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環
境
倫
理

─
タ
イ
仏
教
の
視
点
か
ら

ド
ナ
ル
ド
・
ス
ウ
ェ
ア
ラ
ー

大
西
克
明　

訳

　

仏
教
者
の
環
境
倫
理
に
つ
い
て
述
べ
る
に
当
た
り
、
私
は
三

人
の
仏
法
者
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
い
。

　

彼
ら
は
、
タ
イ
国
の
仏
法
︵B

uddha-dham
m

a

︶
の
現
代
に
お

け
る
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
・
解
釈
者
と
し
て
最
も
著
名
な
人
々
で

あ
る
。

　

そ
の
三
者
と
は
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
比
丘
︵B

uddhadasa B
hikkhu: 

1906 -199

あ3︶、
Ｐ
・
Ａ
・
パ
ユ
ッ
ト
ー
︵P.A

. Payutto: 1938 -

︶、
ス

ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
︵Sulak Sivaraksa: 1933 -

︶
で
あ
る
。

①
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
比
丘
：「
ダ
ン
マ
と
は
自
然
な
り
」

　

ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
や
テ
レ
ビ
報
道
は
、
日
々
、
環
境
破
壊

の
広
が
り
と
複
合
性
を
、
私
た
ち
に
突
き
つ
け
て
い
る
。
例
え

ば
、
地
球
温
暖
化
、ア
フ
リ
カ
の
干
ば
つ
、
極
地
の
氷
床
の
溶
解
、

海
水
面
の
上
昇
、
異
常
な
気
温
変
動
、
暴
風
雨
の
増
加
、
海
洋

汚
染
や
水
質
汚
染
な
ど
で
あ
る
。
環
境
問
題
の
多
く
の
側
面
を

理
解
す
る
た
め
に
、
科
学
は
、
こ
の
半
世
紀
あ
ま
り
、
多
大
な

貢
献
を
し
て
き
た
。
科
学
の
共
同
研
究
が
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
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は
地
球
温
暖
化
や
、
種
の
絶
滅
、
あ
る
い
は
汚
染
の
健
康
へ
の

影
響
な
ど
の
実
態
に
気
づ
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
環
境
問
題
の
「
事
実
」
に
関
す
る
知
識
が
増
大
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
、
人
間
に
自
然
搾
取
の
た
ぐ

い
の
行
動
を
改
め
さ
せ
た
こ
と
は
な
い
し
、
消
費
を
や
め
ら
れ

な
い
生
活
習
慣
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
な
い
。
環
境
保
護
論

者
は
「
持
続
可
能
な
未
来
の
た
め
に
人
間
の
意
識
や
行
動
を
変

容
さ
せ
る
に
は
、
科
学
や
公
共
政
策
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
」

こ
と
を
次
第
に
実
感
し
て
き
て
い
る
。「
消
費
行
動
パ
タ
ー
ン
」

や
「
地
球
へ
の
配
慮
」
に
対
す
る
私
た
ち
の
認
識
や
態
度
そ
し

て
行
動
を
転
換
さ
せ
る
た
め
に
は
、
倫
理
や
宗
教
、
精
神
性
が

関
与
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

地
球
へ
の
配
慮
に
関
す
る
我
々
の
認
識
や
態
度
そ
し
て
行
動

を
変
容
さ
せ
る
た
め
に
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
に
お
け
る
「
自
然

︵tham
m

achat

︶
と
ダ
ン
マ
と
の
一
体
視
」
は
有
益
で
あ
ろ
うい
。「
ダ

ン
マ
と
し
て
の
自
然
」
が
も
つ
〝
解
放
︵
解
脱
︶
さ
せ
る
力
〟
を

知
っ
て
い
た
ゆ
え
に
、
彼
は
ス
ワ
ン
モ
ー
ク
僧
院
︵W

at Suan 

M
okk

うh︶
の
創
設
を
思
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
教
育
と
実
践
の
拠

点
で
あ
る
こ
の
僧
院
は
、
タ
イ
南
部
の
チ
ャ
イ
ヤ
ー
郡
に
あ
る
。

こ
の
「
森
の
僧
院
」
を
取
り
巻
く
自
然
環
境
は
、
プ
ッ
タ
タ
ー

ト
に
と
っ
て
、
自
己
変
革
の
た
め
の
媒
体
以
外
の
な
に
も
の
で

も
な
か
っ
た
。

　
「
木
々
も
、
そ
し
て
岩
や
砂
も
、
泥
や
昆
虫
さ
え
も
話
す
こ
と

が
で
き
る
の
だ
。
私
は
、
一
部
の
人
々
が
ピ
ー
︵phi

／
精
霊
︶
と

か
テ
ー
ワ
ダ
ー
︵thew

ada

／
神
々
︶
の
わ
ざ
と
信
じ
て
い
る
よ
う

な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
我
々

が
木
や
岩
の
近
く
の
自
然
の
た
だ
中
に
住
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

真
の
意
味
で
日
常
を
超
え
た
感
情
や
思
念
が
わ
き
起
こ
っ
て
く

る
の
だ
。
最
初
は
、
安
ら
ぎ
と
静
穏
︵sangopyen

︶
の
感
覚
を
実

感
し
、
や
が
て
そ
れ
は
自
己
超
越
の
感
情
へ
と
高
ま
っ
て
い
く
。

自
然
は
、
日
常
の
世
界
で
我
々
を
苦
し
め
る
厄
介
ご
と
や
心
配

ご
と
か
ら
解
放
︵w

iw
ek

︶
し
て
く
れ
る
の
だ
。
そ
の
結
果
も
た

ら
さ
れ
る
深
い
静
穏
の
感
覚
は
、
心
と
知
性
を
守
る
助
け
と
な

る
。
つ
ま
り
、
自
然
が
語
る
教
訓
に
耳
を
傾
け
れ
ば
、
我
々
は

自
己
へ
の
執
着
が
も
た
ら
す
苦
し
み
︵qw

am
 thuk

︶
を
超
え
て
、

新
た
な
る
生
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
木
々
や
岩

た
ち
が
我
々
に
語
り
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
彼
ら
は
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
心
の
混
乱
や
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落
ち
込
み
、
不
安
や
苦
し
み
の
熱
を
鎮
め
る
と
は
、
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
を
」︵Siang Takong Jak Tham

m
achat

︶

自
然
破
壊
は
ダ
ン
マ
と
人
間
性
の
破
壊

　

プ
ッ
タ
タ
ー
ト
に
と
っ
て
、
木
、
岩
、
大
地
、
砂
、
動
物
、
鳥
、

昆
虫
た
ち
が
人
間
に
無
私
無
欲
の
教
訓
を
教
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
そ
れ
ら
が
自
然
の
中
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で

あ
る
。
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
の
「
精
神
的
な
生
命
中
心
主
義
︵spiritual 

biocentricism

︶」
と
私
が
呼
ん
で
い
る
哲
学
に
お
い
て
、
自
然
が

与
え
る
こ
の
教
訓
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
は
、
ダ
ン
マ
と
一
体

に
な
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
自
然
破
壊
は
ダ
ン

マ
の
破
壊
を
意
味
す
る
し
、
ダ
ン
マ
の
破
壊
は
私
た
ち
の
人
間

性
の
破
壊
な
の
で
あ
る
。

　

晩
年
の
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
に
と
っ
て
、
自
然
環
境
の
劣
化
が
大

き
な
心
配
の
種
と
な
っ
て
い
っ
た
。
死
の
三
年
前
、
一
九
九
〇

年
に
行
わ
れ
た
ス
ワ
ン
モ
ー
ク
僧
院
で
の
講
話
の
ひ
と
つ
は
「
仏

教
者
と
自
然
の
ケ
ア
︵Buddhasasanik K

ap K
an Anurak Tham

m
a-

chat

︶」
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
話
は
、
彼
の
環
境
問
題
へ
の
関
心

の
「
生
命
中
心
性
」
と
「
倫
理
性
」
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と

な
る
。
そ
れ
は
、
環
境
の
保
全
と
持
続
可
能
性
を
求
め
て
の
彼

の
祈
願
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

タ
イ
の
言
葉
に
「
ア
ヌ
ラ
ッ
ク
︵anurak

︶」
が
あ
る
。
私
は
こ

れ
を
環
境
的
な
「
保
全
」
の
意
味
で
使
い
た
い
。
多
く
の
タ
イ

の
僧
侶
が
、
自
ら
の
県
や
郡
に
お
い
て
、
森
林
開
発
を
や
め
さ

せ
る
取
り
組
み
に
参
加
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、「
森
林
保
護
僧

︵phra anurak pa

︶」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ス
ワ
ン
モ
ー
ク
僧
院
は
、

自
然
環
境
保
護
に
対
す
る
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
の
献
身
を
体
現
し
て

い
る
。
ま
た
、
彼
の
生
涯
と
業
績
に
具
現
さ
れ
て
い
る
「
ア
ヌ

ラ
ッ
ク
」
の
精
神
は
、よ
り
豊
か
で
繊
細
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
保
護
し
、
安
全
に
防
護
し
、
世
話
を
す
る
徳
を
身

に
つ
け
て
い
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
パ
ー
リ
語
の
ル
ー

ツ
に
近
い
の
で
あ
る
。「
ア
ヌ
ラ
ッ
ク
」
と
い
う
語
を
使
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
は
︵
パ
ー
リ
語
の
︶「
ア
ヌ
ラ
ッ
カ

︵anu-rakkha

︶」
の
語
の
よ
り
深
く
仏
法
的
な
意
味
を
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
本
然
か
ら
流
れ
出
る
と
こ

ろ
の
内
在
的
で
能
動
的
な
「
世
話
を
す
る
︵
ケ
ア
す
る
︶」
精
神

で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、「
ケ
ア
」
と
は
、
地
球
な
ら
び
に
生
き

と
し
生
け
る
も
の
へ
の
我
々
の
基
本
的
な
共
感
を
能
動
的
に
表
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現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
共
感
は
「
自
然
の
声
」
の
中
に
ダ

ン
マ
を
聴
き
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ

る
人
が
森
を
ケ
ア
す
る
の
は
森
に
共
感
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ

れ
は
自
分
を
含
む
人
間
を
ケ
ア
す
る
理
由
が
、
そ
の
人
間
に
共

感
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　
「
ア
ヌ
ラ
ッ
ク
」、
つ
ま
り
共
感
し
続
け
る
能
力
は
、
プ
ッ
タ

タ
ー
ト
の
思
惟
の
根
幹
で
あ
る
「
執
着
し
な
い
こ
と
」「
自
己
へ

の
と
ら
わ
れ
か
ら
の
解
放
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
仏
法
的
な
意
味
で
の
「
ケ
ア
︵
ア
ヌ
ラ
ッ
ク
︶」
と
は
、
あ
ら

ゆ
る
生
命
す
な
わ
ち
有
情
無
情
、
人
間
、
自
然
と
の
共
感
的
一

体
感
を
積
極
的
に
表
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

②
Ｐ
・
Ａ
・
パ
ユ
ッ
ト
ー
：
仏
教
と
森
林

　

現
代
の
タ
イ
で
、
指
導
的
学
僧
の
一
人
と
し
て
広
く
認
め
ら

れ
た
パ
ユ
ッ
ト
ー
︵
僧
名
：Phra B

hram
agunabhorn

︶
は
、
一
九

五
〇
年
に
出
家
し
沙
弥
と
な
っ
た
。
パ
ー
リ
語
教
程
︵
パ
リ
エ
ン

試
験
︶
の
設
立
以
来
、
最
も
高
い
九
段
に
合
格
し
た
沙
弥
は
四
人

し
か
い
な
い
が
、
そ
の
一
人
で
あ
り
、
一
九
六
一
年
に
得
度
。

高
位
の
僧
階
と
欽
賜
名
︵Phra M

aha Prayudh Payutto

︶
を
授
与
さ

れ
た
。
彼
は
、
マ
ハ
ー
・
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
仏
教
大
学
に
お
い

て
最
優
等
で
学
位
を
取
り
、そ
の
後
、
同
大
学
の
事
務
総
長
補
佐
、

さ
ら
に
バ
ン
コ
ク
の
プ
ラ
ピ
レ
イ
ン
僧
院
︵W

at Phra Piren

︶
の

僧
院
長
︵
住
職
︶
と
な
っ
た
。
仏
教
の
学
術
的
研
究
へ
の
彼
の
主

な
貢
献
の
中
に
は
、
二
冊
の
パ
ー
リ
語
辞
典
が
あ
る
。『
タ
イ
・

パ
ー
リ
語
聖
典
』
最
新
版
、
な
ら
び
に
マ
ヒ
ド
ン
大
学
刊
行
の

『
Ｃ
Ｄ
︲
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版　

パ
ー
リ
語
聖
典
』
の
編
集
の
中
心
者
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
代
表
作
は
『
ブ
ッ
ダ
の
法

─
自

然
の
理
法
と
生
き
る
こ
と
の
価
値
』︵Buddhadham

m
a: N

atural 

Law
s and Values for Life

︶
で
あ
るえ
。
加
え
て
、
仏
教
教
理
に
関
す

る
著
述
の
み
な
ら
ず
、「
仏
教
教
育
」「
仏
教
と
科
学
」「
仏
教
経

済
学
」「
仏
教
と
環
境
」
な
ど
様
々
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
彼
は

幅
広
い
執
筆
を
行
っ
て
き
た
。
仏
教
学
と
教
育
へ
の
傑
出
し
た

貢
献
に
よ
り
、
彼
は
、
幾
多
の
名
誉
博
士
号
を
授
与
さ
れ
、
一

九
九
四
年
に
は
ユ
ネ
ス
コ
平
和
教
育
賞
を
受
賞
し
た
。

　

一
九
九
〇
年
代
前
半
、
パ
ユ
ッ
ト
ー
は
、
仏
僧
共
同
体
︵
サ
ン

ガ
︶
と
森
林
の
関
わ
り
合
い
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
れ
は
、

タ
イ
北
部
の
大
規
模
な
森
林
破
壊
や
、
北
東
部
の
村
々
の
伝
統

的
な
森
林
経
営
が
政
府
や
民
間
企
業
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
い
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る
こ
と
に
対
し
て
、
一
部
の
僧
が
反
発
し
た
わ
け
だ
が
、
パ
ユ

ッ
ト
ー
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
対
応
は
あ
ま
り
に
も
政
治
的
す
ぎ

た
。
彼
ら
と
の
対
話
に
つ
い
て
は
、
後
に
パ
ユ
ッ
ト
ー
自
身
が

書
い
て
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
の
対
話
に
お
い
て
彼
が
主
張
し
た

の
は
「
森
林
保
護
は
、
ブ
ッ
ダ
の
人
生
と
そ
の
教
え
と
い
う
規

範
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
初
期
仏
教
徒
の
少
欲

知
足
の
行
動
の
伝
統
や
、
タ
イ
の
歴
史
に
お
け
る
仏
教
の
発
展

な
ど
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
彼
は
自
ら
の
立
場
を
、
次
に
示
す
教
義
の
観
点
に
置
い

た
。
す
な
わ
ち
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
︵
上
座
部
仏
教
︶
の
中

核
的
な
教
え
の
一
つ
で
あ
る
「
煩
悩
︵kilesa

︶
の
克
服
」
は
、
混

乱
や
不
安
、
ス
ト
レ
ス
か
ら
の
離
脱
︵viveka

︶
を
要
求
し
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
は
私
た
ち
の
大
多
数
の
生
活
を
特
徴
づ
け
て
い

る
「
獲
得
し
て
は
浪
費
す
る
世
界
」
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ

る
。
ブ
ッ
ダ
の
時
代
に
お
い
て
、
森
林
は
、
こ
う
し
た
精
神
段

階
に
達
す
る
の
に
必
要
な
「
独
居
」
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
環

境
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
歴
史
的
な
視
点
か
ら
、
十
三
世
紀
に

タ
イ
王
国
で
始
ま
っ
た
「
森
の
僧
院
」
が
、
タ
イ
仏
教
の
組
織

と
実
践
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
続
け
て
き
た
と
主
張
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
政
府
が
森
の
僧
院
を
支
援
し
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
タ
イ
仏
教
を
初
め
か
ら
特
徴
づ
け
て
き
た
修
行
を
否
認

す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
。

　

い
わ
ゆ
る
「
緑
の
仏
教
者
」
は
、「
縁
起
」
と
か
「
悉
有
仏
性
」

と
い
っ
た
哲
学
的
概
念
を
考
察
し
つ
つ
、
自
然
の
保
存
・
保
全

を
目
指
し
て
生
命
中
心
主
義
的
な
環
境
論
を
展
開
す
る
。
彼
ら

と
ち
が
っ
て
、
パ
ユ
ッ
ト
ー
は
、
よ
り
人
間
中
心
の
立
場
を
崩

さ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
森
林
を

─
よ
り
広
く
言
え
ば
自
然
を

大
切
に
す
る
の
は
、
そ
こ
が
仏
教
徒
に
と
っ
て
精
神
的
目
標
や

道
徳
的
価
値
を
追
求
す
る
の
に
理
想
的
な
場
所
だ
か
ら
な
の
で

あ
る
。
こ
の
立
場
を
、
彼
は
教
義
的
か
つ
歴
史
的
に
裏
づ
け
る
。

す
な
わ
ち
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
森
林
保
護
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
と

い
う
よ
り
も
宗
教
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
、「
手

つ
か
ず
の
自
然
環
境
こ
そ
が
仏
教
の
精
神
性
を
最
も
発
達
さ
せ

た
も
の
で
あ
り
、
僧
院
の
禁
欲
的
伝
統
に
お
い
て
、
か
け
が
え

の
な
い
場
所
で
あ
り
続
け
て
き
た
」
と
い
う
理
由
で
、
自
然
の

保
全
を
支
援
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
彼
は
、
タ
イ
の
仏
僧
共
同
体
︵
サ
ン
ガ
︶
の
役
割

を
政
治
化
し
て
し
ま
っ
た
自
然
保
護
僧
の
活
動
を
問
題
視
す
る
。
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彼
の
立
場
は
、
森
林
な
ど
の
自
然
環
境
保
護
を
宗
教
的
か
つ
歴

史
的
理
由
か
ら
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
政
治
的
に

活
動
す
る
僧
侶
へ
の
批
判
が
暗
黙
裡
に
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら

は
仏
道
修
行
の
精
神
的
目
標
を
危
険
に
さ
ら
す
も
の
だ
と
、
パ

ユ
ッ
ト
ー
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
然
と
人
間
へ
の
「
正
見
」
を
広
め
よ

　

仏
教
の
伝
統
で
は
、
人
間
の
共
同
体
と
自
然
と
は
近
し
い
関

係
に
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
近
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環

境
破
壊
は
、
世
界
に
広
が
っ
た
西
洋
的
世
界
観
か
ら
生
じ
た
と
、

パ
ユ
ッ
ト
ー
は
見
な
し
て
い
る
。
彼
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
西
洋

的
世
界
観
は
、
次
の
誤
っ
た
三
つ
の
信
念
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ

て
い
る
。「
人
類
は
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
」「
人
間
は

自
然
の
主
人
で
あ
る
」「
幸
福
は
、
目
に
見
え
る
モ
ノ
を
所
有
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
パ

ユ
ッ
ト
ー
か
ら
見
れ
ば
、
自
然
環
境
の
保
全
と
保
存
は
、
公
共

政
策
の
改
善
や
環
境
保
全
法
の
強
化
だ
け
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
必
要
な
の
は
パ
ラ
ダ
イ
ム

の
転
換
で
あ
る
。
自
然
へ
の
向
き
合
い
方
の
み
な
ら
ず
、
人
間

に
対
す
る
態
度
、
そ
し
て
個
人
の
人
生
の
目
標
に
対
す
る
態
度

に
つ
い
て
、
現
在
の
風
潮
に
倫
理
的
な
転
換
を
も
た
ら
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
仏
教
で
は
「
正
し
い
見
方
が
、
正

し
い
行
動
を
導
く
」
と
す
る
。
こ
の
立
場
を
踏
ま
え
て
、
パ
ユ

ッ
ト
ー
は
「
正
し
い
見
方
が
広
が
り
、
人
類
は
自
然
の
一
部
な

の
だ
と
自
覚
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
自
然
環
境
の
劣
化
と
い
う
世

界
的
傾
向
は
進
行
し
続
け
る
だ
ろ
う
」
と
強
調
し
て
い
る
。

③
ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
：

社
会
参
加
仏
教
の
運
動
家
・
環
境
保
護
主
義
者

　

ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
は
、
タ
イ
の
著
名
な
在
家
仏
教
徒

で
社
会
活
動
家
、
著
述
家
で
あ
り
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ

ズ
ム
︵
社
会
参
加
仏
教
︶
の
国
際
的
運
動
に
お
け
る
重
要
人
物
と

し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
法
学
を
修
め
、

一
九
六
一
年
に
タ
イ
に
帰
国
す
る
や
、
出
版
な
ら
び
に
大
学
で

の
講
義
に
携
わ
り
、︵
六
三
年
に
は
︶『
社
会
科
学
評
論
』︵Social 

Science Review

︶
誌
を
創
刊
、
自
ら
編
集
長
と
な
っ
た
。『
社
会

科
学
評
論
』
誌
は
、
一
九
七
六
年
に
政
府
に
よ
っ
て
発
禁
と
な

る
ま
でお
、
タ
イ
の
知
識
層
が
読
む
刊
行
物
と
し
て
指
導
的
位
置
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に
あ
っ
た
。
一
九
七
一
年
、
彼
は
、
コ
ー
モ
ン
・
キ
ー
ム
ト
ー

ン
財
団
︵K

om
ol K

eem
thong Foundation

／
Ｋ
Ｋ
Ｆ
︶
を
設
立
し

たか。
そ
の
目
的
は
、
タ
イ
の
若
者
に
対
し
て
、
個
人
的
利
益
だ

け
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
社
会
正
義
と
公
益
の
た
め
に
人
生

を
捧
げ
る
よ
う
啓
発
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
同
財
団
を
最
初
の

も
の
と
し
て
、
彼
は
多
く
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
発
足
さ
せ
た
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
は
、Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ｄ︵Thai Inter-religious 

C
om

m
ission for D

evelopm
ent

：
開
発
の
た
め
の
宗
教
委
員
会
︶
や
、

Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｂ
︵International N

etw
ork of Engaged B

uddhists

：
仏
教
者

国
際
連
帯
会
議
／
社
会
参
加
仏
教
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︶、
Ｓ
Ｅ
Ｍ

︵Spirit in Education M
ovem

ent

：
魂
の
教
育
運
動
︶
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
、
ま
た
他
の
組
織
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
ス

ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
は
、
経
済
改
革
と
教
育
の
改
良
、
社
会

正
義
と
環
境
正
義
︵environm

ental justice

︶、
そ
し
て
人
権
と
民

衆
の
権
利
の
実
現
の
た
め
に
生
涯
を
捧
げ
て
き
た
。

　

彼
は
タ
イ
語
で
何
百
も
の
評
論
や
論
文
を
執
筆
し
て
き
た
。

ま
た
英
語
で
数
点
の
評
論
集
を
出
し
て
お
り
、
と
く
に
需
要
な

著
作
に
は
『
平
和
の
種
子

─
新
し
き
社
会
を
目
指
す
仏
教
者

の
視
点
︵Seeds of Peace: A Buddhist Vision for Renew

ing Society

︶』

『
社
会
参
加
仏
教

─
宗
教
・
開
発
・
タ
イ
の
再
生
︵A Socially 

Engaged Buddhism
, Religion and D

evelopm
ent, and Siam

ese Resur-

gence

︶』『
ア
ジ
ア
と
変
化
す
る
世
界
に
つ
い
て

─
ひ
と
り
の

タ
イ
仏
教
者
は
語
る
︵A Thai Buddhist Voice on Asia and a W

orld 

of C
hange

︶』
が
あ
る
。
タ
イ
語
で
の
自
叙
伝
を
要
約
し
た
英
語

版
は
『
国
を
愛
す
る
か
ら
こ
そ
異
議
申
し
立
て
を
す
る

─
エ

ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ス
ト
の
自
伝
︵Loyalty D

em
ands D

issent: 

Autobiography of an Engaged Buddhist

︶』
と
の
タ
イ
ト
ル
で
出
版

さ
れ
た
。

　

お
び
た
だ
し
い
数
の
著
作
に
お
い
て
、
彼
は
環
境
破
壊
の
問

題
、
特
に
自
国
の
そ
れ
に
つ
い
て
、
力
を
こ
め
て
語
っ
て
き
た
。

著
作
と
同
様
に
重
要
な
の
は
、
環
境
の
保
存
や
環
境
正
義
の
た

め
に
彼
が
つ
く
っ
て
き
た
数
々
の
組
織
と
運
動
で
あ
る
。
彼
が

創
設
し
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ほ
と
ん
ど
が

─
た
だ
ひ
と
つ
の
組
織
以

外
は
す
べ
て

─
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
環
境
問
題
を
挙

げ
て
い
る
。
な
か
ん
ず
く
、
自
然
の
ま
ま
の
環
境
を
保
存
す
る

こ
と
を
最
優
先
課
題
と
し
て
い
る
。

　
「
セ
キ
ヤ
ダ
ン
マ
︵Sekhiyadham

m
a

︶」︵
ダ
ン
マ
の
学
生
︶
は
、

地
方
の
自
然
環
境
を
保
存
す
る
た
め
に
現
地
で
活
動
す
る
仏
教
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僧
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
と
く
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
は

村
落
の
経
済
活
動
に
不
可
欠
の
森
林
を
保
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。

彼
ら
の
取
り
組
み
に
は
、
教
育
面
と
政
治
面
の
両
面
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
天
然
資
源
を
保
全
す
る
よ
り
良
い
方
法
に
つ
い
て
村

人
に
教
育
す
る
と
と
も
に
、
商
業
化
、
工
業
化
、
都
市
開
発
の

波
か
ら
地
方
の
社
会
と
文
化
と
自
然
環
境
を
守
る
努
力
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、バ
ン
コ
ク
の
郊
外
に
、ワ
ン
サ
ニ
ッ
ト
・

ア
シ
ュ
ラ
ム
︵W

ongsanit A
shram

︶
と
い
う
拠
点
を
つ
く
っ
た
。

そ
れ
は
、
彼
が
好
ん
で
引
用
し
た
ガ
ン
ジ
ー
の
言
葉
「
シ
ン
プ

ル
に
生
き
よ
。
他
の
人
も
シ
ン
プ
ル
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
」

の
通
り
に
、
自
然
の
そ
ば
で
簡
素
な
生
活
を
送
る
と
い
う
思
想

を
実
行
す
る
場
所
で
あ
る
。
そ
の
ア
シ
ュ
ラ
ム
は
、〝
思
慮
深
く
、

他
者
を
気
づ
か
い
な
が
ら
、
非
消
費
的
に
暮
ら
す
〟
と
い
う
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
実
践
す
る
セ
ン
タ
ー
に
な
っ
て
い
る
。

〝
資
本
の
暴
力
〟
と
第
一
線
で
戦
う

　

ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
の
環
境
倫
理
の
基
盤
は
、
彼
の
精

神
的
指
導
者
で
あ
る
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
比
丘
と
同
様
、
仏
教
の
縁

起
の
理
法
を
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
︵
全
体
論
的
︶
に
理
解
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
縁
起
の
思
想
は
、
自
然
へ
の
深
い
敬

意
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
。「
す
べ
て
は
相
互
に
影
響
し
合
っ

て
成
り
立
っ
て
い
る
︵inter-becom

ing

︶」

─
こ
れ
は
テ
ィ
ク
・

ナ
ッ
ト
・
ハ
ンき
の
表
現
で
あ
る

─
と
い
う
認
識
に
到
達
す
る

に
は
、
注
意
深
く
目
覚
め
続
け
て
い
る
精
神
集
中
︵m

indful 

aw
areness

︶
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
認
識
は
お
の
ず
か
ら
、
生

き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
共
感
的
一
体
感
と
、
慈
愛
の
行
動
へ

と
人
を
導
い
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
考
え
を
前
提
と
し
て
、
ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク

は
、
慈
愛
の
行
動
の
た
め
の
具
体
的
指
針
を
、
伝
統
的
な
仏
教

教
理
を
用
い
て
示
す
。
そ
れ
は
「
四
無
量
心
︵
慈
無
量
心
、
悲
無

量
心
、
喜
無
量
心
、
捨
無
量
心
︶」
す
な
わ
ち
他
者
に
幸
福
を
与
え
、

と
も
に
苦
し
み
、
と
も
に
喜
び
、
し
か
も
平
静
に
接
し
て
い
く

心
で
あ
り
、「
四
摂し

ょ
う

法ぼ
う

︵
布
施
、
愛
語
、
利
行
、
同
事
︶」
す
な
わ

ち
人
々
に
与
え
、
優
し
く
話
し
、
奉
仕
し
、
公
平
に
接
す
る
生

き
方
で
あ
り
、
そ
し
て
「
五
戒
」
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、
彼
は
、
五
戒
の
第
一
の
「
不
殺
生
戒
」
を
、
グ
ロ
ー

バ
ル
企
業
の
力
に
よ
る
貧
困
層
や
自
然
環
境
へ
の
構
造
的
暴
力

に
対
し
て
適
用
す
る
。
彼
は
、
自
身
の
環
境
保
全
計
画
の
中
に
、
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国
内
外
の
「
行
政
と
企
業
に
よ
る
自
然
か
ら
の
搾
取
」
へ
の
鋭

い
批
判
を
盛
り
込
ん
だ
。「
権
力
は
腐
敗
す
る
。
絶
対
的
権
力
は

絶
対
的
に
︵
と
こ
と
ん
ま
で
︶
腐
敗
す
る
」
と
の
原
則
に
当
て
は

め
て
、
彼
は
「
自
由
市
場
資
本
主
義
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
構

造
は
、
貧
困
層
と
環
境
の
犠
牲
の
上
に
、
必
ず
富
と
権
力
の
集

中
を
も
た
ら
す
」
と
信
じ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、
彼
が
「
構
造

的
暴
力
」
と
見
な
す
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

自
由
市
場
資
本
主
義
は
、
貪
欲
と
利
己
主
義
と
所
有
衝
動
が
動

か
す
「
消
費
文
化
」
を
つ
く
り
あ
げ
る
一
方
で
、
自
然
の
保
存
・

保
全
に
欠
か
せ
な
い
人
間
と
し
て
の
素
朴
さ
、
責
任
感
、
配
慮

と
い
っ
た
資
質
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
し
ま
う
。
彼
は
、
消
費

文
化
の
な
か
に
は
「
自
立
し
た
個
々
ば
ら
ば
ら
の
人
間
」
と
い

う
幻
想
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
幻
想
が
、「
人
間
の

共
同
体
」
を
蝕
み
、「
人
間
と
自
然
と
の
相
互
依
存
性
に
気
づ
く
」

こ
と
を
妨
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
が
理
想
と
す
る
の
は
、
タ
イ
の
農

村
の
環
境
で
あ
る
。
そ
こ
は
比
較
的
小
さ
な
自
給
自
足
的
共
同

体
で
あ
り
、
自
然
環
境
と
調
和
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。
彼
が
そ

う
い
う
村
を
理
想
と
す
る
の
は
、
甘
い
回
顧
趣
味
的
な
意
味
で

は
な
く
、
よ
り
人
間
味
が
あ
り
、
面
倒
見
の
よ
い
調
和
的
社
会

の
た
め
の
実
例
を
そ
こ
に
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
よ
り
単

純
で
あ
っ
た
前
近
代
ま
で
回
帰
し
よ
う
と
い
う
非
現
実
的
な
提

唱
で
は
な
く
、
彼
は
「
よ
り
民
主
的
で
平
等
で
あ
り
、
排
他
的

で
な
く
、
思
い
や
り
の
あ
る
社
会
」
の
建
設
に
献
身
す
る
多
く

の
職
業
の
人
々
︵
学
者
、
労
働
者
、
農
民
、
環
境
運
動
家
、
公
務
員
、

そ
し
て
経
済
界
の
人
々
さ
え
も
︶
に
よ
る
同
盟
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

築
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

近
年
、
彼
は
、
政
府
や
民
間
に
よ
る
多
く
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
対
し
異
議
申
し
立
て
を
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
村
を
移
転

さ
せ
た
り
、
伝
統
的
な
生
活
様
式
や
そ
の
基
盤
で
あ
る
共
同
体

を
弱
体
化
さ
せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
多

く
の
ダ
ム
建
設
計
画
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
地
元
住
民

と
の
事
前
の
相
談
も
な
く
進
め
ら
れ
た
も
の
で
、
小
規
模
農
業

の
犠
牲
の
上
に
、
産
業
界
が
使
用
す
る
莫
大
な
水
を
確
保
す
る

こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、

営
利
事
業
の
推
進
の
た
め
、
特
に
木
材
パ
ル
プ
用
の
ユ
ー
カ
リ

植
林
の
た
め
に
行
わ
れ
た
タ
イ
北
部
・
東
北
部
の
森
林
破
壊
も

含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
タ
イ
内
陸
で
最
大
の
水
が
め
で
あ
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る
ソ
ン
ク
ラ
ー
湖
の
周
辺
の
土
地
の
流
失
や
、
そ
れ
に
よ
る
湖

の
汚
染
を
も
た
ら
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
あ
る
。

　

彼
の
仏
教
環
境
哲
学
は
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
比
丘
と
テ
ィ
ク
・

ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
思
想
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
だ

が
、
よ
り
思
索
的
・
瞑
想
的
な
彼
ら
の
ス
タ
イ
ル
と
は
対
照
的

に
、
ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
は
、
人
間
的
正
義
と
環
境
正
義

の
た
め
に
、
第
一
線
の
現
場
で
積
極
的
に
戦
う
。
一
九
九
八
年

三
月
六
日
、
彼
は
逮
捕
さ
れ
た
。
タ
イ
南
部
・
カ
ー
ン
チ
ャ
ナ

ブ
リ
ー
県
で
の
「
タ
イ
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
間
の
︵
天
然
ガ
ス
の
︶
ヤ

ダ
ナ
・
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
建
設
」
に
抗
議
し
て
の
座
り
込
み
の
最

中
で
あ
っ
た
。
人
権
侵
害
と
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
建
設
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
環
境
被
害
に
抗
議
す
る
た
め
、
彼
は
我
が
身
を

危
険
に
さ
ら
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
エ
ン
ゲ
ー

ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
な
ら

で
は
の
流
儀
な
の
で
あ
る
。

訳
注

︵
1
︶｢

プ
ッ
タ
タ
ー
ト｣

と
は
「
ブ
ッ
ダ
の
し
も
べ
」
の
意
味
。
ス
ワ

ン
モ
ー
ク
僧
院
︵
訳
注
３
︶
を
開
設
し
た
後
、
自
ら
こ
う
名
乗

っ
た
。

︵
2
︶
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
の
「
ダ
ン
マ
」
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
な
解
説
が
あ
る
。「
彼
は
、
ダ
ン
マ
と
い
う
語
の
意
味
を

パ
ー
リ
語
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
意
味
の
中
に
求
め
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
そ
の
語
の
根
本
的
な
意
味
に
お
い
て
ダ
ン
マ
は
〝
自
然

︵nature

：
ダ
ン
マ
の
生
成
︶〟
を
意
味
す
る
と
い
う
。
彼
の
解

釈
す
る
ダ
ン
マ
は
次
の
四
つ
の
側
面
を
含
ん
で
い
る
。［
１
］

自
然
そ
れ
自
体
［
２
］
自
然
の
法
︵law

 of nature

︶［
３
］
自

然
の
法
に
し
た
が
っ
て
適
切
に
な
さ
れ
る
行
動
［
４
］
自
然
の

法
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
た
適
切
な
行
為
が
も
た
ら
す
結
果
。

ダ
ン
マ
︵
自
然
︶
の
こ
う
し
た
四
つ
の
側
面
は
、
本
質
的
に
相

互
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
の

教
え
の
中
核
を
形
成
し
て
お
り
、
彼
は
、
仏
陀
の
教
え
の
要
点

と
し
て
そ
れ
ら
を
考
え
て
い
る
︵Sirikanchana 1985 : 241

︶」

︵
森
部
一
著
『
タ
イ
の
上
座
仏
教
と
社
会

─
文
化
人
類
学
的

考
察
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
九
八
、
三
五
一
頁
︶。

　
　
　

 

ま
た
、
タ
イ
の
僧
侶
の
森
林
保
護
活
動
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
解
説
が
あ
る
。「
僧
侶
が
積
極
的
に
森
林
保
護
に
関
わ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ダ
ン
マ
︵
仏
法
︶
と
自
然
と
い
う
も
の

が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
ダ
ン
マ
と
は
、
し
ば

し
ば
「
仏
教
に
お
け
る
真
理
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
仏
教
の
真
理

と
は
、
タ
イ
語
で
自
然
の
こ
と
を
タ
ン
マ
チ
ャ
ー
ト
︵
法
然
︶

と
呼
ぶ
よ
う
に
、
私
た
ち
人
間
が
生
か
さ
れ
て
い
る
自
然
の
秩

序
を
指
す
。
ブ
ッ
ダ
が
悟
り
を
開
い
た
の
も
菩
提
樹
の
下
と
い

う
自
然
の
下
で
あ
っ
た
。︵
中
略
︶
森
や
自
然
と
い
う
も
の
は
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自
分
自
身
の
修
行
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
ダ
ン
マ
そ
の
も
の
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
森
林
を
伐
採
し
、
自
然
を
破
壊
す
る
こ

と
は
、
と
り
わ
け
資
本
主
義
的
な
利
益
の
た
め
に
森
林
を
伐
採

す
る
こ
と
は
、
物
欲
と
い
う
煩
悩
︵
タ
イ
語
で
キ
レ
ー
ス
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
でklesa

︶
に
と
ら
わ
れ
た
所
業
で
あ
り
、
ダ

ン
マ
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」︵
鈴
木

規
之
「
農
村
社
会
の
変
容
と
仏
教
寺
院

─
東
北
タ
イ
・
チ
ャ

イ
ヤ
プ
ー
ム
県
タ
ー
マ
フ
ァ
イ
ワ
ー
ン
村
を
事
例
と
し
て
」、

西
川
潤
・
野
田
真
里
編
『
仏
教
・
開か

い
ほ
つ発
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ

─
タ
イ
開

発
僧
に
学
ぶ
共
生
の
智
慧
』
新
評
論
、
二
〇
〇
一
、
一
五
三
–

四
頁
︶

︵
3
︶「
ス
ワ
ン
モ
ー
ク
」
と
は
「
解
放
︵
解
脱
︶
の
た
め
の
園
」「
解

放
へ
の
力
を
く
れ
る
園
」
の
意
味
。
一
九
三
二
年
五
月
、
プ
ッ

タ
タ
ー
ト
が
二
六
歳
に
な
る
直
前
に
開
設
し
た
。

︵
4
︶
邦
訳
は
『
仏
法　

自
然
の
法
則
と
生
き
る
こ
と
の
価
値
』、
改

訂
版
は
『
仏
法　

テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
叡
智
』
サ
ン
ガ
刊
。

と
も
に
野
中
耕
一
訳
。

︵
5
︶
一
九
七
六
年
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
、
タ
イ
は
軍
事
政
権
に
戻

っ
た
。
ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
も
二
年
間
の
国
外
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。

︵
6
︶
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、
学
生
が
農
村
に
入
り
、
農
民
と
と

も
に
農
村
の
開
発
に
取
り
組
む
運
動
が
活
発
に
な
っ
た
が
、
政

府
と
軍
に
よ
る
弾
圧
が
強
化
さ
れ
、
活
動
家
が
射
殺
さ
れ
る
事

件
が
頻
発
し
た
。
犠
牲
者
の
一
人
で
あ
る
コ
ー
モ
ン
・
キ
ー
ム

ト
ー
ン
と
い
う
青
年
を
悼
み
、
ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
は
こ

の
財
団
を
設
立
し
た
。

︵
7
︶Thich N

hat H
anh

︵
釈
一
行
／
１
９
２
６
年
–︶
は
、
ベ
ト
ナ

ム
出
身
の
禅
僧
で
、
詩
人
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
苦
悩
の
中
で
、

非
暴
力
の
反
戦
運
動
を
展
開
。
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ズ
ム

を
提
唱
し
た
。
現
在
は
フ
ラ
ン
ス
を
拠
点
に
活
動
。

　

 

※
本
文
中
に
も
適
宜
、
補
っ
た
部
分
が
あ
る
。
ま
た
小
見
出
し
は

訳
者
に
よ
る
。
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