あ
る
故
ア
ー
チ
ャ
ー

リ
ヤ
・
マ
ハ
ー
プ
ラ
ギ
ャ
猊
下
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

暴
力
と
非
暴
力
は
ど
ち
ら
も
我
々
に
内
在
し
て
い
る
。
我
々

の
心
は
同
時
に
二
つ
の
仕
方
で
働
い
て
い
る
。
一
方
は
、

怒
り
を
命
じ
る
。
他
方
は
、
忍
耐
を
勧
め
、
怒
り
に
待
っ

た
を
か
け
る
。
煽
動
的
傾
向
と
抑
制
的
傾
向
の
両
方
が
存

在
す
る
。
善
と
悪
が
ど
ち
ら
も
我
々
の
中
に
実
在
す
る
。

真
の
問
題
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
二
つ
の
う
ち

の
ど
ち
ら
を
発
展
さ
せ
る
べ
き
な
の
か
。
我
々
は
ど
ち
ら

を
目
覚
め
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
ど
ち
ら
を
眠
り
に
就
か

せ
る
べ
き
な
の
か
。

　

彼
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。＂
社
会
に
蔓
延
す
る

暴
力
は
、
精
神
的
な
非
暴
力
を
発
展
さ
せ
な
い
限
り
、
終
わ
ら

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
非
暴
力
は
、
全
て
の
魂
、

す
な
わ
ち
こ
の
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
の
魂
が
単
一
で
あ

り
平
等
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
＂
と
。

三
、
諸
信
仰
に
お
け
る
不
殺
生
（
非
暴
力
）

　

全
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
伝
統
は
、
我
々
が
生
き
延
び
る

基
盤
と
な
り
う
る
の
は
不
殺
生
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
合

意
し
て
い
る
。
仏
典
で
あ
る
﹃
ダ
ン
マ
パ
ダ
︵
法
句
経
︶﹄
の
中
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に
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。﹁
生
き
も
の
を
殺
す
こ
と

な
く
、
つ
ね
に
身
を
つ
つ
し
ん
で
い
る
聖
者
は
、
不
死
の
境く

地に

に
お
も
む
く
。
そ
こ
に
至
れ
ば
、
憂
え
る
こ
と
が
な
い
﹂︵
中
村

元
訳え︶。
ヴ
ェ
ー
ダ
の
文
化
は
、
行
動
と
享
楽
の
生
活
で
始
ま
り
、

禁
欲
と
克
己
の
生
活
へ
と
進
展
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
出
家

修
行
者
︵
沙
門
︶
の
文
化
は
当
初
か
ら
克
己
を
起
源
と
し
て
い
る
。

模
範
的
人
間
で
あ
り
人
類
の
父
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
有
名
な

人
物
マ
ヌ
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
﹃
マ
ヌ
法
典
﹄
で
は
、
善
い
生

活
を
送
る
た
め
に
完
全
な
非
暴
力
の
原
則
を
表
明
す
る
多
く
の

詩
節
を
目
に
す
る
。
あ
る
箇
所
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。﹁
感
官
を
制
御
し
、
愛
憎
を
消
滅
さ
せ
、
生
き
物
に
危

害
を
加
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
不
死
に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
﹂︵
渡

瀬
信
之
訳お︶。

　

そ
れ
故
、
ヴ
ェ
ー
ダ
や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
文
化
で
あ
っ
て

も
、
我
々
の
生
活
に
お
け
る
不
殺
生
の
遵
守
を
強
調
し
て
い
る
。

﹃
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
﹄
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。﹁
不
殺
生

︵ahiṃ
sā

︶
は
一
切
を
備
え
た
法
で
あ
る
。
ま
た
、
殺
生
は
善
い

法
で
は
な
い
﹂︵
中
村
了
昭
訳か︶。

　

ペ
ル
シ
ア
の
聖
典
で
あ
る
﹃
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
﹄
で
は
、
人
間

に
三
種
類
の
義
務
を
課
し
て
い
る
。

︵
一
︶
敵
を
友
人
に
転
じ
る

︵
二
︶
邪
悪
な
人
を
正
し
い
人
に
変
え
る

︵
三
︶
無
知
な
人
を
聡
明
で
博
学
な
人
に
変
え
る

　

敵
を
友
人
の
よ
う
に
遇
す
る
こ
と
は
、
全
面
的
に
不
殺
生
の

原
則
に
基
づ
い
て
い
る
。﹃
旧
約
聖
書
﹄
の
中
に
見
出
さ
れ
る
の

は
、
唯
一
神
と
隣
人
に
対
し
て
人
間
が
果
た
す
べ
き
義
務
の
理

想
を
表
し
た
十
戒
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
モ
ー
ゼ
は
イ
ス

ラ
エ
ル
人
た
ち
を
組
織
し
て
一
つ
の
民
族
へ
と
ま
と
め
上
げ
、

ユ
ダ
ヤ
宗
教
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
模
範
と
そ
の
教
え
と
と

も
に
、
十
戒
を
彼
ら
の
道
徳
の
基
礎
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。

第
六
戒
は
、﹁
殺
し
て
は
な
ら
な
い
﹂︵
新
共
同
訳
︶
で
あ
る
。
こ

の
掟
で
は
、
同
時
に
姦
淫
・
盗
み
・
色
欲
も
禁
じ
て
い
る
。

　

イ
エ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

あ
な
た
が
た
も
聞
い
て
い
る
と
お
り
、﹃
目
に
は
目
を
、
歯
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に
は
歯
を
﹄
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は

言
っ
て
お
く
。
悪
人
に
手
向
か
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
れ

か
が
あ
な
た
の
右
の
頬
を
打
つ
な
ら
、
左
の
頬
を
も
向
け

な
さ
い
。
あ
な
た
を
訴
え
て
下
着
を
取
ろ
う
と
す
る
者
に

は
、
上
着
を
も
取
ら
せ
な
さ
い
。︵
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
・

三
八
～
四
〇
。
新
共
同
訳
︶

　

イ
エ
ス
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

敵
を
愛
し
、
自
分
を
迫
害
す
る
者
の
た
め
に
祈
り
な
さ
い
。

あ
な
た
が
た
の
天
の
父
の
子
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
父
は

悪
人
に
も
善
人
に
も
太
陽
を
昇
ら
せ
、
正
し
い
者
に
も
正

し
く
な
い
者
に
も
雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
を
愛
し
た
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た

が
た
に
ど
ん
な
報
い
が
あ
ろ
う
か
。︵
同
上
五
・
四
四
～
四
六
。

新
共
同
訳
︶

　

キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
で
は
、
愛
は
唯
一
神
の
同
義
語
で
あ
り
、

我
々
が
不
殺
生
と
呼
ぶ
も
の
の
同
義
語
で
あ
る
。
非
暴
力
の
思

想
は
、
様
々
な
伝
承
文
化
に
お
い
て
、
実
践
形
態
を
異
に
し
て

い
る
。
或
る
者
は
極
端
に
入
念
で
あ
り
、
他
の
者
は
中
道
を
行

く
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
日
々
の
問
題
を
解
決
し
、
平
等
・
友

愛
・
慈
愛
そ
れ
に
人
格
の
高
潔
さ
を
心
が
け
て
い
る
点
は
変
わ

ら
な
い
。
非
暴
力
に
関
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
見
解
は
、
人
間
の

弱
さ
を
考
え
抜
い
て
い
る
点
で
、
他
と
異
な
る
。﹃
聖
ク
ル
ア
ー

ン
︵
コ
ー
ラ
ン
︶﹄
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
ら
︵
ア
ッ
ラ
ー
自
称
︶
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
ら
に
た
い
し

て
明
文
の
法
規
を
定
め
、
人
を
殺
し
た
と
か
、
あ
る
い
は

地
上
で
何
か
悪
事
を
な
し
た
と
か
い
う
理
由
も
な
い
の
に

他
人
を
殺
害
す
る
者
は
、
全
人
類
を
一
度
に
殺
し
た
の
と

同
等
に
見
な
さ
れ
、
反
対
に
誰
か
他
人
の
生
命
を
一
つ
で

も
救
っ
た
者
は
あ
た
か
も
全
人
類
を
一
度
に
救
っ
た
の
と

同
等
に
見
な
さ
れ
る
、
と
し
た
。︵
五
・
三
五
。
井
筒
俊
彦
訳き︶

　

老
子
と
孔
子
の
教
え
は
、
生
活
に
お
け
る
禁
欲
と
克
己
を
強

調
し
て
い
る
。
老
子
は
、
弟
子
た
ち
に
、
暴
力
に
よ
る
傷
を
慈

愛
と
同
情
に
よ
っ
て
癒
や
す
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
孔
子
は
人
々



280

に
行
動
を
自
制
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
彼
は
語
っ
て
い
る
。

生
命
の
小
川
に
慈
愛
の
奔
流
を
生
じ
さ
せ
、
友
情
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
。

四
、
ガ
ン
ジ
ー
（
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
）
と
不
殺
生

　

不
殺
生
に
関
し
て
ガ
ン
ジ
ー
が
後
世
に
遺
し
た
も
の
は
、
世

界
に
深
い
影
響
を
生
み
出
し
た
。
彼
は
、
血
を
流
す
こ
と
な
く

イ
ン
ド
の
独
立
を
達
成
す
る
た
め
の
効
果
的
な
武
器
と
し
て
非

暴
力
を
用
い
た
こ
と
で
、
非
暴
力
の
計
り
知
れ
な
い
力
を
我
々

に
示
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
学
者
ラ
ー
イ
チ
ャ

ン
ド
バ
ー
イ
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ガ
ン
ジ
ー
は
記

し
て
い
る
。﹁
私
に
と
っ
て
、
真
理
の
宗
教
以
外
の
宗
教
は
な
く
、

不
殺
生
以
外
の
義
務
は
な
い
。
不
殺
生
は
私
に
と
っ
て
最
も
偉

大
な
宗
教
で
あ
る
。
私
は
、
自
分
自
身
の
経
験
の
結
果
と
し
て
、

確
信
を
も
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
真
理
の
完
璧
な
描
像

は
、
不
殺
生
を
完
全
に
実
現
し
た
後
に
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
﹂。

　

ガ
ン
ジ
ー
は
自
ら
の
生
活
の
中
で
不
殺
生
を
生
き
て
い
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、
暴
力
は
不
平
等
に
よ
っ
て
育
ま
れ
、
非
暴
力
は

平
等
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
。
私
は
彼
の
非
暴
力
の
思
想
を
明
確

に
す
る
た
め
に
再
び
彼
自
身
の
言
葉
を
引
こ
う
。

生
き
て
い
る
全
て
の
も
の
と
一
体
化
す
る
こ
と
は
、
自
己

浄
化
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
自
己
浄
化
な
し
に
は
、

不
殺
生
の
掟
を
守
る
こ
と
は
空
虚
な
夢
に
と
ど
ま
る
に
違

い
な
い
。
し
か
し
、
自
己
浄
化
の
道
は
困
難
で
険
し
い
。

完
全
な
清
浄
さ
を
獲
得
す
る
に
は
、
思
考
・
発
話
・
行
動

に
お
い
て
絶
対
的
に
激
情
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
愛
と
憎
悪
、
愛
着
と
嫌
悪
と
い
う
対
立
す
る
傾
向
性

を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
お
け
る
不
殺
生
の
原
則

　

ジ
ャ
イ
ナ
教
は
、
イ
ン
ド
の
宗
教
伝
統
の
中
で
最
も
古
い
も

の
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
最
も
古
い
、
非
ヴ
ェ
ー
ダ

的
な
思
想
学
派
で
も
あ
る
。﹁
ジ
ャ
イ
ナ
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
征

服
者
や
勝
利
者
を
意
味
す
る
﹁
ジ
ナ
﹂
に
由
来
す
る
。
禁
欲
・

懺
悔
・
修
行
に
よ
っ
て
悪
業
を
全
て
滅
し
、
不
殺
生
︵
非
暴
力
︶

の
誓
戒
を
完
全
に
守
る
人
、
す
な
わ
ち
、
言
葉
・
思
考
・
行
動
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に
お
い
て
襲
っ
て
く
る
、
い
か
な
る
挑
発
や
物
理
的
危
害
に
も

反
応
す
る
こ
と
の
な
い
人
は
、
ア
ル
ハ
ッ
ト
︵
阿
羅
漢
︶
と
な
る
。

ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
と
は
、
ジ
ナ
た
ち
、
す
な
わ
ち
二
十
四
人
の

テ
ィ
ー
ル
タ
ン
カ
ラ
を
信
奉
す
る
者
で
あ
る
。
最
初
の
テ
ィ
ー

ル
タ
ン
カ
ラ
は
リ
シ
ャ
バ
尊
師
で
あ
り
、
最
後
の
テ
ィ
ー
ル
タ

ン
カ
ラ
は
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
尊
師
︵
紀
元
前
五
〇
〇
年
︶
で
あ
る
。

非
暴
力
と
い
う
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
思
想
は
、
信
徒
た
ち
に
、
思
考
・

言
葉
・
行
動
に
お
い
て
暴
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
は
な
ら
な

い
と
命
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
が
平
等
で
あ

る
と
信
じ
て
お
り
、
平
静
な
心
の
状
態
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。

不
殺
生
は
、
平
静
な
心
の
状
態
か
ら
生
じ
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
の

伝
統
に
お
け
る
不
殺
生
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
生
物
に
対
す
る

配
慮
と
、
思
考
・
言
葉
・
行
い
に
お
い
て
暴
力
を
避
け
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
苦
行
者
は
、
自
ら
完
全
に
不
殺

生
を
実
践
す
る
。
彼
は
、
他
者
が
思
考
・
言
葉
・
行
い
に
お
い

て
暴
力
に
訴
え
る
こ
と
を
助
長
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
彼
自
身

が
思
考
・
言
葉
・
行
い
に
お
い
て
そ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
も
な

い
。﹃
ア
ー
チ
ャ
ー
ラ
ー
ン
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
︵
ア
ー
ヤ
ー
ラ
ン
ガ
・

ス
ッ
タ
︶﹄
で
は
、
不
殺
生
は
以
下
の
言
葉
で
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

私
利
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
有
害
な
行
動
は
、
邪
悪
と
暗

黒
に
到
る
。
こ
れ
が
、
束
縛
・
妄
想
・
死
・
地
獄
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
他
者
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
は
、

自
ら
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。﹁
汝
は
、
汝
が
殺
さ

ん
と
せ
る
彼
な
り
！　

汝
は
、
汝
が
虐
げ
ん
と
せ
る
彼
な

り
！
﹂。
我
々
が
他
者
を
損
な
お
う
と
す
る
や
否
や
、
我
々

は
自
分
自
身
を
損
な
う
の
で
あ
る
。
我
々
が
他
者
を
殺
そ

う
と
す
る
や
否
や
、
我
々
は
自
分
自
身
を
殺
す
の
で
あ
る
。

不
殺
生
は
、
個
人
の
内
面
的
覚
醒
か
ら
萌
え
出
づ
る
。
不

殺
生
は
同
時
に
多
く
の
こ
と
を
伝
え
る
。
一
方
、﹁
非
暴
力
﹂

は
単
に
物
理
的
暴
力
を
ふ
る
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す

に
過
ぎ
な
い
。

　

不
殺
生
と
い
う
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
原
則
を
正
し
い
見
方
の
も
と

で
理
解
す
る
た
め
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
概
念

に
つ
い
て
明
晰
な
理
解
を
持
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
ジ
ー
ヴ
ァ
︵
霊
魂
。
生
命
体
︶
と
ア
ジ
ー
ヴ
ァ
︵
非
霊
魂
。
非

生
命
体
︶、
ア
ー
ス
ラ
ヴ
ァ
︵
流
入
︶
と
バ
ン
ダ
︵
束
縛
︶、
サ
ン
ヴ

ァ
ラ
︵
制
御
。
本
能
と
衝
動
を
防
ぐ
こ
と
︶
と
ニ
ル
ジ
ャ
ラ
ー︵
止
滅
。
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本
能
と
衝
動
を
根
絶
す
る
こ
と
︶、
そ
し
て
モ
ー
ク
シ
ャ
︵
解
脱
。
サ

ン
ヴ
ァ
ラ
と
ニ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
か
ら
生
じ
る
解
放
︶。
有
名
な
仏
教
の
四

諦
、
す
な
わ
ち
苦
諦
・
集
諦
・
滅
諦
・
道
諦
に
お
い
て
は
、
こ

の
世
界
に
は
苦
が
あ
り
、
苦
の
原
因
が
あ
り
、
苦
に
対
す
る
癒

や
し
が
あ
り
、
苦
を
終
わ
ら
せ
涅
槃
を
達
成
す
る
道
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
全
く
同
様
に
、
ジ

ャ
イ
ナ
教
徒
も
以
下
の
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
世

界
は
苦
に
満
ち
て
お
り
、
苦
の
原
因
は
殺
生
︵
あ
ら
ゆ
る
形
態
の

生
物
︿
ジ
ー
ヴ
ァ
﹀
を
傷
つ
け
る
こ
と
︶
で
あ
り
、
殺
生
に
は
、
ジ
ー

ヴ
ァ
に
対
し
て
実
際
に
物
理
的
に
傷
つ
け
る
こ
と
だ
け
で
は
な

く
、
不
快
で
乱
暴
な
言
葉
や
思
考
で
傷
つ
け
る
こ
と
も
含
ま
れ

て
い
る
。
思
考
・
言
葉
・
行
い
に
お
け
る
殺
生
︵
暴
力
︶
の
結
果
、

業
と
成
る
物
質
の
流
入
が
起
こ
り
、
現
世
お
よ
び
来
世
に
お
い

て
、
殺
生
に
ふ
け
る
ジ
ー
ヴ
ァ
の
悲
惨
と
苦
し
み
を
増
す
。
業

と
成
る
物
質
の
流
入
は
、
業
に
よ
る
束
縛
を
生
じ
、
ジ
ー
ヴ
ァ

が
犯
し
た
罪
悪
と
不
法
の
性
質
に
応
じ
て
異
な
っ
た
境
遇
に
そ

の
ジ
ー
ヴ
ァ
を
生
ま
れ
さ
せ
る
。
こ
の
業
に
よ
る
束
縛
を
破
壊

す
る
た
め
に
は
、
ジ
ー
ヴ
ァ
は
、
自
ら
の
殺
生
を
悔
い
改
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ニ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
に
よ
っ
て
、
す

な
わ
ち
、
禁
欲
し
、
懺
悔
し
、
完
全
な
非
暴
力
︵
不
殺
生
︶
を
実

践
し
、
心
の
平
静
さ
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
厳
し
く
自
ら
を
い
た
め
つ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
最
後
に
は
、
解

脱
︵
生
と
死
の
輪
廻
か
ら
の
解
放
︶
を
達
成
す
る
の
で
あ
る
。

　

マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
尊
者
は
、
ジ
ー
ヴ
ァ
︵
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る

形
態
の
生
物
︶
を
六
つ
の
範
疇
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
地
球
上

に
い
る
生
命
体
の
、
何
よ
り
も
精
緻
で
複
雑
な
構
造
を
認
識
し

て
い
な
け
れ
ば
、
不
殺
生
と
い
う
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
概
念
に
つ
い

て
論
じ
る
こ
と
そ
の
も
の
が
無
意
味
で
あ
る
。
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー

ラ
に
よ
れ
ば
、
全
地
球
は
生
命
体
の
集
合
以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
。
彼
の
ジ
ー
ヴ
ァ
論
は
、
六
ジ
ー
ヴ
ァ
説
と
呼
ば
れ
る
︵
生

物
の
六
つ
の
形
態
と
は
、
地ち

・
水す
い

・
火か

・
風ふ
う

と
い
う
四
つ
の
元
素
と
植

物
・
動
物
で
あ
る
︶。
他
の
哲
学
者
た
ち
は
、
地
・
水
・
火
・
風
を

生
命
体
と
は
見
な
さ
な
い
が
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
に
よ
れ
ば
、

生
命
体
な
の
で
あ
る
。
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
尊
師
と
弟
子
の
ガ
ウ

タ
マ
の
間
の
対
話
を
再
現
し
て
お
く
の
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

ガ
ウ
タ
マ
﹁
衝
撃
を
受
け
た
時
、
地
を
身
体
と
す
る
ジ
ー
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ヴ
ァ
は
ど
の
よ
う
な
痛
み
を
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
﹂

マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
﹁
ガ
ウ
タ
マ
よ
。
若
く
て
頑
健
な
人
が
、

老
い
て
弱
々
し
い
人
の
頭
を
両
手
で
殴
っ
た
と
考
え
て
み

よ
。
若
者
に
両
手
で
頭
を
殴
ら
れ
て
、
こ
の
老
人
は
ど
ん

な
痛
み
を
覚
え
る
だ
ろ
う
か
﹂

ガ
ウ
タ
マ
﹁
尊
師
さ
ま
！　

老
人
は
耐
え
が
た
い
ほ
ど
の

痛
み
を
感
じ
る
こ
と
で
し
ょ
う
﹂

マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
﹁
ガ
ウ
タ
マ
よ
。
衝
撃
を
受
け
た
時
、

地
を
身
体
と
す
る
ジ
ー
ヴ
ァ
は
老
人
よ
り
も
は
る
か
に
大

き
い
痛
み
を
感
じ
て
い
る
の
だ
﹂

　

他
の
宗
教
伝
統
の
中
に
は
、
動
物
や
人
間
に
同
情
を
示
す
よ

う
信
徒
に
命
じ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
植
物
は
命
を
有

し
て
お
り
、
樹
木
や
草
木
は
触
れ
ら
れ
た
り
打
た
れ
た
り
し
た

時
に
痛
み
を
感
じ
る
と
認
め
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、

地
・
水
・
火
・
風
が
生
命
体
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
も
の
は
い

な
い
の
で
あ
る
。

　

マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
は
、
彼
に
従
う
苦
行
者
た
ち
に
、
地ち

・

火か

・
水す
い

・
風ふ
う

そ
れ
ぞ
れ
を
身
体
と
す
る
ジ
ー
ヴ
ァ
に
対
し
て
さ

え
、
注
意
深
く
気
を
配
り
、
危
害
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
勧

告
し
た
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
苦
行
者
は
、
地
球
上
の
六
種
類
の
異

な
る
形
態
の
生
物
全
て
に
対
し
て
暴
力
を
ふ
る
わ
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
六
ジ
ー
ヴ
ァ
説
と
い
う
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
の
原

則
は
独
特
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
他
を
絶
し
た
も
の
と
呼

ぶ
こ
と
さ
え
で
き
る
。
シ
ッ
ダ
セ
ー
ナ
尊
師
は
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー

ラ
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

尊
い
お
方
よ
！　

六
ジ
ー
ヴ
ァ
説
と
い
う
御
教
え
だ
け
で
、

あ
な
た
様
が
全
知
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
十
分
で

ご
ざ
い
ま
す
。
他
の
証
拠
な
ど
要
り
ま
せ
ぬ
。

　

ま
こ
と
に
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
は
、
精
神
的
完
成
に
達
し
、

自
ら
の
中
に
不
殺
生
が
目
覚
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
宙
的
な

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
得
た
の
で
あ
る
。

　

マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
の
不
殺
生
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
行
き
渡

り
、
地
・
水
・
火
・
風
い
ず
れ
を
身
体
と
す
る
ジ
ー
ヴ
ァ
で
あ

れ
動
物
で
あ
れ
、
全
て
の
ジ
ー
ヴ
ァ
︵
霊
魂
︶
に
存
在
の
正
当
性

を
認
め
る
。
全
て
の
ジ
ー
ヴ
ァ
︵
生
物
の
形
態
︶
は
平
等
で
あ
る
。
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在
家
者
が
、
生
存
の
た
め
に
は
、
完
全
に
殺
生
を
や
め
る
こ
と

は
不
可
能
だ
と
感
じ
る
な
ら
、
彼
は
自
分
が
殺
生
を
行
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
何
一
つ
疑
念
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
自

分
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
殺
さ
れ
て
い
る
ジ
ー
ヴ
ァ
に
赦

し
を
乞
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
は
、
自
制
と
寛
容
を
命
じ
る
小
誓
戒
︵
ア
ヌ

ヴ
ラ
タ
︶
を
実
践
す
る
帰
依
者
に
対
し
て
は
、
別
の
行
動
準
則
を

作
り
上
げ
た
。
苦
行
者
の
た
め
の
五
つ
の
道
は
、
五
大
誓
戒
︵
マ

ハ
ー
ヴ
ラ
タ
︶
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
思
考
・
言
葉
・

行
い
に
お
け
る
不
殺
生
︵
非
暴
力
︶、
真
実
を
語
る
こ
と
、
盗
ま

な
い
こ
と
、
梵
行
︵
思
考
・
言
葉
・
行
い
に
お
け
る
純
潔
の
実
践
︶、

無
所
有
︵
ア
パ
リ
グ
ラ
ハ
︶
の
五
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
か
な

る
形
態
で
あ
れ
暴
力
を
完
全
に
放
棄
す
る
と
い
う
道
で
あ
る
。

苦
行
者
の
目
標
が
解
放
︵
解
脱
︶
の
獲
得
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

ジ
ャ
イ
ナ
教
を
信
奉
す
る
在
家
者
の
目
標
は
解
脱
の
獲
得
に
向

け
て
向
上
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
生
態
学
的
な
環
境
の
悪
化

は
、
こ
の
危
機
の
源
で
あ
る
人
類
の
生
存
に
対
し
て
だ
け
で
な

く
、
巨
大
な
困
難
に
直
面
し
絶
滅
の
瀬
戸
際
に
あ
る
地
球
上
の

他
の
生
物
種
に
対
し
て
も
、
深
刻
な
脅
威
を
与
え
て
い
る
。
し

か
し
、
科
学
者
集
団
が
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
基
本
原
則
を
研
究
し
、

不
殺
生
に
根
ざ
し
た
ジ
ャ
イ
ナ
教
的
生
活
形
態
へ
の
転
換
を

人
々
に
う
な
が
し
た
な
ら
、
今
こ
の
段
階
で
あ
っ
て
も
、
環
境

の
悪
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
マ
ハ
ー

ヴ
ィ
ー
ラ
は
弟
子
た
ち
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

過
去
の
ア
ル
ハ
ッ
ト
︵
尊
い
完
全
な
霊
魂
︶
も
、
現
在
・
未

来
の
ア
ル
ハ
ッ
ト
も
、
＂
ど
の
よ
う
な
動
物
で
あ
れ
、
生

き
物
で
あ
れ
、
有
機
体
で
あ
れ
、
感
覚
を
持
つ
存
在
で
あ

れ
、
傷
つ
け
た
り
、
征
服
し
た
り
、
隷
属
さ
せ
た
り
、
責

め
さ
い
な
ん
だ
り
、
殺
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
＂
と
、

語
り
、
説
き
、
宣
言
し
、
断
言
し
た
。
不
殺
生
の
教
え
は

無
欠
で
あ
り
、
不
変
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
る
。

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

暴
力
に
訴
え
、
暴
力
に
ふ
け
り
続
け
る
者
た
ち
は
、
繰
り

返
し
輪
廻
︵
の
悲
惨
︶
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
不
殺
生
と
い
う
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
原
則
は
、
六

ジ
ー
ヴ
ァ
説
︵
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
が
分
類
し
た
六
種
類
の
生
物
の
形
態
︶

と
い
う
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
と
同
時
に
、
現
在
の
生
態
学
的

危
機
に
と
っ
て
最
も
適
切
な
、
比
類
無
く
精
緻
で
深
遠
で
現
実

的
な
彼
の
非
暴
力
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
る
公
聴
会
で
は
、
現
在
の
生
態
学
的
危
機
は

以
下
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

重
要
な
問
題
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
破
局
的
な
規
模
に
近

づ
き
つ
つ
あ
る
、
多
く
の
地
域
で
の
環
境
悪
化
。
人
口
の

大
多
数
に
と
っ
て
の
貧
困
に
更
に
の
し
か
か
る
窮
乏
。
社

会
の
分
解
を
促
進
す
る
極
端
な
社
会
的
差
別
。
多
く
の
人
々

に
方
向
を
見
失
わ
せ
る
、
価
値
体
系
の
喪
失
。
安
全
の
保

障
が
な
い
、
犯
罪
の
増
加
。
国
土
の
潜
在
労
働
力
の
消
失
。

　

マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
は
不
殺
生
の
思
想
に
新
し
い
次
元
を
加
え

た
。
そ
れ
は
、
ア
ネ
ー
カ
ー
ン
タ
ヴ
ァ
ー
ダ
︵
多
面
的
見
解
。
真

理
は
多
面
的
で
あ
る
と
い
う
教
説
︶
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
前
在
英
イ

ン
ド
高
等
弁
務
官
で
あ
る
Ｌ
・
Ｍ
・
シ
ン
ヴ
ィ
ー
は
、
有
名
な

著
書
﹃
自
然
に
関
す
る
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
の
宣
言
﹄
の
中
で
、
多

面
的
見
解
を
説
明
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

普
遍
的
相
互
依
存
と
い
う
思
想
は
、
多
面
的
見
解
す
な

わ
ち
真
理
が
多
面
的
で
あ
る
と
い
う
教
説
と
し
て
知
ら
れ

る
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
知
識
論
を
補
強
し
て
い
る
。
多
面
的
見

解
は
、
世
界
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
き
出
す
。
現

実
は
多
面
的
で
絶
え
ず
変
化
し
て
お
り
、
観
察
者
と
観
察

さ
れ
て
い
る
も
の
の
時
間
・
場
所
・
性
質
・
状
態
に
依
拠

し
た
無
限
の
視
点
が
あ
る
、
と
。

　

こ
れ
は
、
＂
真
理
は
異
な
る
見
解
︵
ナ
ヤ
︶
に
応
じ
て
相

対
的
で
あ
る
＂
と
主
張
す
る
ス
ヤ
ー
ド
ヴ
ァ
ー
ダく
す
な
わ

ち
相
対
性
の
教
説
へ
と
導
く
。
或
る
観
点
か
ら
見
て
正
し

い
も
の
は
、
別
の
観
点
か
ら
の
質
問
に
対
し
て
開
か
れ
て

い
る
。
何
で
あ
れ
特
定
の
視
点
か
ら
だ
け
で
は
全
体
的
真

理
は
把
握
さ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
絶
対
的
真
理
と
は
、

こ
の
世
界
全
体
を
作
り
上
げ
て
い
る
多
様
な
視
点
全
て
の

総
和
だ
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
多
面
的
見
解
と
ス

ヤ
ー
ド
ヴ
ァ
ー
ダ
と
い
う
教
説
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
、
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こ
の
世
界
全
体
を
人
間
中
心
的
な
視
点
か
ら
見
る
こ
と
も

な
い
し
、
自
民
族
中
心
的
な
視
点
か
ら
見
る
こ
と
も
な
い

し
、
自
己
中
心
的
な
視
点
か
ら
見
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ

は
、
他
の
生
物
種
、
他
の
共
同
体
や
国
家
、
他
の
人
間
の

視
点
を
考
慮
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。

　

不
殺
生
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
基
本
原
則
で
あ
り
、
そ
れ
が
意

味
す
る
も
の
全
て
の
精
髄
で
あ
る
。
我
々
が
生
き
て
い
る
時
代

は
、
科
学
と
理
性
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
民
主
主
義
の

時
代
で
も
あ
り
、
民
主
主
義
に
最
高
の
重
要
性
を
付
与
し
て
い

る
。
し
か
し
、
大
半
の
宗
教
的
伝
統
は
神
を
最
高
の
支
配
者
と

見
な
し
て
お
り
、
神
が
望
む
こ
と
が
な
け
れ
ば
宇
宙
の
万
物
は

動
か
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
信
仰
と
は
反
対
に
、
ジ

ャ
イ
ナ
教
で
は
、
神
を
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
情
欲
か
ら
自
由
と

な
っ
た
完
全
に
解
脱
し
た
霊
魂
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
宇
宙
を

支
配
し
て
は
い
な
い
が
、
全
て
の
ジ
ー
ヴ
ァ
︵
霊
魂
︶
を
平
等
と

見
な
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
神
の
状
態
を
獲
得
す
る

権
利
を
授
け
て
い
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
全
て
の
ジ
ー
ヴ
ァ

は
、
浄
化
の
道
を
歩
み
、
心
の
平
静
さ
を
体
得
し
た
な
ら
ば
、

神
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
向
上
は
、
自
ら

の
行
い
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
神
の
特
別
な
憐
れ

み
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
独
裁
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
辞
書
の
中

に
は
見
出
さ
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
。
ど
の
テ
ィ
ー
ル
タ
ン
カ
ラ

︵
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
伝
承
の
中
で
の
最
高
の
精
神
的
権
威
︶
も
、
任
意
の

ジ
ー
ヴ
ァ
を
、
天
国
に
送
る
こ
と
も
地
獄
に
送
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
示
し
た
道
に
よ
っ
て
、
解
脱
す
な
わ

ち
解
放
を
獲
得
で
き
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
私
が
言
い
た
い

の
は
、
平
等
と
真
の
民
主
主
義
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
支
柱
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

六
、
不
殺
生
と
エ
コ
ロ
ジ
ー

　

こ
れ
ま
で
で
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
不
殺
生
そ
れ
自
体
が
エ

コ
ロ
ジ
ー
的
な
倫
理
で
あ
る
。
全
て
の
生
き
物
は
生
き
る
こ
と

を
欲
し
て
い
る
が
故
に
、
殺
す
こ
と
は
非
倫
理
的
で
罪
深
い
と
、

ひ
と
た
び
実
感
す
れ
ば
、
そ
う
な
る
は
ず
で
あ
る
。
不
殺
生
は

最
も
偉
大
な
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
々
に
生
き
る
こ
と
を
命

じ
、
生
か
す
こ
と
を
命
じ
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
不
殺
生
思
想
で

は
、
心
理
的
形
態
の
暴
力
や
言
語
的
形
態
の
暴
力
は
、
物
理
的
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暴
力
の
諸
形
態
よ
り
も
危
険
で
あ
る
。
殺
す
と
か
他
者
に
危
害

を
加
え
る
と
か
他
者
を
倒
そ
う
と
謀
る
と
い
っ
た
考
え
は
、
最

初
に
人
間
の
心
の
中
で
生
ま
れ
る
。
人
間
の
心
の
中
に
こ
う
し

た
性
向
が
あ
る
主
た
る
理
由
は
、
四
つ
の
主
要
な
情
欲
が
生
じ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
執
着
、
憎
悪
、
高
慢
、
欺
瞞
で
あ
る
。

結
果
的
に
、
人
間
は
自
ら
の
同
朋
で
あ
る
人
間
に
対
し
て
非
倫

理
的
に
振
舞
う
だ
け
で
な
く
、
人
間
以
外
の
も
の
︵
環
境
︶
に
対

し
て
も
非
倫
理
的
に
振
舞
う
。
現
代
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
哲
学
者
で

あ
る
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
教
授
は
、
正
当
に
も
＂
生
態
学
的
危
機
は
、

人
間
以
外
の
も
の
に
対
す
る
人
間
の
無
制
限
の
暴
力
的
態
度
か

ら
発
し
て
い
る
＂
と
述
べ
て
い
る
。
生
態
学
的
な
調
和
の
た
め

に
は
、
人
間
と
人
間
以
外
の
も
の
が
共
に
繁
栄
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
日
々
の
生
活
で
不
殺
生
を
遵
守

し
た
時
に
の
み
、
可
能
と
な
る
。
完
全
に
暴
力
を
断
つ
こ
と
は
、

在
家
者
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
尊

者
は
、
＂
彼
は
少
な
く
と
も
不
必
要
な
暴
力
は
断
た
な
く
て
は

な
ら
な
い
＂
と
述
べ
て
い
る
。
不
可
欠
な
暴
力
は
人
間
の
生
存

に
結
び
付
い
て
お
り
、
不
必
要
な
暴
力
と
は
、
慰
藉
や
美
的
装

飾
の
た
め
、
ま
た
貪
欲
を
満
た
す
た
め
に
ふ
る
う
も
の
で
あ
る
。

人
類
が
＂
不
必
要
な
暴
力
に
ふ
け
る
こ
と
を
や
め
、
環
境
に
加

え
る
危
害
を
最
小
に
す
る
＂
と
い
う
こ
の
誓
い
を
立
て
る
な
ら
、

持
続
可
能
な
生
態
学
的
調
和
が
も
た
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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