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仏
教
の
智
慧
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
意
識

　

─
実
践
の
領
野
を
探
る

ル
ベ
ン
・
ア
ビ
ト

前
川
健
一
　
訳

　

深
刻
な
生
態
学
的
危
機
に
直
面
し
て
い
る
現
代
の
グ
ロ
ー
バ

ル
社
会
に
対
し
て
、
仏
教
が
提
供
で
き
る
も
の
を
考
え
る
と
い

う
時
、
自
然
と
わ
き
上
が
る
疑
問
は
「
ど
の
種
類
の
仏
教
な
の

か
？
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
二
千
五
百
年
に

及
ぶ
仏
教
の
歴
史
を
通
観
し
、
こ
の
精
神
的
・
文
化
的
・
宗
教

的
な
伝
統
（
と
い
う
よ
り
諸
伝
統
の
系
統
群
と
い
う
べ
き
か
）
を
俯
瞰

す
る
時
、
私
た
ち
の
眼
に
映
る
の
は
仏
教
の
多
様
な
形
態
で
あ

り
、
そ
れ
ら
は
教
理
的
立
場
、
儀
礼
行
為
、
宗
教
的
実
践
に
関

す
る
規
定
、
倫
理
的
指
針
な
ど
に
お
い
て
種
々
様
々
で
あ
る
。

　

上
掲
の
疑
問
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
潜
在

的
な
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
球
家
族
に
迫
る
問
題
群
に

関
し
て
「
仏
教
徒
と
し
て
」
特
別
に
貢
献
で
き
る
こ
と
を
考
え

る
際
に
は
、
仏
教
「
一
般
」
に
関
し
て
当
た
り
障
り
の
な
い
発

言
を
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
見
交
換
を
無
駄
な
も
の
に
す
る

こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
ど
の
仏
教
伝
統
が
参
照
さ
れ
て
い
る

の
か
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点

に
関
し
て
、
神
学
者
の
ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
グ
は
、「
パ
ラ
ダ
イ

ム
・
シ
フ
ト
」
と
い
う
概
念
を
援
用
し
て
、
一
個
の
宗
教
伝
統
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内
に
お
け
る
信
仰
と
実
践
の
様
々
な
配
置
を
一
覧
す
る
場
合
に

役
立
つ
枠
組
み
を
提
示
し
て
い
る
。
キ
ュ
ン
グ
は
仏
教
の
中
で

六
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
を
析
出
し
て
い
る
。（
１
）
ゴ
ー

タ
マ
と
彼
の
信
奉
者
た
ち
に
よ
る
初
期
仏
教
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
、

（
２
）
出
家
僧
団
が
確
立
し
た
後
の
上
座
部
（
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
）

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
、（
３
）
瞑
想
志
向
（
禅
）、
信
仰
志
向
（
浄
土
）、

行
動
志
向
（
法
華
）
と
い
っ
た
仏
教
実
践
の
諸
形
態
に
分
化
し
た

大
乗
仏
教
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
、（
４
）
金
剛
乗
（
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ヤ
ー
ナ
）

の
密
教
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
、（
５
）
二
十
世
紀
の
倫
理
志
向
的
・
社

会
参
加
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
、（
６
）
欧
米
的
な
近
代
の
諸
価
値
と

世
界
観
に
接
し
た
緊
張
か
ら
生
ま
れ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
仏
教

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
（K

üng 2003

）。

エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
意
識
に
対
立
す
る
諸
要
素

　

初
期
仏
教
の
経
典
を
読
む
と
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
出
て
く

る
。
パ
ー
リ
経
典
の
記
述
に
見
出
さ
れ
る
教
理
内
容
や
宗
教
実

践
の
指
針
は
、
は
た
し
て
生
態
学
的
に
生
存
可
能
な
世
界
観
や

生
き
方
を
支
持
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？　

聖
典
や
史
料
を

瞥
見
す
る
限
り
、「
そ
う
は
見
え
な
い
」
と
答
え
る
の
は
容
易
で

あ
る
。

　

イ
ン
ド
で
誕
生
・
発
展
し
、
ス
リ
ラ
ン
カ
そ
の
他
の
ア
ジ
ア

諸
国
に
伝
播
し
た
仏
教
が
目
指
し
た
も
の
は
、
現
世
の
生
存
に

お
け
る
内
在
的
な
不
充
足
か
ら
人
間
存
在
を
解
放
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
パ
ー
リ
聖
典
に
見
出
さ
れ
る
現
実
観
や
宗
教
実
践
の

指
針
は
様
々
に
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
強
調
し
て
い
る
の

は
、
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
ブ

ッ
ダ
の
教
え
に
随
順
し
、
涅
槃
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
の
獲
得
に
向

け
て
、
精
神
的
調
練
の
道
を
歩
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ

れ
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
意
識
や
行
動
そ
れ
自
体
を
、
程
度
の

差
は
あ
れ
、
支
持
す
る
こ
と
を
訴
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
言
え

な
い
。

　

生
死
の
円
環
（
輪
廻
）
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
世
界
観
に
お
い
て
、

地
獄
・
餓
鬼
（
亡
霊
）・
畜
生
（
動
物
）・
修
羅
（
悪
神
）・
人
・
天

（
神
）
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
物
が
い
る
六
つ
の
領
域
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
輪
廻
に
捕
ら
わ
れ
た
生
き
物
た
ち
（
衆

生
、
有
情
）
は
、
解
放
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
文
脈
で
は
、
樹
木
や
山
、
岩
石
や
河
川
と
い
っ
た
、
文
字

通
り
の
自
然
世
界
は
、
衆
生
を
輪
廻
の
中
に
と
ど
め
る
「
容
器
」・
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「
環
境
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
区
別
に
よ
っ
て
、
こ

の
容
器
の
中
に
い
る
衆
生
に
と
っ
て
の
解
放
を
求
め
る
関
心
の

領
域
の
外
側
に
、「
環
境
」
は
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
伝
統
か
ら
継
承
さ
れ
、
仏
教
文
献
に
入
り
込

ん
で
い
く
、
時
間
と
歴
史
に
対
す
る
諸
見
解
が
示
す
の
は
、
数

え
き
れ
な
い
ほ
ど
長
い
時
間
を
単
位
と
し
て
物
理
的
世
界
の
生

成
・
維
持
・
破
壊
が
起
こ
る
と
い
う
円
環
的
な
見
方
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
世
界
観
に
よ
っ
て
、
地
上
で
の
生
命
の
破
壊
は
、
宇

宙
が
経
る
過
程
の
内
在
的
本
質
の
一
部
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

単
に
認
識
し
て
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
故
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
関
心
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　

大
乗
仏
教
に
お
い
て
、
般
若
経
（
智
慧
に
つ
い
て
の
経
典
）
は
、

し
ば
し
ば
「
空
虚
（em

ptiness

）」
と
訳
さ
れ
る
「
空
」
の
概
念

を
軸
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
つ
の
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
。

正
し
く
理
解
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
相
互

連
関
を
明
か
す
教
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
、
現
世

な
ら
び
に
現
世
に
結
び
付
い
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
夢
幻
泡
影
」

（
金
剛
般
若
経
）
と
見
な
す
解
釈
に
も
力
を
貸
す
。
こ
う
し
た
、
現

象
的
存
在
が
本
質
的
に
幻
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方

は
、
こ
の
現
世
で
進
行
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
能
動
的
関
心

を
支
え
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
方
の
大
乗
仏
教
の
展
開
と
し
て
、
浄
土
教
が
あ
る
。

こ
ち
ら
は
、
東
ア
ジ
ア
（
朝
鮮
、
中
国
、
日
本
）
で
広
く
受
容
さ

れ
た
。
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
（
浄
土
）
へ
の
往
生
を
中
心
と
す

る
教
義
を
有
し
、
現
世
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
目
指

す
宗
教
実
践
の
一
形
態
（
阿
弥
陀
仏
の
お
名
前
を
唱
え
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
念
仏
）
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

か
ら
す
れ
ば
、
可
能
な
限
り
現
世
か
ら
速
や
か
に
脱
出
す
る
こ

と
を
除
け
ば
、
現
世
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
関
心
が
存
在

す
る
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
浄
土
に
つ
い
て
は

複
数
の
解
釈
が
あ
り
、
と
り
わ
け
親
鸞
の
教
説
に
基
づ
く
解
釈

で
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
意
識
や
行
動
を
基
礎
づ
け
る
と
思
わ

れ
る
解
釈
上
の
動
向
の
も
と
で
、
浄
土
が
異
世
界
で
あ
る
と
い

う
側
面
を
あ
ま
り
強
調
せ
ず
、
信
仰
者
の
関
心
を
現
世
に
お
け

る
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（D

ake 

2012
、B

arnhill 2010

参
照
）。

　

様
々
な
仏
教
の
伝
統
、
あ
る
い
は
キ
ュ
ン
グ
の
上
掲
の
言
葉



133

「東洋学術研究」第53巻第１号

仏教の智慧とエコロジー的意識─実践の領野を探る

を
使
え
ば
、
様
々
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
わ
た
っ
て
、
精
神
的
な
修

行
に
関
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
指
針
を
有
し
て
い
る
も

の
の
、「
苦
悩
か
ら
の
解
放
」
に
せ
よ
「
覚
り
」
に
せ
よ
、「
涅
槃
」

に
せ
よ
「
浄
土
へ
の
往
生
」
に
せ
よ
、
究
極
の
目
的
と
見
な
さ

れ
る
も
の
を
個
人
が
実
現
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
る
た
め
、

「
環
境
」
に
対
す
る
如
何
な
る
関
心
も
陰
に
隠
れ
が
ち
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、
同
様
の
方
向
性
に
あ
る
も
の
と
し
て
指
摘
さ

れ
る
多
く
の
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
仏
教
が
エ
コ

ロ
ジ
ー
的
な
意
識
に
対
し
て
示
し
て
き
た
実
績
に
は
、
多
く
の

不
満
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
意
識
や
行
動
に
親
和
的
な
特
徴

　

何
世
紀
に
も
わ
た
る
、
様
々
な
地
理
上
の
領
域
に
ま
た
が
る

仏
教
の
発
展
の
道
筋
を
た
ど
る
と
、
上
述
と
は
や
や
異
な
っ
た

仏
教
の
他
の
側
面
も
見
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的

な
意
識
に
資
す
る
要
素
も
見
つ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

我
々
が
今
日
置
か
れ
て
い
る
生
態
学
的
環
境
に
対
し
て
仏
教
が

貢
献
で
き
る
も
の
の
基
礎
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

　

既
に
他
の
学
者
や
実
践
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
こ

う
し
た
要
素
の
幾
つ
か
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　

た
と
え
ば
、
ラ
ン
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
博
士
は
、

仏
教
の
後
期
の
段
階
の
文
献
で
は
、
植
物
が
知
覚
を
有
す
る
こ

と
は
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
初
期
の
段
階
で
は
植
物
が

或
る
程
度
の
知
覚
を
有
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
点
を
注

意
し
て
い
る
（Schm

ithausen 1991

）。
植
物
に
も
知
覚
に
準
ず
る

も
の
が
あ
る
と
い
う
、
こ
の
見
解
は
、
自
然
世
界
に
対
し
て
、

肯
定
的
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
点
か
ら
健
全
な
態
度
や
行
動
を
う
な

が
し
て
い
る
。
著
名
な
例
は
、
タ
イ
に
お
い
て
社
会
活
動
を
行

っ
て
い
る
上
座
部
仏
教
の
僧
侶
た
ち
が
採
っ
て
い
る
戦
略
で
あ

る
。
彼
ら
は
環
境
破
壊
か
ら
樹
木
を
保
護
す
る
た
め
、
危
険
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
樹
木
に
授
戒
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

大
乗
仏
教
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
「
空
」
は
、
し
ば
し
ば
「
空

虚
」と
訳
さ
れ
る
が
、ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
世
界
否
定
的
な
立
場
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
よ
り
は
、実
際
の
と
こ
ろ
は
、森
羅
万
象
の
複

雑
な
相
互
関
係
・
相
互
連
関
に
つ
い
て
の
仏
教
の
洞
察
を
表
明

す
る
も
う
一
つ
の
仕
方
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
概

念
を
解
説
す
る
多
く
の
著
作
で
反
復
さ
れ
て
い
る
命
題
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
ベ
ト
ナ
ム
出
身
の
仏
教
指
導
者
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
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ハ
ー
ン
は
、
現
代
社
会
に
向
け
て
こ
の
洞
察
に
光
を
当
て
、こ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め
に「
相
互
存
在
（Interbeing

）」と
い

う
言
葉
を
作
り
出
し
た
人
物
と
し
て
際
立
っ
て
い
る
。

　

大
乗
経
典
の
『
華
厳
経
』
は
、
こ
の
万
物
の
相
互
連
関
と
い

う
こ
と
を
中
心
と
し
た
、
実
在
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
示
し
て
い

る
。
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
中
国
に
伝
播
し
、
そ
の
地
で
華
厳

宗
を
通
じ
て
彫
琢
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
然
と
の
一
体
性
と

調
和
と
い
う
感
覚
を
基
礎
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
相
互

に
連
関
し
合
っ
た
網
状
体
と
し
て
現
実
を
見
る
見
方
は
、
地
球

共
同
体
に
対
し
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
に
健
全
な
存
在
の
仕
方
に
つ

い
て
の
仏
教
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
鼓
吹
し
基
礎
づ
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
現
代
の
哲
学
的
・
科
学
的
な
世
界

像
と
も
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
（M

acy 1991

）。

　
『
法
華
経
』
の
教
説
に
は
、﹇
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
﹈
肯
定
的
な
立

場
が
見
出
だ
せ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
と
労
苦
の
た
だ

中
に
あ
る
、
こ
の
地
上
世
界
（
娑
婆
世
界
）
が
、
釈
迦
牟
尼
仏
の

不
断
の
慈
悲
の
振
る
舞
い
が
発
揮
さ
れ
る
場
所
に
他
な
ら
な
い

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
俗
的
な
現
実
に
対
す
る
関

心
と
能
動
的
な
関
与
を
基
礎
づ
け
る
宗
教
的
な
世
界
像
で
あ
る
。

こ
の
命
題
は
、『
法
華
経
』
が
理
想
的
な
仏
教
信
仰
者
と
し
て
の

菩
薩
の
概
念
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
こ
の
地
上

に
い
る
同
朋
た
ち
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
る
た
め
行
動
す
る
よ
う

奮
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
生
態
系
破
壊

の
泥
沼
に
落
ち
込
ん
だ
我
々
の
同
朋
で
あ
る
生
き
物
た
ち
の
痛

み
と
苦
し
み
に
対
す
る
感
受
性
が
養
わ
れ
、
さ
ら
に
は
、
エ
コ

ロ
ジ
ー
に
関
わ
る
生
き
方
と
戦
略
的
な
行
動
が
鼓
吹
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
。

　

長
い
歴
史
を
通
じ
て
登
場
し
て
き
た
仏
教
の
様
々
な
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
中
か
ら
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
意
識
を
支
え
、
エ
コ

ロ
ジ
ー
的
な
生
き
方
と
行
動
戦
略
を
鼓
吹
す
る
、
他
の
多
く

の
特
徴
が
取
り
出
せ
る
。『
仏
教
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
』（Tucker and 

W
illiam

s 1997

）
所
収
の
多
く
の
論
文
は
、
こ
う
し
た
路
線
に
沿

っ
た
考
察
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、
仏
教
に
も
と
づ
く
建
設
的

な
考
察
の
素
晴
ら
し
い
実
例
を
提
供
し
て
い
る
。
同
様
に
、
こ

の
観
点
か
ら
我
々
に
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
同

僚
同
士
で
あ
る
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
・
カ
ー
ザ
と
ケ
ネ
ス
・
ク
ラ
フ

ト
の
『
法
の
雨
』（K

aza and K
raft 2000

）
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ペ
イ

ン
の
『
ど
れ
ほ
ど
あ
れ
ば
十
分
な
の
か
？　

仏
教
・
商
業
主
義
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と
人
間
の
環
境
』（Payne 2010

）
で
あ
る
。

　

様
々
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
仏
教
に
属
す
る
信
者
や
実
践
者
た
ち

が
地
球
の
生
態
学
的
危
機
に
対
し
て
鋭
敏
な
意
識
を
持
つ
よ
う

に
な
る
に
つ
れ
、
彼
ら
は
自
ら
が
尊
重
す
る
伝
統
を
調
べ
、「
あ

な
た
た
ち
の
仏
教
の
実
践
形
態
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
意
識
と
ど

の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
の
情

報
資
源
を
探
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
グ
ロ
ー
バ

ル
な
生
態
学
的
状
況
に
対
応
す
る
た
め
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
と
指
針
に
対
し
て
意
義
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
貢
献
す
る
よ
う

な
仏
教
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
実
践
を
、
自
ら
に
対
し
て
明
確
な
も

の
と
し
、
体
得
す
る
と
い
う
、
こ
の
課
題
に
、
仏
教
の
信
者
・

実
践
者
か
ら
成
る
諸
団
体
は
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
なdukkha

（
苦
）理
解

　

生
態
学
的
危
機
に
よ
っ
て
生
活
に
悪
影
響
が
出
て
い
る
人
々

の
苦
悩
と
苦
痛
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
生
態
学
的
状
況
に
見
ら
れ
る
難
問
に
対
す
る
意
識
は
、
高
め

ら
れ
た
り
、
危
機
感
に
駆
ら
れ
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
地
球
の
ど
の
地
域
で
あ
れ
、
原
住
の
人
々
の
共
同
体
や
、

村
落
住
民
の
家
族
の
も
と
を
訪
れ
、「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
住
居
や
暮
ら
し
、
文
化
、

さ
ら
に
は
生
存
そ
の
も
の
が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
様
を
目

撃
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
地
域
に
住
む
人
々
の
親
密
な
家
族

や
友
人
の
う
ち
の
誰
か
が
、
疾
患
（
例
え
ば
癌
）
に
な
っ
た
り
、

呼
吸
不
全
や
先
天
性
異
常
が
起
こ
っ
た
り
し
て
、
そ
の
直
接
的

な
い
し
間
接
的
原
因
が
環
境
中
の
有
毒
物
に
さ
ら
さ
れ
た
こ
と

に
あ
る
。
あ
る
い
は
、
子
ど
も
の
頃
に
楽
し
ん
だ
蛙
の
歌
が
、

蛙
そ
の
他
の
多
く
の
動
物
の
生
存
状
況
が
悪
化
し
た
り
破
壊
さ

れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
も
は
や
聞
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と

実
感
す
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
生
物
学
者
Ｅ
・
Ｏ
・
ウ
ィ

ル
ソ
ン
の
近
著
『
生
命
の
未
来
』（W

ilson 2002

）
や
、ワ
ー
ル
ド
・

ウ
ォ
ッ
チ
研
究
所
の
年
報
そ
の
他
と
い
っ
た
、
誰
に
で
も
入
手

可
能
な
様
々
な
資
料
を
偏
見
の
な
い
素
直
な
目
で
読
む
と
、
納

得
で
き
る
。
そ
う
し
た
資
料
は
、
心
が
平
静
に
な
っ
た
と
き
、

問
題
は
「
ど
こ
か
他
の
と
こ
ろ
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
分

た
ち
の
生
活
の
場
そ
の
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
、

つ
ま
り
、
そ
れ
が
「
苦
」
で
あ
る
こ
と
を
、
啓
示
す
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
の
生
き
物
た
ち
の
苦
が
、
我
々
自
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身
の
苦
と
同
じ
よ
う
に
痛
切
に
感
じ
ら
れ
る
時
、「
ど
う
し
て
こ

ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
涌
き
起
こ

る
。
真
摯
に
こ
の
疑
問
を
問
い
、
切
迫
感
を
持
っ
て
追
究
す
る

な
ら
、
慣
れ
親
し
ん
だ
生
き
方
は
疑
問
に
付
さ
れ
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
人
が
引
き
込
ま
れ
る
探
究
は
、
現
象
的
存
在

の
「
苦
（
不
充
足
感
）」
に
気
づ
い
た
時
、
ガ
ウ
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー

ル
タ
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
探
究
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
故
、
こ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
レ
ベ
ル
で
の
「
苦
」
の
実

存
的
体
験
は
、
仏
教
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
教
学
に
と
っ
て
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
基
盤
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
は
、
こ
う
し
た
作
業
が

遂
行
さ
れ
る
た
め
の
枠
組
み
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め
た
い
と
思

う
。
こ
の
作
業
は
、
こ
の
体
験
と
認
識
を
共
有
す
る
よ
う
に
な

っ
た
我
々
の
共
同
作
業
で
あ
る
。

　

私
が
考
え
て
い
る
枠
組
み
は
、
ブ
ッ
ダ
自
身
に
よ
っ
て
提
供

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
彼
は
「
転
法
輪
経
」

と
い
う
説
法
の
中
で
、
自
ら
の
覚
り
の
体
験
の
本
質
を
最
初
の

信
奉
者
た
ち
に
解
き
明
か
し
た
時
に
、
こ
の
枠
組
み
を
示
し
て

い
る
。
説
法
の
中
で
、
ブ
ッ
ダ
は
四
聖
諦
と
い
う
治
療
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
提
示
し
て
い
る
。

　

我
々
の
生
態
学
的
不
調
に
現
れ
た
「
苦
」
に
つ
い
て
敏
感
に

な
る
こ
と
は
、
四
聖
諦
の
第
一
の
も
の
を
体
得
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
た
「
苦
」
の
（
諸
）
原
因
を
探
求
す
る
こ
と
は
、﹇
四

聖
諦
の
﹈
第
二
の
も
の
を
体
得
す
る
道
を
整
備
す
る
。
こ
の
点

で
、
人
間
存
在
の
悲
惨
を
も
た
ら
す
根
本
の
原
因
で
あ
る
三
毒

（
貪
・
瞋
・
癡
）
に
対
す
る
仏
教
の
洞
察
は
、
我
々
の
グ
ロ
ー
バ
ル

な
生
態
学
的
病
い
に
対
す
る
社
会
学
的
・
経
済
的
・
政
治
的
な
、

要
約
す
れ
ば
、
多
分
野
横
断
的
な
分
析
に
結
実
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
こ
の
作
業
に
は
、
様
々
な
専
門
分
野
の
人
々
を
巻

き
込
む
共
同
作
業
に
匹
敵
す
る
も
の
が
要
求
さ
れ
る
。

　

我
々
は
、
こ
う
し
た
種
類
の
分
析
は
世
界
各
地
の
様
々
な
集

団
や
個
人
に
よ
っ
て
既
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
共
同
事
業
に
於
い
て
、
何
が
仏
教
者
の
貢

献
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
？　

簡
単
に
言
え
ば
、
我
々
人
間

が
置
か
れ
た
状
況
に
対
す
る
ブ
ッ
ダ
の
洞
察
と
、
そ
れ
が
我
々

の
共
同
的
な
い
し
協
働
的
な
在
り
方
に
対
し
光
を
投
ず
る
仕
方

と
に
基
づ
く
、
も
の
の
見
方
が
、
こ
の
事
業
に
お
け
る
仏
教
者

の
貢
献
を
明
確
化
す
る
有
望
な
方
法
で
あ
る
（Loy 2003

）。

　

第
三
の
聖
諦
に
対
応
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
球
共
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同
体
の
中
で
我
々
全
て
が
求
め
る
幸
福
の
状
態
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

を
明
確
化
す
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
ビ
ー

ト
ル
ズ
の
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
の
歌
に
あ
や
か
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る

生
き
物
が
こ
の
地
上
で
調
和
の
う
ち
に
、
相
互
連
関
し
た
家
族

と
し
て
、
真
実
に
共
に
生
き
る
こ
と
が
出
来
る
世
界
を
、
ど
の

よ
う
に
「
イ
マ
ジ
ン
」
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
「
世
界

の
状
態
（state of the w

orld

）」
の
明
確
な
特
徴
は
何
な
の
だ
ろ
う

か
？
（
訳
注　
「
世
界
の
状
態
」
は
ワ
ー
ル
ド
・
ウ
ォ
ッ
チ
研
究
所
の
年

報
の
題
名
。
日
本
語
版
で
は
『
地
球
白
書
』
と
題
さ
れ
て
い
る
）

　

こ
う
し
た
考
察
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
作
り
出
す
こ
と
や
、
詩

的
想
像
力
の
領
域
だ
け
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
退
け
ら
れ
る

傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
め
ざ
す
べ
き
理
想
世
界
と
し
て
、
我
々

の
生
存
に
関
し
、
個
人
の
次
元
で
も
、
共
同
体
・
国
家
・
全
地

球
の
次
元
で
も
、
貪
・
瞋
・
癡
に
ま
み
れ
た
現
実
世
界
に
は
確

か
に
達
し
が
た
い
。
し
か
し
、
仏
教
の
こ
の
中
心
的
な
洞
察
と
、

そ
れ
に
基
づ
く
智
慧
は
、
二
千
五
百
年
間
に
わ
た
っ
て
、
真
正

な
生
き
方
を
求
め
る
者
た
ち
を
鼓
舞
し
続
け
て
き
た
。
そ
れ
は
、

「
こ
の
『
苦
』
に
は
終
滅
が
あ
る
」
と
い
う
確
言
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
こ
の
「
苦
」
を
鋭
く
感
じ
な
が
ら
生
き
て
い
る
我
々
を
も

鼓
舞
す
る
希
望
の
表
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
上
で
共

に
生
き
る
も
の
の
具
体
的
な
在
り
方
と
し
て
、「
苦
」
の
終
滅
を

思
い
描
い
て
、
そ
れ
を
め
ざ
し
な
が
ら
社
会
的
・
経
済
的
営
み

に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
点
で
、
仏
教
者
だ
け
で
な
く
、
善
意
あ
る
全
て
の
人
々

が
、
持
続
可
能
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
に
生
存
可
能
な
地
球
共
同
体

と
い
う
我
々
共
通
の
夢
を
明
確
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
を
求
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
事
業
に
お
け
る
我
々
の
味
方
で
あ
り
同
伴
者

で
あ
る
も
の
は
、
様
々
な
信
仰
の
伝
統
を
有
す
る
人
々
と
、
さ

ら
に
は
、
宗
教
か
ら
遠
ざ
か
り
人
生
に
於
け
る
重
要
な
要
素
と

は
見
な
し
て
は
い
な
く
と
も
、
真
正
な
生
き
方
を
求
め
て
い
る

人
々
と
も
、
対
話
と
協
働
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
時
、
四
聖
諦
の
第
四
で
あ
る
、
覚
り
に
導
く
八
正
道
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ロ
ー
カ
ル
・
個
人
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
我
々
の

社
会
に
見
出
さ
れ
る
貪
・
瞋
・
癡
の
構
造
を
取
り
除
く
た
め
の
、

個
人
的
努
力
だ
け
で
な
く
共
同
体
的
な
努
力
を
も
含
む
行
動
計

画
の
た
め
の
有
望
な
基
準
線
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
ス

ラ
ク
・
シ
ワ
ラ
ク
や
Ａ
・
Ｔ
・
ア
リ
ヤ
ラ
ト
ネ
そ
の
他
の
よ
う

な
ア
ジ
ア
の
仏
教
者
の
仕
事
は
、
我
々
全
て
に
と
っ
て
重
要
な
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指
標
で
あ
る
。
我
々
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
病
い
の
原
因
に
つ
い
て

の
理
解
に
基
づ
き
、
生
態
学
的
に
持
続
可
能
な
グ
ロ
ー
バ
ル
社

会
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
我
々
の
価
値
観
や
生

き
方
の
変
容
の
た
め
の
具
体
的
な
階
梯
を
詳
細
に
叙
述
す
る
こ

と
、
特
に
、
北
ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
日
本
と
い
っ
た
産

業
化
さ
れ
た
世
界
の
消
費
的
な
社
会
に
住
む
人
々
に
向
け
て
、

そ
う
す
る
こ
と
は
、
未
完
の
課
題
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（K

aza 

2004

、Payne 2010

参
照
）。
こ
れ
は
、
西
半
球
に
い
る
様
々
な
伝

統
に
属
す
る
仏
教
者
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
の
情
報
資
源

か
ら
引
き
出
さ
れ
た
仕
方
で
、
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て

い
る
課
題
で
あ
り
、
挑
戦
で
あ
る
。

　

我
々
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
生
態
学
的
病
い
と
い
う
「
苦
」
の
共

有
体
験
こ
そ
、
こ
の
課
題
と
挑
戦
を
引
き
受
け
る
た
め
の
刺
激

と
な
る
し
、
ブ
ッ
ダ
が
提
示
し
た
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
こ
そ
、
そ

の
た
め
の
枠
組
み
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
問
い
は
我
々
の
も
と
に
還
っ
て
く

る
。「
仏
教
と
い
う
伝
統
の
系
譜
に
属
す
る
と
自
認
す
る
人
々
は
、

今
後
の
道
筋
と
し
て
何
を
提
供
で
き
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
。

　

各
自
の
仏
教
の
立
場
を
述
べ
る
上
で
、﹇
ど
の
仏
教
の
伝
統
な

の
か
と
い
う
﹈
特
定
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
十
分
理

解
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
故
永
富
正
俊
・
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド

大
学
教
授
が
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の

対
話
に
つ
い
て
の
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
投
げ
か
け

た
問
い
は
、
こ
こ
で
我
々
に
と
っ
て
も
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
歴
史
上
、
ま
た
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
状
況
の
中
で
示
さ

れ
て
い
る
と
お
り
、「
仏
教
者
で
あ
る
在
り
方
」
が
極
め
て
多
様

で
あ
る
な
ら
、「
仏
教
を
『
仏
教
』
た
ら
し
め
る
も
の
は
何
で
あ

る
の
か
」
と
永
富
教
授
は
問
う
た
の
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て

言
う
な
ら
、
多
様
さ
の
中
で
も
或
る
種
の
「
家
族
的
類
似
性
（
家

族
な
ら
で
は
の
似
て
い
る
と
こ
ろ
）」
と
し
て
同
定
で
き
る
、「
そ
う

だ
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
仏
教
と
い
う
も
の
だ
」
と
言
え
る
よ
う

な
何
か
が
、
な
お
存
在
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

　

す
で
に
、
私
は
或
る
著
作
の
中
で
、
こ
の
こ
と
に
対
し
て
試

論
と
し
て
応
答
を
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、

初
期
仏
教
・
大
乗
・
金
剛
乗
の
経
典
で
の
説
明
か
ら
、
三
宝

（
仏
・
法
・
僧
）
の
基
本
的
特
徴
を
、
そ
の
発
展
を
踏
ま
え
て
概
観

し
た
。
同
じ
著
作
の
中
で
、
我
々
が
今
日
、「
仏
教
」
と
し
て
知

っ
て
い
る
五
つ
の
主
要
形
態
（
上
座
部
仏
教
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
ま
た
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は
金
剛
乗
、
浄
土
教
、
禅
宗
、
日
蓮
仏
教
ま
た
は
法
華
仏
教
）
を
論
述

し
た
。
こ
れ
ら
は
、
我
々
の
い
る
現
代
社
会
で
、
発
展
し
、
信

者
を
獲
得
し
続
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
先
ほ
ど
の
「
家
族

的
類
似
性
」
を
示
し
て
い
る
（H

abito 2005

）。
粗
っ
ぽ
く
ま
と
め

れ
ば
、
歴
史
を
通
じ
て
仏
教
が
取
っ
て
き
た
多
様
な
形
態
の
中

で
、
仏
教
を
「
仏
教
」
と
し
て
き
た
も
の
は
、「
事
物
を
あ
り
の

ま
ま
に
」
見
る
（
如
実
知
見
の
）
智
慧
へ
と
我
々
を
開
く
実
践
で

あ
る
と
論
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
あ
り
の
ま
ま
に
」
見
る
と

は
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
複
雑
に
相
互
連
関
し
て
い

る
と
い
う
真
実
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
そ
う

し
た
智
慧
は
全
て
の
存
在
に
慈
悲
を
向
け
る
生
き
方
へ
と
展
開

す
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
残
り
の
部
分
で
は
、
こ
の
智
慧
の
涵
養
へ
と
向
か
う

と
と
も
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
分
野
に
具
体
的
に
関
与
し
て
い
く

エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
意
識
を
基
礎
づ
け
る
、
仏
教
的
実
践
の
形
態

を
考
え
て
み
た
い
。

仏
教
的
実
践
の
領
野
：
そ
の
概
要

　

こ
の
結
論
部
分
で
は
、
我
々
の
生
態
学
的
病
い
に
立
ち
向
か

う
と
い
う
課
題
を
担
い
う
る
仏
教
的
実
践
の
領
野
を
輪
郭
づ
け

た
い
が
、
私
が
強
調
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
輪
郭
に

過
ぎ
ず
、
様
々
な
実
践
を
担
う
共
同
体
の
中
で
、
さ
ら
な
る
考

察
と
展
開
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

最
も
広
く
知
ら
れ
た
仏
教
の
形
態
は
、
瞑
想
の
実
践
を
含
む

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
（
観
）
で
あ
る
か
、
禅

で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
も
の
で
あ
る
等
の
様
々

な
形
態
と
し
て
現
れ
る
。
仏
教
の
瞑
想
修
行
に
な
じ
ん
で
い
な

い
人
に
と
っ
て
共
通
す
る
印
象
は
、
そ
れ
は
自
我
中
心
的
な
「
自

己
陶
酔
」
と
な
り
が
ち
で
あ
り
、
修
行
者
を
現
実
世
界
か
ら
隔

離
す
る
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
仏
教
の
瞑
想
を

説
明
す
る
書
物
は
無
数
に
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
た
だ
ち
に
こ
う

し
た
類
の
印
象
を
払
い
の
け
、
瞑
想
は
個
人
の
関
心
を
世
界
に

背
を
向
け
内
向
さ
せ
る
よ
う
な
独
我
論
的
な
実
践
で
は
な
い
こ

と
を
保
証
し
て
く
れ
る
。
む
し
ろ
、
し
か
る
べ
き
指
導
を
受
け

れ
ば
、
意
識
の
奥
底
に
入
り
込
み
、
こ
の
世
界
に
あ
る
あ
ら
ゆ

る
も
の
と
自
ら
が
密
に
相
互
連
関
し
て
い
る
こ
と
を
確
然
と
発

見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
密
な
相
互
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
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様
々
な
方
法
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
私
は
そ
の
中
の
一
つ
だ
け
を

提
示
し
た
い
。
十
三
世
紀
日
本
の
道
元
禅
師
は
、
我
々
の
時
代

の
多
く
の
者
に
と
っ
て
禅
の
修
行
を
導
い
て
く
れ
る
頼
り
に
な

る
存
在
で
あ
る
が
、
彼
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
一
節
で
、
こ
の
相

互
連
関
の
世
界
を
一
瞥
し
て
い
る
。「
あ
き
ら
か
に
し
り
ぬ
、
心

と
は
山
河
大
地
な
り
、
日
月
星
辰
な
り
」（
訳
注　
「
即
心
是
仏
」
巻
、

水
野
弥
穂
子
校
注
『
正
法
眼
蔵
（
一
）』〈
岩
波
文
庫
〉
一
四
八
頁
）。
私

は
、
以
前
の
著
作
で
、
道
元
の
こ
の
一
節
に
若
干
の
検
討
を
加

え
た
こ
と
が
あ
る
（H

abito 1997
）。
こ
こ
で
は
、
瞑
想
修
行
の
結

果
、「
山
河
大
地
」
等
々
と
の
密
な
相
互
連
関
を
体
験
と
し
て
実

感
で
き
る
こ
と
だ
け
を
注
記
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た
実
感

は
、
傷
つ
い
た
地
球
を
癒
や
す
上
で
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
与
え
、

能
動
的
に
関
与
す
る
力
を
与
え
る
源
泉
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
森
林
を
剥
ぎ
取
ら
れ
て
い
る
山
々
や
、
汚
染
さ
れ
て
い

る
河
川
、
多
く
の
地
域
で
生
態
学
的
荒
廃
を
被
っ
て
痛
み
に
の

た
う
ち
回
っ
て
い
る
大
い
な
る
地
球
と
い
っ
た
も
の
の
痛
み
を

実
感
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

阿
弥
陀
仏
の
名
を
と
な
え
る
修
行
（
念
仏
）
は
、
一
方
で
は
、

現
世
で
の
死
の
後
に
浄
土
に
再
生
す
る
た
め
の
道
と
見
ら
れ
る

が
、
新
し
い
見
方
も
で
き
る
。
そ
れ
は
、「
浄
土
」
を
他
の
世
界

と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
詩
人
の
ゲ
イ
リ
ー
・
ス
ナ

イ
ダ
ー
が
示
唆
す
る
よ
う
に
「
世
界
の
あ
り
得
る
形
の
象
徴
的

表
現
」
と
見
た
り
（B

arnhill 2010

）、「
多
様
性
に
お
け
る
相
互
連

関
」
の
象
徴
と
見
た
り
す
る
（D

ake 2010

）
の
で
あ
る
。
こ
の
光

に
照
ら
さ
れ
た
時
、
念
仏
は
、
こ
の
現
世
か
ら
の
或
る
種
の
逃

亡
と
見
ら
れ
る
よ
り
も
、「
世
界
の
あ
り
得
る
形
」
と
い
う
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
実
現
す
る
よ
う
な
行
動
に
取
り
組
み
、
こ
の
「
多
様

性
に
お
け
る
相
互
連
関
」
を
現
実
化
し
て
い
く
こ
と
を
賦
活
す

る
源
泉
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

日
蓮
の
生
涯
と
思
想
に
鼓
舞
さ
れ
て
、
法
華
経
の
教
え
に
従

う
仏
教
者
た
ち
の
実
践
は
、
法
華
経
の
題
目
を
唱
え
る
こ
と
に

中
心
が
あ
る
。
日
蓮
が
著
作
で
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
題
目
（
南

無
妙
法
蓮
華
経
）
を
唱
え
る
時
、
修
行
者
は
「
一
念
三
千
」
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
体
験
す
る
機
会
を
得
る
。
そ
れ
は
、ま
さ
に
こ
の
瞬
間
、

こ
の
身
体
に
お
い
て
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
密
に
相
互
連

関
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実

感
の
体
験
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
苦
（dukkha

）」
の
現
実
に
対

す
る
理
解
と
評
価
に
結
び
付
い
て
い
る
場
合
、
そ
の
こ
と
に
よ
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っ
て
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
認
識
と
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
癒
や
し

に
参
与
す
る
生
活
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

　

仏
教
実
践
の
主
要
な
形
態
の
幾
つ
か
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
存
在
が
相
互
連
関
し
て
い
る
と
い
う
智
慧
を
涵
養
す

る
道
と
し
て
見
ら
れ
、
敏
感
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
意
識
を
成
長

さ
せ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
導
い
て
い
く
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

私
は
簡
略
で
非
常
に
粗
雑
な
輪
郭
を
描
い
て
き
た
。
上
記
で
輪

郭
づ
け
た
実
践
形
態
の
い
ず
れ
か
に
関
わ
っ
て
い
る
仏
教
団
体

は
、
彼
ら
の
実
践
に
含
意
さ
れ
て
い
る
も
の
を
具
体
的
な
詳
細

ま
で
展
開
し
て
、
彼
ら
の
実
践
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
次
元
に
関

し
て
十
全
な
明
確
化
を
す
る
と
と
も
に
、
我
々
の
傷
つ
い
た
地

球
を
癒
や
す
た
め
、
我
々
が
属
す
る
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社

会
に
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
仕
方
で
そ
れ
ら
を
大
胆
に
打

ち
出
し
て
い
く
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

《
参
考
文
献
》

B
arnhill, D

avid Landiss. 2010 . “ G
ary Snyder’ s Ecosocial B

ud-
dhism

,”  in R
ichard Payne, ed., H

ow
 M

uch is Enough? Bud-
dhism

, C
onsum

erism
 and the Environm

ent.  B
oston: W

isdom
 

Publication, pp. 83 -120 )

D
ake M

itsuya. 2010 . “ Pure Land B
uddhism

 and Its Perspective on 
the Environm

ent,”  in R
ichard Payne, ed., H

ow
 M

uch is 
Enough? Buddhism

, C
onsum

erism
 and the Environm

ent.  
B

oston: W
isdom

 Publication, pp. 63 -82 .
H

abito, R
uben L.F. 2005 .  Experiencing Buddhism

: W
ays of W

is-
dom

 and C
om

passion. M
aryknoll, N

Y: O
rbis B

ooks.
H

abito, R
uben L.F., 2006 . H

ealing Breath: Zen for C
hristians and 

Buddhists in a W
ounded W

orld. B
oston: W

isdom
 Publica-

tions.
H

abito, R
uben, 1997 . “ M

ountains, R
ivers, The G

reat W
ide Earth: 

Z en B
uddhism

 and Ecology,”  in M
ary Evelyn Tucker and 

D
uncan Ryū ken W

illiam
s, eds.,  Buddhism

 and Ecology: 
The Interconnection of D

harm
a and D

eeds.  C
am

bridge: 
H

arvard U
niversity Press, pp. 165 -176 .

H
arris, Ian. 2001 . “ A

ttitudes to N
ature,”  in Peter H

arvey, ed.,  Bud-
dhism

. London: C
ontinuum

, pp. 235 -256 .
Jackson, R

oger R
. and John M

akransky. 2000 . Buddhist Theology: 
C

ritical Reflections by C
ontem

porary Buddhist Scholars.  
Surrey, G

B
: C

urzon Press.
K

aza, Stephanie, 2004 . H
ooked:Buddhist W

ritings on G
reed, D

e-
sire, and the U

rge to C
onsum

e. B
oston: Sham

bala, 2005 .
K

aza, Stephanie, and K
enneth K

raft. 2000 . D
harm

a Rain: Sources 
for Buddhist Environm

entalism
. B

oston: Sham
bala.

K
üng, H

ans. 2003 . “ To Turn Further the W
heel of D

harm
a: Para-

digm
 C

hanges in B
uddhism

 and C
hristianity,”  in D

avid 



142

C
happell, ed., Socially Engaged Spirituality. Essays in H

on-
or of Sulak Sivaraksa on his 70

th Birthday.  B
angkok: San-

thirakoses-N
agapradipa Foundation. 

Loy, D
avid. 2003 . The G

reat Aw
akening: Tow

ard a Buddhist So-
cial Theory. B

oston: W
isdom

 Publications.
M

acy, Joanna. 1991 . W
orld as Lover, W

orld as Self. B
erkeley: Par-

allax Press.
（
星
川
淳
訳
『
世
界
は
恋
人　

世
界
は
私
』、
東
京
・

筑
摩
書
房
、
一
九
九
三
年
）

Payne, R
ichard. 2010 . H

ow
 M

uch is Enough? Buddhism
, C

onsum
-

erism
, and the H

um
an Environm

ent. B
oston: W

isdom
 Publi-

cations.
Schm

ithausen, Lam
bert, 1991 . The Problem

 of Sentience in Plants 
in Earliest Buddhism

. Tokyo: International Institute for B
ud-

dhist Studies.
Tucker, M

ary Evelyn, and D
uncan W

illiam
s, eds. 1997 . Buddhism

 
and Ecology. C

am
b ridge: H

arvard U
niversity Press. 

　

W
ilson, E.O

. 2002 . The Future of Life. N
ew

 York: A
lfred K

nopf 
&

. C
o. （

山
下
篤
子
訳
『
生
命
の
未
来
』、
東
京
・
角
川
書
店
、

二
〇
〇
三
年
）  

（R
uben L.F. H

abito

／
米
・
南
メ
ソ
ジ
ス
ト
大
学
教
授
）

（
訳
・
ま
え
が
わ　

け
ん
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）


