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仏
教
に
お
け
る
価
値
と
行
動

　

─
持
続
可
能
性
と
地
球
憲
章
を
め
ぐ
っ
て

ジ
ョ
ー
ン
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

　

本
稿
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
環
境
問
題
に
取
り
組
ん
で

い
る
世
界
各
地
の
Ｓ
Ｇ
Ｉ
︵
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︶
メ
ン

バ
ー
の
声
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、

Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
すあ
。

　

何
が
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
の
行
動
主
義
を
形
成
し
て
い
る
の
か
。

そ
れ
を
分
析
す
る
た
め
に
、
具
体
的
事
例
を
参
照
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
メ
ン
バ
ー
の
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
促
し
て
い

る
も
の
は
﹁
仏
教
的
な
価
値
観
と
信
念
と
実
践
﹂
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
き
ま
す
。

日
蓮
仏
法
の
理
念

　

日
蓮
︵
１
２
２
２
︲
82
年
︶
は
、
中
世
日
本
仏
教
の
歴
史
に
お

い
て
、
物
議
を
醸
し
た
人
物
と
い
え
ま
す
。
彼
は
、
仏
教
の
真

意
を
曲
解
し
て
い
る
と
思
う
人
々
に
対
し
て
、
果
敢
に
異
議
申

し
立
て
を
し
て
い
き
ま
し
た
。
日
蓮
の
通
例
の
イ
メ
ー
ジ
は
必

ず
し
も
熱
心
な
環
境
保
護
論
者
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

し
か
し
、
私
自
身
も
含
め
た
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
は
、
日
蓮
の



163

「東洋学術研究」第52巻第２号

仏教における価値と行動

著
作
や
人
生
に
つ
い
て
繰
り
返
し
学
び
、
人
を
惹
き
つ
け
る
そ

の
人
格
や
、
深
い
情
愛
と
情
熱
、
知
識
の
広
さ
と
緻
密
さ
を
知

っ
て
い
ま
す
。﹁
す
べ
て
の
生
命
に
仏
性
が
内
在
す
る
﹂
と
い
う

法
華
経
の
核
心
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
確
信
す
る
日
蓮
の
思
想
は
、

楽
観
主
義
的
で
あ
り
、
人
々
に
希
望
を
与
え
ま
し
た
。

　

日
蓮
の
著
作
を
ス
ペ
イ
ン
語
に
訳
し
た
カ
ル
ロ
ス
・
ル
ビ
オ

教
授
︵
国
立
マ
ド
リ
ッ
ド
・
コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
︶
は
、
彼
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
﹁
日
蓮
は
他
の
宗
教
指
導
者
と
は
全
く
違
っ
た
性
格
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。
私
は
、
日
蓮
の
人
格
や
振
る
舞
い
と
い
っ
た
人
間

的
側
面
に
深
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
当
時
の
日
本
社
会
の
傾

向
性
は
順
応
主
義
で
す
。
鎌
倉
時
代
と
い
う
武
家
社
会
の
中
で
、

権
威
、
権
力
に
追
随
す
る
当
時
の
宗
教
界
に
あ
り
な
が
ら
、
日

蓮
は
真
っ
向
か
ら
権
威
、
権
力
に
対
立
し
ま
す
﹂﹁
自
分
が
本
当

に
思
っ
て
い
る
こ
と
は
言
わ
な
い
風
潮
が
あ
る
日
本
に
お
い
て
、

日
蓮
は
こ
の
精
神
性
を
超
越
し
、
生
命
の
危
険
を
感
じ
て
も
、

真
実
を
言
い
放
ち
ま
す
。
日
蓮
の
魂
を
一
言
で
い
う
と
﹃
戦
う

精
神
﹄
で
は
な
い
で
し
ょ
う
かい
﹂

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
、
こ
の
﹁
戦
う
精
神
﹂
こ
そ
、

日
蓮
か
ら
受
け
継
ぐ
べ
き
大
切
な
精
神
な
の
で
す
。

　

日
蓮
は
、
自
分
の
生
き
た
時
代
を
、
末
法
の
初
期
で
あ
る
と

信
じ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
決
し
て
運
命
論
的
あ
る
い

は
悲
観
的
な
も
の
の
見
方
を
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日

蓮
の
焦
点
は
、
あ
く
ま
で
現
実
世
界
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
現
実
世
界
で
生
き
抜
く
た
め
に
、
さ
ら
に
は
栄
え
て

い
く
た
め
に
必
要
な
精
神
的
要
素
を
人
々
に
備
え
さ
せ
よ
う
と

し
ま
し
た
。
彼
に
と
っ
て
、
釈
尊
は
遠
く
離
れ
た
存
在
な
ど
で

は
な
く
、
模
範
と
す
べ
き
一
個
の
人
間
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の

こ
と
は
日
蓮
が
﹁
教
主
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
は
人
の
振
舞
に
て

候
け
る
ぞう
﹂
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
現
実
の
人
間
こ
そ
が
彼
の
対
象
で
あ
り
焦
点
で

し
た
。
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
彼
の
世
界
観
は
二
元
論
的
な
も

の
で
は
な
く
、
人
間
の
生
命
と
環
境
は
決
し
て
切
り
離
せ
な
い

と
観
て
い
ま
し
た
。
日
蓮
は
書
い
て
い
ま
す
。

﹁
一
心
法
界
の
旨
と
は
十
界
三
千
の
依
正
色
心
・
非
情
草
木
・

虚
空
刹
土
い
づ
れ
も
除
か
ず
・
ち
り
も
残
ら
ず
一
念
の
心
に

収
め
て
此
の
一
念
の
心
・
法
界
に
徧
満
す
る
を
指
し
て
万
法

と
は
云
う
な
りえ
﹂
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も
し
も
、
あ
る
人
が
﹁
す
べ
て
の
生
命
に
具
わ
る
価
値
﹂
を

信
じ
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
信
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
に
一
致
す
る
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

少
な
く
と
も
、
そ
う
し
よ
う
と
努
め
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
分
は
周
囲

─
人
で
あ
れ
、
そ
れ
以

外
で
あ
れ

─
と
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の

だ
と
い
う
認
識
が
欠
如
し
、
自
他
の
生
命
を
切
り
離
し
て
考
え

て
し
ま
え
ば
、
周
囲
へ
の
差
別
的
態
度
や
破
壊
的
行
動
を
正
当

化
し
か
ね
ま
せ
ん
。

　

こ
の
件
に
関
す
る
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
の
も
の
の
見
方
を
示
す

デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
１
９
９
７
年
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ハ
モ
ン

ド
や
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
マ
ハ
チ
ェ
ク
が
ア
メ
リ
カ
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン

バ
ー
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、﹁
自
然
と
は
、
そ
れ
自

体
が
崇
高
あ
る
い
は
神
聖
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
賛

成
し
た
人
は
81
％
で
し
た
。
一
方
、
米
国
の
一
般
社
会
で
の
調

査
で
は
、そ
れ
に
賛
成
し
た
人
は
24
％
で
し
た
︵
年
齢
調
整
あ
りお
︶。

　

仏
教
は
﹁
３
つ
の
関
係
性
﹂
を
重
視
し
て
い
ま
す
。﹁
人
間
と

環
境
の
関
係
﹂﹁
人
間
同
士
の
関
係
﹂﹁
自
分
自
身
と
の
関
係
﹂

で
す
。
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
は
、
日
蓮
仏
法
の
信
奉
者
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
存
在
す
べ
て
が
最
も
深
い
次
元
で
相
互
に
結
ば
れ
て

お
り
、
分
か
ち
が
た
く
連
鎖
し
依
存
し
合
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

日
蓮
は
、﹁
衆
生
の
心
け
が
る
れ
ば
土
も
け
が
れ
心
清
け
れ
ば

土
も
清
し
と
て
浄
土
と
云
ひ
穢
土
と
云
う
も
土
に
二
の
隔
な
し

只
我
等
が
心
の
善
悪
に
よ
る
と
見
え
た
りか
﹂
と
述
べ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
私
た
ち
信
仰
者
に
と
っ
て
、﹁
心
を
変
え
る
﹂
こ
と

こ
そ
が
鍵
と
な
る
挑
戦
な
の
で
す
。

　

ア
フ
リ
カ
・
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
の
女
子
部
の
メ
ン
バ
ー
で
、

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
環
境
汚
染
改
善
セ
ン
タ
ー
で
働
い
て
い
る

女
性
は
語
っ
て
い
ま
す
。﹁
仏
法
は
、
人
間
生
命
と
環
境
が
一
体

で
あ
る
と
い
う
依
正
不
二
の
思
想
を
説
き
、
互
い
が
創
造
的
に

作
用
し
合
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
教
え
て
い
ま
す
。
こ
の
概
念

は
﹃
自
然
環
境
の
健
全
さ
は
、
一
人
ひ
と
り
の
認
識
を
変
革
す

る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
﹄
と
私
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま

し
た
﹂

　

私
た
ち
が
目
指
す
変
革
と
は
、
私
た
ち
が
﹁
大
我
﹂
と
呼
ん

で
い
る
も
の
を
胸
中
に
開
拓
す
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
大
乗

仏
教
の
理
想
で
あ
る
菩
薩
の
姿
を
見
習
っ
て
、
た
え
ず
慈
愛
を
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強
め
つ
つ
、
他
者
の
苦
し
み
を
緩
和
す
る
行
動
を
と
る
こ
と
で

す
。
今
日
の
世
界
で
は
、
菩
薩
の
慈
愛
の
抱
擁
は
、
人
間
を
包

む
だ
け
に
限
ら
ず
、
地
球
全
体
を
包
み
込
む
ほ
ど
拡
大
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

地
域
の
川
の
浄
化
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
韓
国
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の

メ
ン
バ
ー
は
、こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。﹁
私
は
毎
晩
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
終
え
、
家
に
帰
っ
て
唱
題
を
す
る
時
、
深
い
達
成
感

を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
が
活
動
を
続
け
る
原
動
力
に
な
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
﹃
人
の
た
め
に
火
を
と
も
せ
ば
・

我
が
ま
へ
あ
き
ら
か
な
る
が
ご
と
しき
﹄
と
言
わ
れ
ま
し
た
﹂﹁
地

域
社
会
の
諸
問
題
に
圧
倒
さ
れ
、
あ
き
ら
め
る
の
は
簡
単
で
す
。

し
か
し
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
は
、
変
化
を
も
た
ら
す
た
め
に
、

何
ら
か
の
行
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
﹂

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
は
こ
の
内
な
る
変
革
の
こ
と
を
﹁
人
間
革

命
﹂
と
呼
び
ま
す
。
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
﹁
一
人
の
人
間
に
お

け
る
偉
大
な
人
間
革
命
は
、
や
が
て
一
国
の
宿
命
の
転
換
を
も

成
し
遂
げ
、
さ
ら
に
全
人
類
の
宿
命
の
転
換
を
も
可
能
に
す
る
﹂

︵
小
説
﹃
人
間
革
命
﹄﹁
は
じ
め
に
﹂︶
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
女
子
部
の
メ
ン

バ
ー
の
声
で
す
。
彼
女
は
、
ア
フ
リ
カ
や
中
南
米
で
の
経
験
を

生
か
し
て
、
公
衆
衛
生
や
環
境
の
分
野
で
働
い
て
い
ま
す
。

　
﹁
何
か
問
題
が
起
き
た
時
、
両
親
は
、
私
た
ち
の
生
命
と
環
境

は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
依
正
不
二
の
思
想
に
つ
い
て

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
何
か
大
変
な
こ
と
が
あ
る
と
き
、
周
り

の
環
境
を
責
め
る
こ
と
は
簡
単
で
す
。
し
か
し
、
依
正
不
二
の

思
想
は
﹃
私
た
ち
自
身
が
心
の
奥
底
か
ら
変
わ
れ
ば
、
周
り
の

環
境
も
変
わ
り
始
め
る
﹄
と
教
え
て
お
り
、
と
て
も
力
づ
け
ら

れ
る
の
で
す
﹂

　

日
蓮
仏
法
が
説
く
、
す
べ
て
の
生
命
の
相
互
関
係
性
、
つ
ま

り
﹁
縁
起
﹂
を
、
私
た
ち
は
気
候
変
動
や
森
林
破
壊
な
ど
の
環

境
問
題
の
中
に
、
は
っ
き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
は
、
自
身
の
仏
教
的
世
界
観
や
価
値
観
を

直
接
に
仕
事
の
な
か
で
生
か
そ
う
と
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
ま

す
。
香
港
で
都
市
設
計
を
し
て
い
る
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
は
こ
う

語
っ
て
い
ま
す
。﹁
仏
教
哲
学
は
、
す
べ
て
の
生
命
へ
の
畏
敬
と

尊
重
を
基
盤
と
し
て
お
り
、﹃
持
続
可
能
な
開
発
﹄
と
い
う
概
念

と
深
く
合
致
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
社
会
の
調
和
と
平
等
を
創
造

し
、
環
境
を
保
護
し
、
な
お
か
つ
経
済
を
発
展
さ
せ
て
い
く
と
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い
う
意
味
で
す
。
仏
教
そ
の
も
の
が
本
来
、
個
人
の
レ
ベ
ル
、

そ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
世
界
の
レ
ベ
ル
で
、
こ
れ
ら
の
諸

要
素
に
バ
ラ
ン
ス
を
取
ら
せ
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
﹂

Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
理
念

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
に
お
け
る
日
蓮
仏
法
の
理
解
と
実
践
は
、
初
代
会
長
・

牧
口
常
三
郎
︵
１
８
７
１
︲
１
９
４
４
年
︶
の
人
格
と
歴
史
、
そ
の

世
界
観
に
淵
源
を
も
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
模
範
な
ら
び
に
日
蓮

の
著
作
と
法
華
経
に
対
す
る
彼
の
解
釈
が
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
の

倫
理
的
骨
格
を
支
え
て
い
る
の
で
す
。

　

牧
口
は
創
価
教
育
学
会
の
創
立
者
で
あ
り
、
創
価
学
会
と
Ｓ

Ｇ
Ｉ
に
と
っ
て
先
覚
者
で
し
た
。
ま
た
、
彼
は
教
育
者
で
あ
り

地
理
学
の
専
門
家
で
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
の
著
書
﹁
人
生
地
理

学
﹂
に
は
、
身
近
な
環
境
が
人
々
の
生
活
に
与
え
る
影
響
に
つ

い
て
、
く
わ
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

﹁
地
と
人
と
の
関
係
や
、
言
ふ
迄ま

で

も
な
く
非
常
な
る
大
問
題
に

属
せ
り
⋮
⋮
然
り
と
雖い

え
ど
も
⋮
⋮
こ
れ
決
し
て
吾
人
日
常
の
生

活
に
疎
遠
の
問
題
に
あ
ら
ざ
る
の
み
か
、
吾
人
が
実
際
に

孜し

し々

営
々
解
釈
に
熱
中
し
つ
ゝ
あ
る
も
の
な
る
を
観
る
べ
し
、

否
な
啻た

だ

に
熱
中
し
つ
ゝ
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
現
に
吾
人
は

不し
ら
ず知
不し
ら
ず識
、
不
充
分
な
が
ら
も
相
応
に
之
が
解
釈
を
な
し
て

各
自
を
此
理
法
に
適
応
せ
し
め
、
以
て
此
世
に
生
活
し
つ
ゝ

あ
る
を
観
る
へ
しく
﹂

　

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ゲ
バ
ー
ト
と
モ
ン
テ
・
ジ
ョ
フ
ェ
の
論
文

﹁
教
育
の
目
的
と
し
て
の
価
値
創
造

─
牧
口
常
三
郎
と
創
価
教

育
﹂
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。﹁
牧
口
は
、
単
に
物
理
的
な

地
理
を
研
究
し
た
の
で
は
な
く
、
人
間
の
生
活
の
心
理
的
側
面

と
地
理
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
性
を
探
究
し
た
の
で
あ
る
。

彼
は
、
生
活
と
自
然
環
境
・
社
会
環
境
と
の
つ
な
が
り
へ
の
認

識
を
基
礎
と
し
た
教
育
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
生
徒
た

ち
の
道
徳
心
の
発
達
を
促
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
るけ
﹂

　

牧
口
が
日
蓮
仏
法
に
出
あ
っ
た
の
は
、
比
較
的
遅
い
年
代
で

し
た
。
し
か
し
、
日
蓮
仏
法
の
価
値
観
と
哲
学
が
、﹁
人
々
を
苦

し
み
か
ら
救
い
出
し
、
大
き
な
価
値
を
創
造
し
た
い
﹂
と
い
う

彼
の
思
想
と
完
璧
に
一
致
し
て
い
た
の
で
す
。
彼
は
、＂
日
蓮
の

教
え
の
精
神
性
は
、
理
性
的
・
科
学
的
・
普
遍
的
な
法
則
と
調

和
し
つ
つ
、
社
会
生
活
の
現
実
と
一
体
で
あ
り
、
現
実
に
真
正

面
か
ら
関
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
＂
と
の
確
信
を
得
ま
し
た
。
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彼
は
﹁
人
を
救
ひ
世
を
救
ふ
こ
と
を
除
い
て
宗
教
の
社
会
的
存

立
の
意
義
が
あ
ら
う
かこ
﹂
と
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　

日
蓮
仏
法
の
哲
学
と
実
践
は
、
生
命
に
至
上
の
価
値
が
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
、
誰
も
が
自
己
を
改
良
し
、
無
限
に
成
長
で
き

る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

と
は
、
戦
後
の
日
本
で
、
う
ち
ひ
し
が
れ
た
人
々
に
、
な
ぜ
日

蓮
仏
法
が
強
く
訴
え
る
力
を
も
っ
た
か
、
そ
し
て
創
価
学
会
が

１
９
４
５
年
以
降
、
第
二
代
会
長
戸
田
城
聖
︵
１
９
０
０
︲
58
年
︶

の
指
揮
の
も
と
、
ど
う
し
て
急
激
な
成
長
を
遂
げ
た
の
か
を
説

明
し
て
く
れ
ま
す
。
戸
田
は
自
身
の
使
命
を
こ
う
表
現
し
て
い

ま
し
た
。﹁
こ
の
世
か
ら
悲
惨
の
二
字
を
な
く
し
た
い
﹂
と
。

　

草
創
期
の
日
本
の
学
会
組
織
で
は
、﹁
貧
乏
人
と
病
人
﹂
を
、

よ
り
安
定
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
に
焦
点

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
創
価
学
会
・
Ｓ
Ｇ
Ｉ
が
世
俗
的
な

繁
栄
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、
物
質
主
義
へ
の
奨
励

で
は
な
い
の
か
と
い
う
批
判
が
と
き
に
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

日
蓮
仏
法
で
は
、
物
質
面
と
精
神
面
は
、
究
極
的
に
は
切
り
離

せ
な
い
と
教
え
て
い
ま
す
。
人
間
が
基
本
的
ニ
ー
ズ
を
満
た
せ

る
生
活
水
準
を
求
め
る
こ
と
は
、
苦
し
み
を
緩
和
す
る
と
い
う

意
味
で
も

─
こ
れ
は
仏
教
の
慈
悲
の
価
値
と
一
致
し
ま
す

─
、
ま
た
誰
も
が
自
身
の
尊
厳
を
具
体
的
に
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
も

─
生
命
に
内
在
す
る
尊
厳
性
へ
の
畏
敬

で
す

─
、
理
に
か
な
っ
た
正
当
な
行
為
な
の
で
す
。
世
界
中

の
多
く
の
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
は
、
貧
困
や
社
会
的
排
除
な
ど
に

よ
る
多
く
の
難
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
こ
う
し

た
問
題
に
対
し
て
個
人
の
レ
ベ
ル
で
も
社
会
的
レ
ベ
ル
で
も
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
ま
す
。

　

し
か
し
、も
ち
ろ
ん
、
野
放
図
な
欲
望
や
貪
欲
さ
が
あ
っ
て
は
、

持
続
可
能
な
開
発
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
。
貪
欲
さ
に
つ
い
て
は
、

仏
法
で
は
人
間
の
苦
し
み
の
基
本
的
原
因
で
あ
る
﹁
三
毒
﹂
の

ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
蓮
仏
法
で
は
、
自
身
の
欲
望
の

奴
隷
に
な
る
こ
と
な
く
、
周
囲
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
幸
福
や
、

よ
り
広
い
社
会
の
繁
栄
に
向
け
ら
れ
た
開
か
れ
た
欲
望
へ
と
変

え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
教
え
て
い
ま
す
。
こ
の
観
点
か
ら
見

る
と
、
欲
望
は
＂
よ
り
よ
き
価
値
の
創
造
＂
に
必
要
不
可
欠
で

あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
こ
に
、
私
た
ち
の
信
仰
実
践
で
積
む
べ
き
﹁
陰
徳
﹂
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
最
も
価
値
が
あ
り
、
か
つ
不
朽
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の
も
の
な
の
で
す
。
日
蓮
は
こ
れ
を
﹁
心
の
財
﹂
と
呼
び
ま
し
た
。

日
蓮
の
手
紙
に
は
、
こ
う
あ
り
ま
す
。﹁
蔵
の
財
よ
り
も
身
の
財

す
ぐ
れ
た
り
身
の
財
よ
り
心
の
財
第
一
な
り
、
此
の
御
文
を
御

覧
あ
ら
ん
よ
り
は
心
の
財
を
つ
ま
せ
給
う
べ
しさ
﹂

　

個
人
と
し
て
も
組
織
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
、
社
会
が
経
済

的
・
物
質
的
な
価
値
と
と
も
に
、
文
化
的
・
社
会
的
・
精
神
的

な
価
値
も
バ
ラ
ン
ス
よ
く
取
り
入
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と

信
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
持
続
可
能
性
の
た
め
に
総
体
的
な

人
類
共
通
の
価
値
を
表
現
し
た
﹁
地
球
憲
章
﹂
に
私
た
ち
が
協

力
す
る
主
な
理
由
で
す
。
憲
章
は
、
多
様
な
個
人
・
宗
教
団
体
・

市
民
社
会
に
と
っ
て
共
通
の
立
脚
点
を
提
供
す
る
も
の
で
す
。

　
﹁
物
質
的
な
豊
か
さ
と
、
地
球
環
境
へ
の
配
慮
の
バ
ラ
ン
ス
を

取
る
﹂
と
い
う
課
題
を
考
え
た
時
、﹁
私
た
ち
は
、
基
本
的
ニ
ー

ズ
が
満
た
さ
れ
て
い
る
生
活
の
中
に
あ
っ
て
、
人
類
の
発
展
と

は
、
私
た
ち
が
人
間
的
に
よ
り
成
長
す
る
こ
と
で
あ
り
、
必
要

以
上
に
物
を
所
有
す
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
理
解

す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
い
う
地
球
憲
章
の
前
文
の
一
節
が
思
い
出

さ
れ
ま
す
。

　

１
９
９
０
年
、
イ
ギ
リ
ス
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
を
対
象
に
行
わ

れ
た
調
査
に
よ
る
と
、
自
分
は
﹁
純
粋
な
脱
物
質
主
義
者
で
あ

る
﹂
と
答
え
た
人
は
75
％
と
い
う
多
数
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。
イ

ギ
リ
ス
社
会
全
体
の
調
査
︵
年
齢
調
整
あ
り
︶
で
は
、
同
様
に
答

え
た
人
は
21
％
で
し
た
。
ま
た
﹁
自
分
は
純
粋
な
、
あ
る
い
は

幾
分
か
物
質
主
義
者
で
あ
る
﹂
と
答
え
た
の
は
、
メ
ン
バ
ー
で

は
わ
ず
か
５
％
、
英
国
全
体
で
は
49
％
で
し
たし
。
ま
た
、
１
９

９
７
年
に
ア
メ
リ
カ
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
を
対
象
に
行
わ
れ
た
調

査
で
は
、
自
分
を
﹁
純
粋
な
脱
物
質
主
義
者
で
あ
る
﹂
と
し
た

メ
ン
バ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
Ｓ
Ｇ
Ｉ
よ
り
少
な
い
45
％
で
し
た
。

米
国
全
体
で
は
11
％
で
す
。
一
方
、﹁
純
粋
な
、
あ
る
い
は
幾
分

か
物
質
主
義
者
で
あ
る
﹂
と
答
え
た
人
は
米
国
全
体
で
は
69
％

で
あ
っ
た
の
と
対
照
的
に
、
メ
ン
バ
ー
で
は
25
％
し
か
い
ま
せ

ん
で
し
たす
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
が
現
代
世
界
の
持
続
可
能
性
に
ど
の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長

の
言
葉
が
彼
ら
に
核
心
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　

１
９
８
３
年
か
ら
毎
年
、
池
田
会
長
は
平
和
提
言
を
発
表
し
、

今
日
的
課
題
を
仏
教
者
と
し
て
ど
う
見
る
か
を
示
す
と
と
も
に
、
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そ
れ
ら
の
課
題
へ
の
対
処
の
仕
方
に
つ
い
て
具
体
的
に
提
案
し

て
い
ま
す
。

　

環
境
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
１
９
７
８
年
︵
の
提
言
﹁
環
境
問
題

は
全
人
類
的
課
題
﹂︶
以
来
、
池
田
会
長
が
何
度
も
言
及
し
て
き
た

も
の
で
す
。

　

１
９
９
０
年
に
東
洋
哲
学
研
究
所
が
発
行
し
た
英
文
小
冊
子

﹁
環
境
問
題
と
仏
教
﹂︵The Environm

ental Problem
 and Buddhism

︶

の
中
で
、
池
田
会
長
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。﹁
外
な
る

地
球
の
砂
漠
化
は
、
人
類
生
命
の
＂
精
神
の
砂
漠
化
＂
と
一
体

不
二
で
あ
る
。
人
類
対
自
然
の
問
題
は
、
自
己
対
他
者
、
自
己

対
自
己
の
領
域
と
密
接
な
関
連
の
輪
を
形
成
し
て
く
る
。＂
内
な

る
環
境
＂
が
汚
染
さ
れ
、
砂
漠
と
化
し
た
人
間
内
奥
か
ら
噴
出

し
て
く
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
、
文
化
的
・
社
会
的
環
境
と
自
然
環

境
の
総
合
で
あ
る
＂
外
な
る
環
境
＂
の
支
配
、
収
奪
、
破
壊
へ

と
突
き
進
ん
で
い
く
の
で
あ
るせ
﹂

　

池
田
会
長
は
、
一
貫
し
て
教
育
の
大
切
さ
を
訴
え
て
き
ま
し

た
。
特
に
人
々
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
役
立
つ
教
育
に
つ
い

て
で
す
。
２
０
０
２
年
の
﹁
持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
世
界

首
脳
会
議
﹂
に
合
わ
せ
た
環
境
提
言
︵﹁
地
球
革
命
へ
の
挑
戦

─

持
続
可
能
な
未
来
の
た
め
の
教
育
﹂︶
の
中
で
は
、﹁
国
連
持
続
可
能

な
開
発
の
た
め
の
教
育
の
10
年
﹂
の
設
立
を
呼
び
か
け
、
こ
う

コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。

　
﹁
問
題
の
規
模
が
大
き
す
ぎ
た
り
、
複
雑
す
ぎ
る
場
合
は
、
情

報
や
知
識
を
得
た
と
し
て
も
、
自
分
と
の
関
わ
り
が
見
い
だ
し

に
く
く
、
現
実
の
行
動
に
踏
み
出
す
ま
で
に
は
い
た
ら
な
い
場

合
も
多
い
と
い
え
ま
す
。
そ
う
し
た
限
界
を
超
え
る
た
め
に
は
、

私
た
ち
の
日
常
生
活
は
す
べ
て
環
境
問
題
に
密
接
に
つ
な
が
っ

て
お
り
、
地
球
的
な
規
模
で
プ
ラ
ス
の
変
化
を
起
こ
す
﹃
力
﹄

と
﹃
使
命
﹄
が
一
人
ひ
と
り
に
あ
る
と
の
自
覚
を
促
す
教
育
が

必
要
と
な
り
ま
すそ
﹂

　

急
進
的
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、＂
人
間
は
地
球

と
他
の
生
物
に
危
害
を
加
え
る
だ
け
の
、
歓
迎
さ
れ
ざ
る
寄
生

虫
＂
と
考
え
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
Ｓ
Ｇ
Ｉ
は
＂
責
任

感
と
自
覚
を
も
っ
て
価
値
創
造
に
奉
仕
す
る
人
間
は
、
最
も
頼

も
し
い
変
革
の
主
体
者
で
あ
る
＂
と
の
認
識
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　

池
田
会
長
は
、
昨
年
︵
２
０
１
２
年
︶
の
﹁
国
連
持
続
可
能
な

開
発
会
議
﹂︵
リ
オ
＋
20
︶
に
向
け
て
の
提
言
︵﹁
持
続
可
能
な
地
球

社
会
へ
の
大
道
﹂︶
で
も
、
こ
の
点
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
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﹁
資
源
は
有
限
で
あ
っ
て
も
、
人
間
の
可
能
性
は
無
限
で
あ
り
、

人
間
が
創
造
す
る
こ
と
の
で
き
る
価
値
に
も
限
り
が
な
い
。
そ

の
価
値
の
発
揮
を
良
い
意
味
で
競
い
合
い
、
世
界
へ
未
来
へ
と

共
に
還
元
し
て
い
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
概
念
と
し
て
位
置
付
け

て
こ
そ
、﹃
持
続
可
能
性
﹄
の
真
価
は
輝
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
かた
﹂

　

ナ
ミ
ビ
ア
共
和
国
の
漁
業
管
理
の
分
野
で
働
く
ド
イ
ツ
Ｓ
Ｇ

Ｉ
の
女
性
は
、こ
の
視
点
に
賛
同
し
、
仏
教
徒
に
な
っ
た
こ
と
が
、

ど
れ
ほ
ど
彼
女
の
仕
事
の
や
り
方
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
影
響
を
与

え
た
か
に
つ
い
て
話
し
て
い
ま
す
。

　
﹁
西
洋
思
想
は
、
人
間
と
自
然
を
切
り
離
し
て
考
え
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
。
時
に
は
、
人
間
は
自
然
に
と
っ
て
悪
い
存
在
で
あ

る
と
見
な
す
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
は

生
命
と
環
境
は
深
い
相
互
関
係
に
あ
る
と
見
な
し
ま
す
﹂﹁
私
に

と
っ
て
、
仏
教
の
依
正
不
二
の
概
念
、
そ
し
て
＂
す
べ
て
の
も

の
は
孤
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
＂
と
い
う
思
想
は
、

＂
人
間
社
会
が
自
然
と
調
和
す
る
方
向
に
戻
る
こ
と
に
貢
献
す
る

漁
業
管
理
＂
を
実
現
す
る
全
体
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
探
求
す
る

上
で
の
哲
学
的
基
礎
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
﹂

持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
は
、
仏
教
の
歴
史
的
・
理
論
的
背
景
へ
の
理
解
促
進

を
基
調
と
し
た
活
動
と
と
も
に
、﹁
展
示
会
﹂
な
ど
を
通
し
て
、

社
会
教
育
や
人
々
の
認
識
を
高
め
る
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
、
国
連
主
導
の
活
動
へ
の
支
援
と
い
う
か

た
ち
を
と
り
ま
す
。
１
９
９
２
年
、
ブ
ラ
ジ
ル
・
リ
オ
デ
ジ
ャ

ネ
イ
ロ
で
の
﹁
地
球
サ
ミ
ッ
ト
﹂
の
際
、ブ
ラ
ジ
ル
Ｓ
Ｇ
Ｉ
は
﹁
ア

マ
ゾ
ン

─
そ
の
環
境
と
開
発
﹂
と
い
う
展
示
会
を
主
催
し
ま

し
た
。
こ
の
展
示
会
に
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
全
体
で
約
70
万

の
人
が
足
を
運
び
ま
し
た
。

　

２
０
０
２
年
の
南
ア
フ
リ
カ
・
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
で
の
﹁
持

続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
世
界
首
脳
会
議
﹂︵
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
・

サ
ミ
ッ
ト
︶
に
先
立
っ
て
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
代
表
は
２
０
０
１
年
、
池
田

Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
提
言
を
も
と
に
、
他
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
も
協
力
し
て
、

日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
﹁
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め

の
教
育
の
10
年
﹂
の
制
定
を
提
案
し
ま
し
たち
。

　

２
０
０
２
年
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
は
同
サ
ミ
ッ
ト
の
た
め
に
、
地
球
憲

章
委
員
会
と
協
力
し
て
、﹁
静
か
な
る
革
命
﹂
と
い
う
映
画
と
﹁
変
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革
の
種
子
﹂
展
と
い
う
展
示
会
を
共
催
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、

私
た
ち
が
と
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
問
題
を
明
確
に
し
な
が
ら

も
、
重
す
ぎ
る
内
容
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
し
た
。

そ
し
て
﹁
学
び
、
考
え
、
力
づ
け
る
﹂︵Learn, R

eflect, Em
pow

er

︶

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
ど
の
展
示
部
門
で
も
最
後
に
は
、

い
わ
ゆ
る
﹁
普
通
の
人
﹂
が
変
革
へ
の
行
動
を
と
る
こ
と
に
成

功
し
た
例
を
紹
介
し
ま
し
た
。﹁
一
人
の
人
間
が
必
ず
変
革
を
も

た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
い
う
私
た
ち
の
信
念
を
伝
え
る
た

め
で
す
。

　

私
た
ち
の
最
新
の
展
示
﹁
希
望
の
種
子

─
持
続
可
能
性
の

ビ
ジ
ョ
ン
と
変
革
へ
の
ス
テ
ッ
プ
﹂
展
は
、
地
球
憲
章
委
員
会

と
共
催
し
た
も
の
で
、
24
の
パ
ネ
ル
を
通
し
て
、
変
革
を
開
始

さ
せ
る
た
め
に
行
動
し
た
８
人
の
個
人
に
光
を
当
て
て
い
ま
す
。

な
か
に
は
ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
さ
ん
や
ヘ
イ
ゼ
ル
・
ヘ
ン

ダ
ー
ソ
ン
さ
ん
な
ど
の
著
名
人
も
い
ま
す
が
、
他
は
も
っ
と
身

近
な
事
例
の
人
た
ち
で
す
。

　

持
続
可
能
性
へ
の
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
貢
献
は
、
幾
つ
か
の
異
な
る
レ

ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
Ｓ
Ｇ
Ｉ
に
は
国
連
連
絡
事
務
所
が

あ
り
、
代
表
が
国
際
的
協
議
や
議
論
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
新
し
い
目
標
に
つ
い
て
で

す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
﹁
ポ
ス
ト
２
０
１
５
年
開
発
ア
ジ
ェ
ン

ダつ﹂
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
は
多
く
の
国
で
、
植
樹
活
動
か
ら
教
師
の

育
成
ま
で
率
先
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
マ
レ
ー
シ
ア
Ｓ
Ｇ
Ｉ

で
は
、
２
０
０
０
年
に
行
わ
れ
た
最
初
の
地
球
憲
章
の
イ
ベ
ン

ト
を
き
っ
か
け
に
、
リ
サ
イ
ク
ル
と
清
掃
の
活
動
を
続
け
て
き

ま
し
た
。
ま
た
毎
年
４
月
を
環
境
問
題
へ
の
関
心
と
個
人
の

責
任
感
を
高
め
る
た
め
の
地
域
活
動
を
す
る
月
間
と
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
も
広
範
な
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
貢
献
活
動
で
最
も
目
に
見
え
や
す
い
も
の
は
、
１

９
９
２
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
・
マ
ナ
ウ
ス
近
郊
に
開
設
さ
れ
た
﹁
ア

マ
ゾ
ン
自
然
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
﹂
で
す
。
こ
こ
で
は
、
劣
化

し
た
森
林
地
帯
の
復
元
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
住
民
と
森
林
の

共
生
を
可
能
に
す
る
植
林
技
術
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

セ
ン
タ
ー
で
は
、
環
境
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
手
が
け
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
先
住
民
の
共
同
体
と
協
働
し
て
、
彼
ら
が
持
続
可
能

な
か
た
ち
で
生
活
を
改
善
す
る
手
助
け
を
し
て
い
ま
す
。
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ま
た
ブ
ラ
ジ
ル
Ｓ
Ｇ
Ｉ
で
は
、
公
立
学
校
で
の
園
芸
活
動
と

リ
サ
イ
ク
ル
活
動
を
、
教
師
や
両
親
と
と
も
に
推
進
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
同
国
教
育
省
が
認
定
し
て
い
る
﹁
牧
口
教
育
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
の
一
環
で
す
。
す
で
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
諸
都
市
の

約
３
０
０
の
学
校
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
地
域
レ
ベ
ル
の
活
動
は
各
国
で
展
開
さ

れ
て
お
り
、
町
や
村
で
の
植
樹
、
清
掃
そ
の
他
の
活
動
が
続
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｓ
Ｇ
Ｉ
と
地
球
憲
章
運
動

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
、
国
家
、
そ
し
て
国
際
レ
ベ

ル
で
様
々
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と

つ
で
あ
る
地
球
憲
章
運
動
と
は
、
15
年
以
上
も
連
携
し
て
い
ま

す
。
地
球
憲
章
は
、
持
続
可
能
な
開
発
を
促
す
倫
理
的
原
則
の

普
遍
的
な
表
現
で
あ
り
、
そ
の
価
値
観
は
私
た
ち
の
も
の
と
完

全
に
一
致
し
て
い
る
の
で
す
。

　

地
球
憲
章
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
私
た
ち
に
、
共
通

す
る
考
え
を
も
っ
た
個
人
や
団
体
と
の
新
し
い
出
会
い
を
も
た

ら
し
て
く
れ
ま
し
た
。
何
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
私
た
ち
の
価

値
観
に
つ
い
て
、
仏
教
徒
に
限
ら
ず
、
誰
に
で
も
わ
か
る
普
遍

的
な
言
葉
で
話
し
合
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
関
係
団
体
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト
ン
21
世
紀

セ
ン
タ
ー
︵
現
・
池
田
国
際
対
話
セ
ン
タ
ー
︶
は
、
地
球
憲
章
の
草

案
に
関
す
る
諮
問
会
議
を
連
続
し
て
開
催
し
ま
し
た
。
同
様
の

協
議
会
を
ア
メ
リ
カ
Ｓ
Ｇ
Ｉ
も
開
催
し
ま
し
た
。

　

１
９
９
０
年
代
後
半
、
地
球
憲
章
の
草
案
が
対
話
を
通
し
て

仕
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
一
方
で
、
ア
ジ
ア
で
は
あ
ま
り
注
目
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

地
球
憲
章
委
員
会
の
議
長
の
一
人
で
あ
る
ミ
ハ
エ
ル
・
ゴ
ル
バ

チ
ョ
フ
氏
が
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
も
つ
ア
ジ
ア
で
の
広
い
草
の
根
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し
て
地
球
憲
章
へ
の
認
識
を
高
め
る
こ
と
に

取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
き
た
の
で
す
。

　

地
球
憲
章
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
憲
章
に
示
さ
れ
た
Ｓ

Ｇ
Ｉ
の
基
本
的
な
哲
学
・
見
解
は
、
非
常
に
共
鳴
し
合
っ
て
い

ま
す
。
人
間
の
責
任
と
主
体
性
、
相
互
関
係
性
と
世
界
的
な
展

望
を
、
詩
的
に
、
そ
し
て
深
い
精
神
性
を
も
っ
て
表
現
し
て
い

る
地
球
憲
章
に
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
理
念
と
と
て
も
近
い
も
の
が
あ

る
の
で
す
。
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池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
も
、
例
年
の
平
和
提
言
の
中
で
何
度
も
地

球
憲
章
に
触
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
２
０
０
２
年
の
提
言
︵﹁
人
間
主
義

︱
地
球
文
明
の

夜
明
け
﹂︶
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

　
﹁﹃
地
球
憲
章
﹄
に
は
、
環
境
問
題
に
限
ら
ず
、
公
正
な
社
会

と
経
済
、
民
主
主
義
、
非
暴
力
と
平
和
に
関
す
る
項
目
な
ど
、

今
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
︵
地
球
社
会
の
運
営
︶
を
考

え
る
上
で
欠
か
せ
な
い
包
括
的
な
行
動
規
範
が
盛
り
込
ま
れ
て

お
り
、
21
世
紀
の
人
類
の
指
針
と
な
る
べ
き
も
の
で
すて
﹂

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
で
地
球
憲
章
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
強
く
鼓
舞

さ
れ
て
、
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
で
何
ら
か
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
た
り
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
基
づ
く
市
民
グ

ル
ー
プ
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
を
始
め
た
人
も
い
ま
す
。

　

総
体
的
に
見
れ
ば
、
私
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
が
し
て
い
る
持
続
可
能

性
へ
の
最
も
大
き
な
貢
献
は
、
メ
ン
バ
ー
一
人
ひ
と
り
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
や
職
場
で
な
し
て
い
る
貢
献
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
場
所
こ
そ
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
哲
学
が
現
実
に
な

る
場
な
の
で
す
。

　

こ
こ
で
、
何
人
か
の
成
長
の
過
程
を
、
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
自
己
変
革
は
Ｓ
Ｇ
Ｉ
で
教
え

ら
れ
た
仏
教
的
価
値
観
と
日
々
の
信
仰
実
践
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
も
の
で
す
。
私
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
一
人
ひ
と
り
の
努
力

は
、
行
動
を
通
し
て
の
人
間
革
命
の
実
例
を
、
そ
の
ま
ま
示
し

て
い
る
と
信
じ
ま
す
。
人
間
革
命
は
、
大
我
の
成
長
と
拡
大
の

た
め
の
終
わ
る
こ
と
な
き
過
程
で
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
が
信
仰
を

通
し
て
目
指
し
て
い
る
理
想
の
姿
な
の
で
す
。

　

不
法
な
森
林
伐
採
の
防
止
に
取
り
組
ん
で
い
る
イ
ギ
リ
ス
Ｓ

Ｇ
Ｉ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
こ
の
﹁
自
己
変
革
の
プ
ロ
セ
ス
﹂
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
ま
す
。﹁
変
革
は
自
分
自
身
か
ら

起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
自
分
の
人
生
を
、
単

に
生
き
長
ら
え
る
た
め
だ
け
の
も
の
と
か
、
起
こ
っ
た
問
題
を

解
決
す
る
だ
け
の
も
の
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
何
か
目
標
を

立
て
て
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
挑
戦
し
、
長
期
の
目
標
に
常
に
焦

点
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
失
敗
も
長
い
目
で
見
て
い
く

─
こ
う

い
う
生
き
方
を
学
ん
だ
の
で
す
﹂

　

こ
の
こ
と
は
、
ジ
ャ
ニ
ー
ン
・
フ
ォ
ウ
ラ
ー
と
マ
ー
ブ
・
フ

ォ
ウ
ラ
ー
夫
妻
の
著
作
﹃
丘
の
国
に
響
く
唱
題

─
英
国
ウ
ェ
ー

ル
ズ
と
ボ
ー
ダ
ー
ズ
地
方
で
の
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
﹄
に
次
の



174

よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
﹁
日
蓮
仏
法
で
い
う
悟
り
と
は
、
欲
望
を
無
く
す
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
大
乗
仏
教
で
い
う
真
の
菩
薩
の
精
神
で
積
極
的
に

世
界
と
関
わ
っ
て
い
く
生
き
方
の
こ
と
な
の
で
す
。
自
分
自
身

の
大
我
を
体
験
で
き
た
人
こ
そ
が
、
世
界
に
平
和
と
調
和
を
生

み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
すと
﹂

Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
の
事
例
研
究

　

私
は
Ｓ
Ｇ
Ｉ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
﹁
メ
ン
バ
ー
の
体
験
﹂
の
コ
ー

ナ
ー
に
載
っ
て
い
た
事
例
か
ら
、
持
続
可
能
性
に
関
係
す
る
15

人
の
体
験
を
考
察
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
、

す
で
に
紹
介
し
た
通
り
で
す
。

　

今
回
の
調
査
を
通
し
て
、
彼
ら
の
体
験
に
共
通
点
が
あ
る
こ

と
が
印
象
深
く
、
私
は
、
そ
の
幾
つ
か
を
以
下
に
ま
と
め
て
み

ま
し
た
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
メ
ン
バ
ー
が
、
信
仰
を
深
め
る
に
つ
れ
て
、
ど
の

よ
う
に
環
境
へ
の
貢
献
を
次
第
に
増
や
す
よ
う
に
な
る
の
か
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
い

ま
す
。

《
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
の
体
験
事
例
の
共
通
点
》

・
最
初
は
方
向
性
が
明
確
で
は
な
い
。

・﹁
自
分
に
も
変
化
を
起
こ
せ
る
の
だ
﹂
と
い
う
自
信
を
も
っ
て

い
な
い
。

・
仏
教
の
勉
強
と
実
践
を
始
め
る
。

・
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
立
ち
向
か
い
始
め
る
。

・
環
境
と
つ
な
が
っ
て
い
る
実
感
や
責
任
感
、
思
い
や
り
の
心

を
拡
大
し
て
い
く
。

・
環
境
を
守
る
取
り
組
み
や
地
域
へ
の
貢
献
を
、
夢
み
た
り
希

望
し
た
り
し
始
め
る
。

・﹁
変
化
は
自
分
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
こ
と
に
気
が
つ
く
。

・
自
分
の
無
力
感
を
少
し
ず
つ
克
服
し
て
い
く
。

・
勉
強
し
、
自
己
鍛
錬
を
す
る
。

・
目
の
前
に
あ
る
地
域
の
課
題
に
取
り
組
み
始
め
る
。

・
仏
教
の
教
え
と
信
仰
に
鼓
舞
さ
れ
る
。

・
壁
に
ぶ
つ
か
る
。

・
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
や
仏
教
の
法
理
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
指

導
に
よ
っ
て
励
ま
さ
れ
る
。

・
貢
献
へ
の
自
身
の
決
意
を
深
め
る
。
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・
自
分
の
夢
や
目
標
を
、
よ
り
大
き
く
し
て
い
く
。

・
こ
の
よ
う
に
し
て
貢
献
の
大
き
さ
を
ど
こ
ま
で
も
広
げ
続
け

て
い
く
。
そ
の
際
、
彼
ら
を
励
ま
す
の
は
仏
教
の
実
践
で
あ

り
、
学
習
で
あ
り
、
他
の
Ｓ
Ｇ
Ｉ
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
指
導
や

支
え
で
あ
る
。

　

ど
の
体
験
に
も
、
貧
し
さ
と
無
力
感
か
ら
力
強
く
蘇
生
し
て
、

社
会
に
関
与
し
貢
献
す
る
よ
う
に
な
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の

旅
路
が
あ
り
ま
す
。
意
気
阻
喪
さ
せ
る
よ
う
な
困
難
や
挫
折
に

も
負
け
ず
、
責
任
感
を
も
ち
つ
づ
け
、
希
望
を
捨
て
な
い
と
い

う
彼
ら
の
決
意
が
、
こ
こ
に
は
表
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ら
は
す
べ
て
﹁
戦
う
精
神
﹂
の
実
例
な
の
で
す
。

　

こ
こ
に
こ
そ
、
日
蓮
や
創
価
学
会
の
３
代
の
会
長
の
精
神
的

遺
産
が
あ
り
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
創
立
に
込
め
ら
れ
た
願
い
も
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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