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仏
教
は
絶
対
平
和
主
義
か

松
岡
幹
夫

は
じ
め
に

　

二
十
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
Ｋ
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
暴
力

や
異
教
徒
の
迫
害
を
伴
わ
な
い
唯
一
の
世
界
宗
教
が
仏
教
で
あ

る
と
強
調
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
比
較
し
て
、
仏
教
が
お
よ
そ

暴
力
的
、
排
他
的
な
布
教
を
行
わ
な
か
っ
た
点
を
評
価
し
た
の

だ
が
、
現
代
の
東
南
ア
ジ
ア
で
は
そ
れ
を
覆
す
よ
う
な
事
態
が

進
行
し
て
い
る
。

　

焦
点
と
な
る
の
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
︵
旧
ビ
ル
マ
︶
で
あ
る
。
同

国
で
は
二
〇
〇
七
年
、
サ
フ
ラ
ン
色
と
言
わ
れ
る
法
衣
を
ま
と

っ
た
何
千
も
の
仏
教
僧
ら
に
率
い
ら
れ
、
軍
政
に
よ
る
物
価
高

騰
に
抗
議
す
る
大
規
模
な
デ
モ
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
反
政
府
デ

モ
は
僧
衣
の
色
に
ち
な
ん
で
﹁
サ
フ
ラ
ン
革
命
﹂
と
呼
ば
れ
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
軍
事
政
権
は
武
力
弾
圧
に
出
て
寺
院
を
襲
撃
し
、

多
く
の
僧
侶
を
逮
捕
・
拘
束
し
た
が
、
僧
侶
ら
は
非
暴
力
の
抵

抗
を
続
け
て
い
る
。
サ
フ
ラ
ン
革
命
を
通
じ
、
仏
教
国
ミ
ャ
ン

マ
ー
に
息
づ
く
非
暴
力
の
伝
統
が
、
改
め
て
世
界
に
ア
ピ
ー
ル

さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
仏
教
徒
に
よ
る

同
国
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
へ
の
暴
力
行
動
が
次
第
に
エ
ス
カ
レ
ー

ト
し
、
こ
れ
ま
た
世
界
の
耳
目
を
集
め
て
い
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー

に
お
け
る
仏
教
徒
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
対
立
は
一
九
三
〇
年
代

に
始
ま
り
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
と
り
わ
け
最
近
に
な
っ
て

激
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
同
国
西
部
の
ラ
カ
イ
ン
州
で
は
、
多

数
派
の
仏
教
徒
が
少
数
派
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
迫
害
し
、
二
〇

一
二
年
に
は
二
百
名
近
く
の
ム
ス
リ
ム
を
殺
害
、
十
四
万
人
の

家
を
奪
っ
た
。
迫
害
さ
れ
た
ム
ス
リ
ム
側
も
仏
教
徒
の
家
を
焼

き
払
う
な
ど
の
報
復
行
動
を
行
い
、
当
地
の
宗
教
間
対
立
は
増

す
ば
か
り
で
あ
る
。

　

欧
米
メ
デ
ィ
ア
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
近
年
の
仏
教
徒

に
よ
る
暴
動
を
﹁
仏
教
徒
テ
ロ
︵B

uddhist Terror

︶﹂
と
指
弾
し
、

そ
の
黒
幕
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
仏
教
界
で
七
番
目
の
高
位
に
あ
る

四
十
代
半
ば
の
僧
、
ウ
ィ
ラ
ト
ゥ
ー
師
︵W

irathu

︶
が
い
る
と
報

じ
て
い
る
。
ウ
ィ
ラ
ト
ゥ
ー
師
は
、
二
〇
〇
一
年
に
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
で
起
き
た
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
に
よ
る
仏
教
遺
跡
の

爆
破
に
衝
撃
を
受
け
、﹁
９
６
９
運
動
﹂
と
称
し
て
イ
ス
ラ
ム
教

徒
の
店
に
対
す
る
不
買
運
動
の
呼
び
か
け
を
始
め
た
。
彼
の
主

張
に
よ
る
と
、
仏
教
徒
は
穏
や
か
で
我
慢
強
い
か
ら
、
こ
の
国

で
ム
ス
リ
ム
が
増
殖
す
れ
ば
パ
キ
ス
タ
ン
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

等
の
よ
う
に
仏
教
の
伝
統
が
破
壊
さ
れ
る
、
仏
教
文
明
を
守
る

た
め
に
は
血
の
犠
牲
を
怖
れ
ず
立
ち
上
が
る
べ
き
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ラ
ト
ゥ
ー
師
の
登
場
は
、
多
数
派
の
仏
教
徒
が
少
数
派

の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
迫
害
す
る
動
き
の
一
部
と
み
ら
れ
、
彼
が

す
べ
て
の
暴
動
を
扇
動
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、

不
殺
生
と
寛
容
を
掲
げ
る
仏
教
の
高
僧
で
あ
り
な
が
ら
異
教
徒

へ
の
暴
力
的
対
応
を
容
認
し
、
イ
ス
ラ
ム
陰
謀
論
の
よ
う
な
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
上
座
部

仏
教
が
主
流
で
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

に
排
他
的
で
暴
力
肯
定
的
な
仏
教
僧
は
異
例
と
い
え
る
が
、
実

は
ウ
ィ
ラ
ト
ゥ
ー
師
が
初
め
て
で
は
な
い
。
一
九
七
〇
年
代
の

タ
イ
に
は
＂
共
産
主
義
者
は
人
間
で
な
い
か
ら
殺
し
て
も
構
わ

な
い
＂
と
説
く
仏
教
僧
が
い
た
。
ま
た
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
一

九
八
三
年
、
仏
教
僧
が
率
い
る
シ
ン
ハ
ラ
人
仏
教
徒
が
少
数
派

タ
ミ
ル
人
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
を
襲
撃
、
殺
戮
す
る
事
件
が
起
き

た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
あ
っ
て
も
、
す
で
に
一
九
九
四
年
、
カ
レ
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ン
族
の
武
装
組
織
か
ら
仏
教
徒
を
中
心
と
す
る
﹁
民
主
カ
レ
ン

仏
教
徒
軍
︵D

em
ocratic K

aren B
uddhist A

rm
y

︶﹂
が
分
派
独
立
し
、

戦
闘
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

　

現
代
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
仏
教
に
み
ら
れ
る
非
暴
力
抵
抗
と
テ
ロ

リ
ズ
ム
の
奇
妙
な
併
存
は
、
い
っ
た
い
何
を
物
語
っ
て
い
る
の

か
。
同
国
で
の
仏
教
徒
の
暴
力
行
動
に
は
、
信
仰
の
問
題
よ
り

も
政
治
的
な
民
族
対
立
が
深
く
関
与
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
で
も
、
仏
教
徒
が
政
治
的
な
背
景
要
因
に
抗
し
て
非

暴
力
の
信
念
を
発
揮
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
と
の
疑
問
は
残

る
。
そ
し
て
、
こ
の
疑
問
は
、
仏
教
は
一
般
人
が
考
え
る
よ
う

な
絶
対
平
和
主
義
に
立
つ
の
か
、
と
い
う
問
い
に
行
き
着
く
だ

ろ
う
。

　

仏
教
史
を
振
り
返
る
と
、
釈
尊
︵
ブ
ッ
ダ
︶
が
教
え
た
非
暴
力

の
信
条
と
と
も
に
、
状
況
次
第
で
武
力
の
使
用
を
容
認
す
る
考

え
方
も
み
ら
れ
な
く
は
な
い
。
仏
教
の
思
想
に
お
い
て
、
非
暴

力
と
暴
力
は
本
質
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
仏
教

の
思
想
は
絶
対
平
和
主
義
と
言
え
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の

点
の
解
明
を
試
み
る
。

１
　
教
団
内
の
絶
対
平
和
主
義
と

　
社
会
内
の
暴
力
の
放
置

　

仏
教
を
創
始
し
た
釈
尊
は
、
教
団
︵
サ
ン
ガ
︶
の
出
家
修
行
者

た
ち
に
非
暴
力
と
不
殺
生
の
倫
理
を
説
い
た
。﹁
生
き
と
し
生
け

る
も
の
に
暴
力
を
用
い
な
い
人
﹂
こ
そ
︿
道
の
人
﹀
で
あ
り
、

暴
力
で
生
き
も
の
を
害
さ
な
け
れ
ば
死
後
に
は
幸
せ
が
得
ら
れ

るあ
─
。
初
期
仏
典
の
﹃
ダ
ン
マ
パ
ダ
﹄
は
、
そ
う
し
た
釈
尊

の
教
え
を
伝
え
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
初
期
仏
典
に
あ

た
る
﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
に
も
﹁
あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
に
対

し
て
暴
力
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
の
い
ず

れ
を
も
悩
ま
す
こ
と
な
くい
﹂
と
の
誡
め
が
み
ら
れ
る
。
釈
尊
は

紛
争
の
解
決
に
際
し
、
例
外
な
く
非
暴
力
的
手
段
を
求
め
た
。

釈
尊
の
教
団
は
、
今
日
に
言
う
絶
対
平
和
主
義
を
奉
じ
て
い
た

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

だ
が
し
か
し
、
こ
の
絶
対
平
和
主
義
は
教
団
内
の
出
家
者
を

主
た
る
担
い
手
と
し
、
社
会
的
な
視
座
を
欠
く
と
こ
ろ
に
重
大

な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
。
初
期
仏
教
に
お
け
る
修
行
の
理
想

は
、
こ
の
世
の
迷
い
の
生
存
か
ら
脱
却
し
て
涅
槃
の
境
地
を
得
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る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
不
殺
生
戒
の
護
持
も
求
め
ら
れ

る
の
だ
が
、
か
か
る
非
暴
力
の
戒
律
は
、
人
間
の
暴
力
性
を
抑

制
す
る
一
方
で
本
質
的
に
脱
世
俗
的
な
方
向
性
を
持
つ
こ
と
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

仏
教
の
サ
ン
ガ
と
違
っ
て
皆
が
非
暴
力
の
理
念
に
賛
同
す
る

わ
け
で
は
な
い
世
俗
の
社
会
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
不

当
な
暴
力
に
対
す
る
自
己
防
衛
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
自
衛
の

た
め
の
最
小
限
の
暴
力
行
使
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
問
題

が
必
ず
出
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
初
期
の
仏
教
は
こ
れ
に
関
し

て
突
っ
込
ん
だ
議
論
を
行
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、

初
期
仏
教
は
、
世
の
中
を
変
え
る
こ
と
よ
り
も
世
の
中
か
ら
脱

す
る
こ
と
を
強
調
す
る
教
え
な
の
で
あ
るう
。

　

も
ち
ろ
ん
、
仏
教
サ
ン
ガ
の
絶
対
平
和
主
義
が
当
時
の
イ
ン

ド
社
会
に
道
徳
的
な
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と

い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
世
俗
社
会
を
道
徳
的
に
感
化

す
る
仕
事
は
仏
教
教
団
の
主
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
出
家
修
行

者
も
、
在
家
信
徒
も
、
欲
望
や
怒
り
が
渦
巻
く
世
俗
の
世
界
か

ら
脱
し
て
い
か
に
平
静
な
自
己
を
確
立
す
る
か
が
最
大
の
関
心

事
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
ま
た
、
仏
教
が
も
っ
ぱ
ら
個
人
の
救
済
に
焦
点
を
当

て
る
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
釈
尊
は
怒

り
に
対
し
て
怒
り
を
返
す
な
と
教
え
た
。
怒
り
に
怒
り
で
応
答

し
な
い
こ
と
は
﹁
自
分
と
他
人
と
、
両
方
の
た
め
に
な
る
こ
と

を
行
っ
て
い
る
﹂
の
だ
とえ
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
社
会
的
な
視

点
が
欠
け
て
い
る
。
他
人
が
別
の
他
人
に
暴
力
を
振
る
う
時
、

自
分
は
ど
う
行
動
す
れ
ば
よ
い
か
。
そ
う
し
た
社
会
倫
理
に
か

か
わ
る
問
い
が
、
初
期
仏
典
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
救
済
す
る
姿
勢
が
希
薄
な
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
脱
世
俗
的
で
非
社
会
的
な
性
格
を
持
つ
仏
教
は
、

基
本
的
に
現
実
社
会
の
暴
力
を
放
置
す
る
方
向
に
進
む
。
そ
こ

か
ら
は
仏
法
と
世
俗
を
立
て
分
け
、
世
俗
で
は
世
俗
の
あ
り
方

に
従
お
う
と
す
る
態
度
も
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
態
度
を
真
俗

二
諦
、
王
法
為
本
の
説
と
し
て
定
式
化
し
、
近
代
日
本
の
帝
国

主
義
戦
争
に
積
極
的
に
加
担
し
た
の
が
浄
土
真
宗
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
仏
法
と
世
俗
を
立
て
分
け
る
立
場
は
、
仏
教
者
が

世
俗
の
暴
力
に
対
し
て
世
俗
的
に
対
処
す
る
こ
と
を
許
す
だ
ろ

う
。
そ
う
な
る
と
、
仏
教
者
も
武
装
し
て
悪
意
の
暴
力
か
ら
身
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を
守
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
現
れ
る
。
護
法
の
た
め
の
武

力
が
、
こ
こ
に
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
仏
教
者
が
仏
法
と
世
俗
を
立
て
分
け
、
教
団
内
の
絶

対
平
和
主
義
に
安
住
し
て
社
会
内
の
暴
力
を
放
置
す
る
と
こ
ろ

に
、
仏
教
が
暴
力
を
取
り
込
む
ゆ
え
ん
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

２
　
肉
体
の
蔑
視

　

仏
教
が
社
会
内
の
暴
力
を
放
置
し
自
ら
も
暴
力
性
を
帯
び
て

い
く
の
は
、
そ
の
脱
世
俗
的
な
思
想
傾
向
に
起
因
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
仏
教
の
脱
世
俗
性
が
肉
体
の
蔑
視
を
と
も
な
い
、

こ
れ
が
暴
力
を
一
層
後
押
し
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
仏
教

者
は
も
っ
と
自
覚
的
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

人
間
の
精
神
を
重
ん
じ
肉
体
を
軽
ん
じ
る
思
想
は
古
今
東
西

の
宗
教
・
哲
学
に
広
く
み
ら
れ
る
が
、
仏
教
教
団
に
お
け
る
肉

体
の
蔑
視
に
は
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
仏
教
を
興
し
た
釈

尊
の
元
に
集
っ
た
仏
弟
子
た
ち
の
告
白
が
、
詩
句
集
と
な
っ
て

現
存
す
る
。
そ
れ
を
読
む
と
﹁
身
体
は
内
に
も
外
に
も
空
虚
な

も
の
で
あ
る
﹂﹁
身
体
か
ら
生
じ
た
愛
欲
の
網
よ
﹂﹁
人
間
の
こ

の
身
体
は
、
不
浄
で
、
悪
臭
を
放
ち
⋮
⋮
種
々
の
汚
物
が
充
満

し
、
こ
こ
か
し
こ
か
ら
流
れ
出
て
い
る
﹂﹁
こ
の
身
体
を
、
糞
に

ま
み
れ
た
蛇
の
よ
う
に
避
け
る
人
は
⋮
⋮
安
全
な
安
ら
ぎ
に
到

達
す
る
で
あ
ろ
う
﹂﹁
わ
た
し
は
身
体
を
嫌
悪
す
る
﹂﹁
悪
臭
を

放
つ
身
体
は
厭
わ
し
い
か
なお
﹂
な
ど
の
強
烈
な
言
葉
が
目
に
飛

び
込
み
、
仏
弟
子
た
ち
が
不
浄
な
身
体
か
ら
離
れ
た
い
と
切
望

し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
肉
体
の
蔑
視
は
、
平
和
主
義
に
と
っ
て
実
に
諸
刃
の
剣

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
一
面
、
非
暴
力
の
理
想
を

貫
く
た
め
に
肉
体
的
生
命
を
捨
て
て
も
よ
い
と
す
る
非
暴
力
抵

抗
の
実
践
を
生
む
。
非
暴
力
抵
抗
は
二
十
世
紀
前
半
に
Ｍ
・
ガ

ン
デ
ィ
ー
が
イ
ン
ド
独
立
運
動
に
お
い
て
行
い
、
元
々
非
暴
力

の
教
え
を
奉
ず
る
仏
教
徒
た
ち
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
今

日
、
ベ
ト
ナ
ム
の
禅
僧
で
あ
る
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
師
な

ど
が
非
暴
力
抵
抗
の
熱
心
な
推
進
者
で
あ
る
。
同
師
は
、
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
に
反
対
す
る
中
で
死
を
恐
れ
ぬ
非
暴
力
抵
抗
を
唱
え

た
が
、
根
底
に
は
肉
体
蔑
視
の
観
念
が
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、

一
九
六
〇
年
代
の
ベ
ト
ナ
ム
で
政
府
の
宗
教
政
策
に
抗
議
す
る

僧
︵
テ
ィ
ク
・
ク
ワ
ン
・
ド
ッ
ク
︶
が
行
っ
た
焼
身
自
殺
︵
焼
身
供

養
︶
は
﹁
自
分
の
身
体
を
供
養
で
き
る
ほ
ど
に
自
由
で
あ
っ
たか
﹂
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か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
師
は
、
肉
体
を

自
己
の
本
質
か
ら
切
り
離
す
。
だ
か
ら
、
自
ら
が
血
を
流
す
非

暴
力
の
抵
抗
を
正
当
化
で
き
る
。
彼
に
と
っ
て
、
非
暴
力
の
抵

抗
で
平
和
の
た
め
に
死
ぬ
の
は
、
肉
体
的
な
自
己
犠
牲
で
は
あ

っ
て
も
魂
の
自
己
犠
牲
す
な
わ
ち
真
の
自
己
犠
牲
に
は
あ
た
ら

な
い
。

　

仏
教
的
な
肉
体
の
蔑
視
は
、
こ
う
し
て
非
暴
力
を
貫
く
支
え

と
な
る
。
だ
が
他
方
で
、
肉
体
蔑
視
の
観
念
は
殺
人
肯
定
の
思

想
に
結
び
つ
く
可
能
性
も
あ
る
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
で
に
紹
介
し
た
が
、
共
産
主
義
者
は
人
間
で
な
い
か
ら

殺
し
て
よ
い
と
説
い
た
タ
イ
の
仏
教
僧
が
い
る
。
仏
教
の
破
壊

者
は
殺
し
て
か
ま
わ
な
い
と
い
う
理
屈
で
あ
る
。
近
年
、
仏
教

徒
で
あ
る
は
ず
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
軍
事
政
権
が
、
反
軍
政
デ
モ
に

参
加
す
る
仏
教
僧
た
ち
を
暴
行
し
た
り
射
撃
し
た
り
し
た
の
も

同
じ
理
屈
か
ら
だ
。
悪
人
な
ら
暴
行
を
加
え
て
殺
し
て
も
よ
い

と
考
え
る
の
は
、
人
間
の
身
体
に
対
す
る
尊
重
の
念
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
い
証
左
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
暴
力
や
殺

人
の
肯
定
の
背
後
に
仏
教
的
な
肉
体
の
蔑
視
が
あ
る
。
慈
悲
の

ゆ
え
に
悪
人
を
殺
す
と
い
っ
た
思
想
も
し
か
り
で
あ
ろ
う
。
悪

人
の
肉
体
的
生
命
を
奪
っ
て
も
輪
廻
す
る
生
命
自
体
の
救
済
は

可
能
だ
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
肉
体
の
尊
厳
︵bodily integrity

︶

を
認
め
な
い
立
場
と
言
え
る
。
日
本
で
は
、﹁
オ
ウ
ム
真
理
教
﹂

が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
教
義
を
利
用
し
な
が
ら
、
か
か
る
殺
人
肯

定
の
論
理
を
作
り
上
げ
た
こ
と
が
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
。

３
　
個
我
の
超
越

　

問
題
は
さ
ら
に
続
く
。
仏
教
の
脱
世
俗
性
は
社
会
倫
理
の
否

定
に
つ
な
が
る
場
合
も
あ
る
。
脱
世
俗
の
実
践
は
日
常
的
な
自

己
か
ら
の
脱
却
で
あ
り
、
個
人
の
意
識
を
超
え
た
境
地
が
目
指

さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
﹁
無
我
﹂﹁
空
﹂
の
境
地
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

個
の
否
定
は
、
と
も
す
れ
ば
倫
理
的
な
責
任
の
放
棄
と
な
り
か

ね
な
い
。
現
実
の
社
会
に
あ
っ
て
、
善
悪
の
倫
理
の
主
体
は
個

人
の
自
我
が
担
っ
て
い
る
。
そ
の
個
我
を
超
越
し
て
＂
善
も
悪

も
本
当
は
行
為
の
主
体
が
な
い
＂
と
い
う
考
え
方
に
陥
る
と
、

社
会
的
な
倫
理
は
意
味
を
失
う
。
人
を
殺
し
て
も
真
実
に
は
個

人
の
行
為
で
な
い
と
す
れ
ば
、
戦
争
に
反
対
す
る
の
も
自
由
、

戦
争
に
行
っ
て
銃
を
執
る
の
も
自
由
と
な
る
。

　

こ
の
こ
と
を
公
然
と
唱
え
た
の
が
、
近
代
日
本
の
仏
教
哲
学
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者
・
清
沢
満
之
で
あ
っ
た
。
清
沢
は
、
如
来
へ
一
心
に
帰
依
す

れ
ば
現
実
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
し
、﹁
国
に
事
あ
る
時
は
銃
を
肩

に
し
て
戦
争
に
出
か
け
る
も
よ
いき
﹂
と
述
べ
る
な
ど
、
結
果
的

に
戦
争
を
肯
定
し
て
い
る
。
清
沢
は
﹁
精
神
主
義
﹂
を
唱
え
た
が
、

そ
れ
は
自
己
を
含
む
一
切
を
捨
て
、
ひ
た
す
ら
超
越
的
な
仏
︵
阿

弥
陀
如
来
︶
に
帰
依
せ
よ
と
強
調
す
る
も
の
だ
っ
た
。
個
我
の
超

越
が
倫
理
に
超
然
た
る
態
度
を
生
み
、
我
を
忘
れ
て
戦
争
に
参

加
す
る
も
よ
し
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

近
代
日
本
を
代
表
す
る
文
学
者
の
一
人
で
あ
る
宮
沢
賢
治
も
、

こ
の
清
沢
流
の
精
神
主
義
に
幼
少
期
か
ら
接
し
つ
つ
、
個
我
の

超
越
を
志
向
し
て
い
っ
た
。
青
年
期
の
賢
治
が
友
人
に
送
っ
た
、

と
あ
る
書
簡
の
中
に
﹁
戦
争
に
行
き
て
人
を
殺
す
と
云
ふ
事
も

殺
す
者
も
殺
さ
る
る
者
も
皆
等
し
く
法ほ

っ

性し
ょ
うに
御
座
候
﹂
と
い
う
、

驚
く
べ
き
記
述
が
あ
る
。
個
我
を
超
越
し
て
﹁
法
性
﹂
の
世
界

に
遊
べ
ば
、
戦
争
で
個
人
が
殺
す
と
か
殺
さ
れ
た
と
か
の
話
は

ど
う
で
も
よ
く
な
る
。
そ
ん
な
考
え
も
あ
っ
て
か
、
人
道
主
義

的
な
筆
致
で
知
ら
れ
る
賢
治
は
、
意
外
に
も
積
極
的
な
兵
役
志

願
者
だ
っ
た
。
三
十
七
歳
で
死
去
す
る
直
前
ま
で
、﹁
万
里
長
城

に
日
章
旗
が
翻
へ
る
﹂
戦
い
に
参
加
し
て
い
る
兵
士
を
羨
ま
し

く
感
じ
る
と
の
心
情
を
書
き
綴
っ
て
い
るく
。

　

近
代
日
本
の
仏
教
界
で
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
人
々
の
多

く
が
、
個
我
の
超
越
と
い
う
思
想
に
立
っ
て
帝
国
主
義
戦
争
を

推
進
す
る
側
に
い
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
率
直
に
認
め
ざ
る

を
得
な
い
。
清
沢
や
宮
沢
の
場
合
は
倫
理
に
超
然
と
し
た
戦
争

の
肯
定
だ
っ
た
が
、
さ
ら
に
問
題
な
の
が
、
仏
教
的
な
個
我
の

超
越
か
ら
自
己
犠
牲
の
観
念
を
導
き
、
戦
場
で
の
特
攻
精
神
を

鼓
舞
し
た
言
説
の
数
々
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
世
界
的
な
禅
仏
教
者
の
鈴
木
大
拙
は
、
日
中
戦
争

の
最
中
に
出
版
し
た
﹃
禅
と
日
本
文
化
﹄
の
中
で
、
自
己
放
棄

的
な
﹁
意
力
﹂
を
要
求
す
る
禅
の
教
え
と
武
士
道
と
の
間
の
親

密
な
関
係
を
強
調
し
た
。
鈴
木
は
言
う
。﹁
禅
が
日
本
武
士
の
戦

闘
精
神
を
は
げ
ま
す
こ
と
に
な
っ
た
﹂﹁
真
面
目
な
武
士
が
死
を

克
服
せ
ん
と
す
る
考
を
も
っ
て
、
禅
に
近
づ
く
の
は
当
然
で
あ

るけ
﹂
と
。
そ
し
て
禅
に
感
化
さ
れ
た
武
士
の
精
神
が
庶
民
の
間

に
ま
で
広
が
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
人
は
﹁
自
分
の
命
を
犠

牲
に
す
る
覚
悟
を
し
て
い
る
﹂
と
し
、
そ
の
こ
と
が
﹁
日
本
が

な
に
か
の
理
由
で
飛
び
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
諸
戦
争
で
、

し
ば
し
ば
証
明
せ
ら
れ
て
き
た
﹂
と
も
述
べ
るこ
。
個
我
の
超
越
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を
説
く
禅
の
思
想
が
日
本
社
会
の
エ
ー
ト
ス
と
な
り
、
戦
死
を

恐
れ
ぬ
自
己
犠
牲
的
な
兵
士
を
育
ん
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
自
己
犠
牲
の
精
神
の
持
つ
両
義
性
が
鮮
明

に
な
る
。
自
己
犠
牲
の
覚
悟
を
決
め
た
人
は
、
命
を
捨
て
て
戦

争
に
反
対
す
る
非
暴
力
の
平
和
主
義
者
に
な
れ
る
が
、
他
方
で

敵
陣
に
勇
敢
に
突
っ
込
む
特
攻
兵
士
に
も
な
れ
る
。
仏
教
が
説

く
個
我
の
超
越
は
、
こ
う
し
て
平
和
に
も
戦
争
に
も
向
か
う
こ

と
が
わ
か
る
。

　

加
え
て
、
仏
教
的
な
個
我
の
超
越
は
、
超
越
者
に
よ
る
裁
き

の
思
想
と
結
び
つ
く
契
機
を
内
に
含
む
。
人
間
を
超
え
た
超
越

的
・
普
遍
的
な
立
場
か
ら
現
実
を
宗
教
的
に
裁
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
戦
争
が
批
判
さ
れ
た
り
正
当
化
さ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
るさ
。

事
実
、
歴
史
的
に
仏
教
者
は
、
不
殺
生
戒
を
掲
げ
て
戦
争
に
反

対
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
勧
善
懲
悪
的
に
戦
争
を
支
持
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
仏
教
の
脱
世
俗
性
に
起
因
す
る
個
我
の

超
越
は
、
超
倫
理
・
自
己
犠
牲
・
現
実
の
裁
き
と
い
っ
た
態
度

を
も
た
ら
す
が
、
そ
れ
ら
は
平
和
に
も
戦
争
に
も
向
か
う
よ
う

な
両
義
性
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。

４
　
初
期
仏
教
の
思
想
的
本
質
か
ら
の
再
考

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
通
じ
、
仏
教
教
団
が
森
林
の
僧
院
の
み

な
ら
ず
世
俗
の
街
中
で
も
絶
対
平
和
主
義
を
保
つ
に
は
、
そ
の

脱
世
俗
性
が
根
本
的
な
足
か
せ
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
仏

教
は
脱
世
俗
の
境
地
を
強
く
志
向
す
る
。
そ
の
た
め
、
社
会
内

の
暴
力
に
無
関
心
に
な
っ
た
り
、
肉
体
の
尊
厳
を
認
め
ず
悪
人

の
殺
害
を
正
当
化
し
た
り
、
個
我
を
超
越
し
て
死
を
恐
れ
ぬ
戦

闘
に
参
加
せ
よ
と
勧
め
た
り
、
超
越
者
の
裁
き
の
観
点
か
ら
正

義
の
戦
争
を
説
い
た
り
す
る
こ
と
が
、
実
際
に
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
と
は
正
反
対
に
、
脱
世
俗
性
を
保
っ
た
ま

ま
世
俗
社
会
で
も
絶
対
平
和
主
義
を
貫
こ
う
と
す
る
仏
教
徒
も

い
る
。
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
師
等
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ

デ
ィ
ス
ト
と
称
さ
れ
る
人
た
ち
は
、
非
暴
力
抵
抗
の
実
践
に
久

し
く
努
力
し
て
き
た
。
釈
尊
は
人
々
に
非
暴
力
を
勧
め
た
も
の

の
、
非
暴
力
の
政
治
的
抵
抗
を
指
示
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

非
暴
力
抵
抗
は
仏
教
倫
理
の
新
た
な
展
開
で
あ
り
、
ガ
ン
デ
ィ
ー

主
義
か
ら
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
脱
世
俗
的
な
絶
対
平
和
の

ル
ー
ル
と
世
俗
的
な
権
力
闘
争
の
ル
ー
ル
が
入
り
混
じ
り
、
非
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暴
力
抵
抗
の
思
想
が
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か

ろ
う
。

　

た
だ
し
、
脱
世
俗
の
ル
ー
ル
と
世
俗
の
ル
ー
ル
は
根
底
的
に

対
立
す
る
。
人
類
の
倫
理
意
識
が
次
第
に
進
化
し
て
世
俗
の
ル
ー

ル
が
脱
世
俗
の
ル
ー
ル
に
従
う
だ
ろ
う
と
す
る
予
測
な
ど
は
、

脱
世
俗
と
世
俗
の
対
立
関
係
か
ら
み
て
、
あ
ま
り
適
切
と
は
思

わ
れ
な
い
。
今
日
、
非
暴
力
抵
抗
を
唱
え
る
絶
対
平
和
主
義
が
、

一
般
社
会
ば
か
り
か
仏
教
界
で
も
少
数
派
の
思
想
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
脱
世
俗
と
世
俗
の
間
で
身
を
引
き
裂
か

れ
る
よ
う
な
実
践
を
求
め
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、
わ

れ
わ
れ
は
非
暴
力
抵
抗
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
果
た
し
て
仏
教
本

来
の
平
和
主
義
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
か
ど
う
か
、
今
一
度
考
え

直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　

原
始
仏
教
は
自
己
の
内
面
的
探
求
を
専
ら
と
し
、
そ
の
倫
理

観
は
確
か
に
脱
世
俗
的
な
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

釈
尊
が
真
に
社
会
内
の
暴
力
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
言
い
切

れ
な
い
。﹃
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
﹄
は
、
コ
ー
サ
ラ
国
に
あ

る
雪
山
地
方
の
森
で
瞑
想
中
の
釈
尊
が
﹁
殺
す
こ
と
な
く
、
殺

さ
し
め
る
こ
と
な
く
、
勝
つ
こ
と
な
く
、
勝
た
し
め
る
こ
と
な

く
、
悲
し
む
こ
と
な
く
、
悲
し
ま
せ
る
こ
と
な
く
、
法
に
よ
っ

て
統
治
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
かし
﹂
と
の
思
い
に
か

ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
結
局
、
釈
尊
は
心
の
変
革
で
人
々

を
導
く
べ
き
と
し
て
政
治
へ
の
誘
惑
を
退
け
る
の
だ
が
、
彼
が

法
に
よ
る
政
治
を
理
想
と
し
た
点
は
否
定
し
難
い
。

　

ま
た
、
釈
尊
の
教
団
に
い
た
修
行
者
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉

を
残
し
て
い
る
。﹁
わ
れ
は
万
人
の
友
で
あ
る
。
万
人
の
な
か
ま

で
あ
る
。
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
同
情
者
で
あ
る
。

慈
し
み
の
心
を
修
め
て
、
つ
ね
に
無
障
害
を
楽
し
むす
﹂。
こ
こ
で

教
団
内
の
絶
対
平
和
主
義
︵
無
障
害
︶
は
、﹁
万
人
の
友
﹂
た
る

修
行
者
の
自
覚
を
通
じ
、
世
俗
の
社
会
に
も
開
か
れ
て
い
る
。

　

た
だ
、
釈
尊
の
教
団
は
、
自
己
の
覚
醒
を
他
者
へ
、
社
会
へ

と
次
第
に
広
げ
て
い
こ
う
と
す
る
、
漸
進
的
な
社
会
改
革
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
て
い
た
。
絶
対
平
和
の
ア
ル
フ
ァ
と
オ
メ
ガ

を
自
己
に
置
き
、
何
よ
り
も
絶
対
平
和
を
も
た
ら
す
自
己
の
発

見
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
あ
た
か
も
教
団
内
の
絶

対
平
和
主
義
に
安
住
し
て
社
会
内
の
暴
力
を
放
置
す
る
か
の
ご

と
き
印
象
を
与
え
る
の
だ
が
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
慈
し

む
仏
教
徒
の
眼
差
し
は
、
本
来
的
に
は
社
会
の
平
和
に
向
け
ら
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れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　

ま
た
、
原
始
仏
教
の
教
団
に
み
ら
れ
る
肉
体
の
蔑
視
に
つ
い

て
も
、
そ
の
思
想
的
本
質
を
よ
く
見
極
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

釈
尊
が
肉
体
の
不
浄
を
説
き
示
し
た
の
は
、
肉
体
の
蔑
視
よ
り

も
肉
体
へ
の
愛
執
を
誡
め
る
点
に
力
点
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
、
我
が
身
の
実
態
を
観
察
し
て
肉
体
的
な

欲
望
か
ら
自
由
に
な
れ
、
と
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
たせ
。
も

し
彼
が
肉
体
そ
の
も
の
に
本
質
的
な
価
値
は
な
い
と
考
え
て
い

た
の
な
ら
、﹁
す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
る
。
す
べ
て
の
︵
生

き
も
の
︶
に
と
っ
て
生
命
は
愛
し
い
。
己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
、

殺
し
て
は
な
ら
ぬ
、
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬそ
﹂
な
ど
と
身
体
性

を
踏
ま
え
た
非
暴
力
の
誡
め
を
残
す
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
釈
尊
は
﹃
ダ
ン
マ
パ
ダ
﹄
等
で
﹁
自
己
を

守
れ
﹂﹁
自
己
こ
そ
自
分
の
主
で
あ
る
﹂﹁
自
己
を
と
と
の
え
よ
﹂

と
、
自
己
の
大
切
さ
を
何
度
も
訴
え
て
い
る
。
釈
尊
に
お
い
て
、

日
常
的
な
自
己
の
否
定
︵
無
我
︶
は
そ
の
ま
ま
真
実
の
自
己
の
確

立
で
あ
っ
た
。
こ
の
限
り
、
自
己
を
超
越
し
て
戦
闘
に
参
加
し

て
も
よ
い
と
か
、
自
己
を
放
棄
す
れ
ば
戦
死
も
恐
れ
な
い
、
と

か
い
っ
た
解
釈
が
仏
教
か
ら
出
て
く
る
余
地
は
な
い
。
そ
し
て
、

仏
教
に
お
け
る
超
越
者
は
真
実
の
自
己
と
言
え
る
か
ら
、
他
者

の
﹁
自
己
﹂
を
悪
と
み
て
抹
殺
せ
ん
と
す
る
＂
正
義
の
戦
争
＂

の
論
理
も
本
当
は
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
仏
教
の
思
想
は
元
々
、
暴
力
を
ど
こ
ま

で
も
否
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
史
に
散
見
さ
れ
る

世
俗
の
暴
力
へ
の
無
関
心
、
肉
体
蔑
視
を
前
提
と
す
る
﹁
悪
人
﹂

の
殺
害
の
肯
定
、
自
己
放
棄
的
な
戦
争
へ
の
協
力
な
ど
は
、
仏

教
元
来
の
教
え
に
一
致
す
る
と
言
え
な
い
。
仏
教
徒
に
よ
る
暴

力
の
肯
定
は
、
釈
尊
の
脱
世
俗
的
な
教
え
を
過
度
に
解
釈
し
て

生
じ
た
よ
う
に
み
え
る
。
過
度
な
脱
世
俗
の
追
求
は
、
か
え
っ

て
暴
力
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

５
　
対
立
的
非
暴
力
と
調
和
的
非
暴
力

　

現
代
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
仏
教
の
非

暴
力
の
教
え
に
政
治
的
抵
抗
の
ス
タ
イ
ル
を
加
味
し
、
非
暴
力

抵
抗
の
思
想
と
実
践
を
作
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
僧
院
の
脱
世
俗

的
な
非
暴
力
を
世
俗
の
社
会
に
引
き
下
ろ
し
、
仏
教
の
絶
対
平

和
主
義
を
現
実
化
す
る
画
期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
だ
が
し
か
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し
、
彼
ら
の
思
想
に
も
肉
体
の
蔑
視
や
個
我
の
超
越
な
ど
の
観

念
は
根
深
く
潜
ん
で
い
る
。
脱
世
俗
へ
の
こ
だ
わ
り
が
は
ら
む

暴
力
性
は
、
こ
こ
で
は
他
人
で
な
く
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
る
。

非
暴
力
抵
抗
の
運
動
と
は
、
自
己
の
肉
体
へ
の
暴
力
を
勇
ん
で

引
き
受
け
る
実
践
と
も
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。

　

他
人
に
対
し
て
も
、
自
分
に
対
し
て
も
、
暴
力
を
許
さ
な
い
。

釈
尊
が
教
え
た
絶
対
平
和
主
義
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
か
。
仏
教
が
暴
力
を
容
認
す
る
思
想
的
な
契
機
は
、

お
よ
そ
過
度
な
脱
世
俗
志
向
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
排
除
し
て
﹁
現

世
を
望
ま
ず
、
来
世
を
も
望
ま
ずた
﹂﹁
彼
岸
も
な
く
、
此
岸
も
な

く
、
彼
岸
・
此
岸
な
る
も
の
も
な
くち
﹂
と
い
う
釈
尊
の
中
道

観
に
立
ち
戻
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
の
暴
力
は
否
定
さ

れ
、
仏
教
的
な
絶
対
平
和
主
義
の
真
相
が
み
え
て
く
る
の
で
は

な
い
か
。

　

実
際
、
釈
尊
が
戦
争
の
危
機
に
際
し
て
示
し
た
の
は
、
自
分

も
他
人
も
傷
つ
け
な
い
よ
う
な
反
戦
の
あ
り
方
だ
っ
た
。
エ
ン

ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ズ
ム
で
は
政
治
権
力
と
対
立
的
な
反
戦
行

動
を
取
る
が
、
釈
尊
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
政
治
権
力
を
説
得
し

て
平
和
に
導
こ
う
と
す
る
調
和
的
な
姿
勢
が
み
ら
れ
た
。
と
も

に
非
暴
力
的
な
方
法
で
あ
っ
て
も
、
前
者
は
対
立
的
な
非
暴
力
、

後
者
は
調
和
的
な
非
暴
力
と
言
い
う
る
。
マ
ガ
ダ
国
が
隣
国
を

侵
略
し
よ
う
と
し
た
時
、
釈
尊
は
戦
争
の
無
意
味
さ
を
教
え
る

対
話
を
弟
子
と
行
い
、
そ
れ
と
な
く
マ
ガ
ダ
国
の
使
者
に
隣
国

征
服
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
と
い
うつ
。
対
話
と
教
育
こ
そ
が
、

釈
尊
の
用
い
た
非
暴
力
の
武
器
で
あ
っ
た
。

　

対
立
的
で
な
い
、
調
和
的
な
非
暴
力
の
行
使
が
、
仏
教
的
な

絶
対
平
和
主
義
の
実
践
と
呼
ぶ
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ

う
。
た
だ
半
面
、
対
立
的
な
非
暴
力
は
調
和
的
な
非
暴
力
に
比

べ
て
相
手
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
非
常
に
大
き
い
。
ま
た
、

そ
れ
が
必
ず
暴
力
の
反
動
を
も
た
ら
す
と
も
限
ら
な
い
た
め
、

仏
教
的
な
絶
対
平
和
主
義
に
と
っ
て
一
つ
の
重
要
な
手
段
と
な

る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
暴
力
性
を

排
し
た
反
戦
行
動
と
な
る
と
、
や
は
り
対
話
や
教
育
な
ど
の
調

和
的
非
暴
力
が
理
想
形
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
調
和
的
非
暴
力
に
は
即
効
性
が
な
い
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
釈
尊
は
晩
年
、
隣
国
の
王
が
釈
迦
族
を
滅
ぼ
そ
う
と

す
る
の
を
何
度
か
対
話
を
通
じ
て
防
い
だ
が
、
つ
い
に
は
宿
縁

の
ゆ
え
と
し
て
一
族
滅
亡
を
諦
観
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
るて
。
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こ
こ
で
は
業
の
運
命
論
も
暴
力
の
放
置
に
加
担
し
て
い
る
。

　

と
も
か
く
、
現
代
の
仏
教
徒
に
よ
る
反
戦
平
和
運
動
に
つ
い

て
は
、
過
度
の
脱
世
俗
志
向
に
陥
ら
ず
に
中
道
の
世
界
観
を
保

持
し
、
自
己
へ
の
暴
力
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
避
け
、
大
局

的
に
は
対
立
的
非
暴
力
か
ら
調
和
的
非
暴
力
に
軸
足
を
移
し
て

い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

６
　
日
蓮
の
絶
対
平
和
主
義

　

さ
て
、
釈
尊
が
示
し
た
調
和
的
非
暴
力
の
継
承
・
発
展
と
み

ら
れ
る
事
例
と
し
て
、
こ
こ
で
十
三
世
紀
の
日
本
の
仏
教
僧
・

日
蓮
の
思
想
と
実
践
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　

日
蓮
は
、
大
乗
経
典
の
﹃
法
華
経
﹄
を
信
奉
し
た
こ
と
で
知

ら
れ
る
。
彼
の
主
張
に
よ
る
と
、
釈
尊
は
﹃
法
華
経
﹄
に
お
い

て
悟
り
の
法
を
完
全
に
説
き
明
か
し
て
い
る
。
日
蓮
が
用
い
た

鳩
摩
羅
什
訳
の
﹃
法
華
経
﹄
の
正
式
名
称
は
﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄

で
あ
る
。
日
蓮
は
、
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
が
単
な
る
経
典
の
名

で
も
教
義
内
容
で
も
な
く
、
仏
が
悟
っ
た
法
の
正
体
で
あ
る
と

み
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
仏
教
の
平
和
主
義
の
あ
り
方
を
劇
的

に
変
化
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
次
の
よ
う
な
論
理
で
あ
る
。
一
般
に
、

仏
教
は
﹁
悟
り
へ
の
道
﹂
を
説
く
宗
教
と
言
え
る
。
暴
力
に
対

し
て
は
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
怒
り
や
恐
怖
を
静
め
て
信
頼
や

慈
愛
の
心
を
育
て
よ
う
と
す
る
。
説
得
や
対
話
を
主
に
し
て
、

心
の
次
元
か
ら
暴
力
の
解
消
を
目
指
す
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
の

平
和
主
義
は
、
自
他
共
に
﹁
悟
り
へ
の
道
﹂
を
歩
む
実
践
に
他

な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
蓮
に
あ
っ
て
は
﹁
悟
り
へ
の
道
﹂
よ
り
も
﹁
悟

り
の
法
﹂
に
よ
っ
て
暴
力
の
根
絶
が
は
か
ら
れ
た
。
あ
る
種
の

暴
力
に
は
、
運
命
的
な
業
の
力
が
深
く
関
与
し
て
い
る
。
悪
い

と
知
り
な
が
ら
暴
力
を
振
る
っ
て
し
ま
う
。
怒
り
を
抑
え
き
れ

ず
暴
力
に
訴
え
る
。
や
む
を
得
ぬ
事
情
で
暴
力
を
行
使
す
る
。

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
運
命
的
な
力
に
支
配
さ
れ
た
暴
力
と
み

て
よ
い
。
暴
力
を
被
る
側
に
目
を
向
け
る
と
、
運
命
的
な
力
が

な
お
さ
ら
実
感
さ
れ
る
。
不
当
な
理
由
で
暴
力
の
犠
牲
に
な
り
、

な
す
す
べ
も
な
く
殺
さ
れ
た
人
た
ち
が
、
そ
れ
こ
そ
歴
史
上
に

数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
い
る
。
し
て
み
れ
ば
、
怒
り
を
静
め
る
な

ど
の
﹁
悟
り
へ
の
道
﹂
も
、
運
命
的
な
力
に
よ
る
暴
力
の
前
に

は
無
力
と
言
う
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
日
蓮
は
﹁
悟
り
の
法
﹂
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で
あ
る
妙
法
蓮
華
経
の
力
で
運
命
的
な
暴
力
の
根
源
に
働
き
か

け
、
こ
の
世
か
ら
悲
惨
な
暴
力
を
な
く
そ
う
と
し
た
。

　
﹁
悟
り
の
法
﹂
の
力
を
頼
む
、
こ
の
日
蓮
独
特
の
平
和
主
義
は
、

以
下
の
二
つ
の
特
徴
を
有
す
る
。

（
１
）
戦
争
防
止
主
義

　

一
つ
は
戦
争
防
止
主
義
で
あ
る
。
日
蓮
の
平
和
主
義
で
は
、

戦
争
と
い
う
大
量
殺
人
を
も
た
ら
す
運
命
的
な
力
を
、
仏
が
悟

っ
た
正
し
い
法
︵
正
法
︶
の
究
極
的
な
力
で
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
。

国
家
と
国
家
の
戦
争
は
、
あ
る
場
合
に
は
歴
史
的
運
命
で
も
あ

ろ
う
。
そ
の
運
命
の
根
源
に
挑
戦
し
、
崩
れ
ぬ
平
和
を
確
立
し

た
い
と
い
う
の
が
日
蓮
の
願
い
だ
っ
た
。
戦
争
す
る
歴
史
的
運

命
へ
の
挑
戦
と
は
、
す
な
わ
ち
戦
争
自
体
が
存
在
し
な
い
世
界

の
実
現
を
意
味
し
て
い
る
。
日
蓮
の
平
和
主
義
は
、
か
く
し
て

戦
争
な
き
世
界
を
目
指
す
戦
争
防
止
主
義
を
第
一
義
と
す
る
。

　

文
応
元
︵
一
二
六
〇
︶
年
七
月
、
日
蓮
は
当
時
の
日
本
の
政
治

権
力
者
に
﹃
立
正
安
国
論
﹄
と
題
す
る
諫
言
の
書
を
提
出
し
た
。

自
然
災
害
や
伝
染
病
の
流
行
で
世
相
が
荒
廃
し
、
民
衆
の
生
活

が
脅
か
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
日
蓮
は
、
そ
の
混
乱
の
元

凶
が
正
し
い
真
理
へ
の
背
反
に
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
正
法

を
世
に
立
て
れ
ば
国
家
は
安
穏
に
な
り
、
天
災
や
疫
病
の
み
な

ら
ず
他
国
か
ら
戦
争
を
仕
掛
け
ら
れ
る
﹁
他
国
侵
逼
難
﹂
も
内

戦
が
起
き
る
﹁
自
界
叛
逆
難
﹂
も
な
く
な
る
と
訴
え
た
。
い
わ

ゆ
る
﹁
立
正
安
国
﹂
の
主
張
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
は
、
正
法
と
い
う
﹁
悟
り
の
法
﹂
の
力
で
、
自
然
災

害
と
同
列
に
語
ら
れ
た
運
命
的
な
戦
争
を
未
然
に
防
ご
う
と
す

る
思
想
が
み
て
と
れ
る
。
日
蓮
は
﹃
立
正
安
国
論
﹄
の
中
で
﹁
他

方
の
賊
来
つ
て
其
の
国
を
侵
逼
し
自
界
叛
逆
し
て
其
の
地
を
掠

領
せ
ば
豈
驚
か
ざ
ら
ん
や
豈
騒
が
ざ
ら
ん
や
﹂
等
と
記
しと、
他

国
の
侵
略
と
内
戦
の
勃
発
を
予
見
す
る
立
場
か
ら
時
の
政
権
に

警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
運
命
的
な
戦
争
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
よ
う

と
す
る
国
家
を
ど
う
救
う
の
か
。
仏
法
の
根
本
道
理
に
よ
る
以

外
に
解
決
の
方
法
は
な
い
、
と
い
う
の
が
日
蓮
の
揺
る
が
ぬ
信

念
で
あ
っ
た
。﹁
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
速
に
実
乗
の
一

善
に
帰
せ
よ
、
然
れ
ば
則
ち
三
界
は
皆
仏
国
な
り
仏
国
其
れ
衰

ん
や
十
方
は
悉
く
宝
土
な
り
宝
土
何
ぞ
壊
れ
ん
や
﹂
と
彼
は
結

論
しな、
為
政
者
に
正
法
へ
の
帰
依
を
迫
っ
て
い
る
。

　
﹁
悟
り
の
法
﹂
の
絶
大
な
力
を
信
じ
る
が
ゆ
え
に
、
避
け
ら
れ

な
い
戦
争
の
存
在
を
大
前
提
と
せ
ず
、
一
切
の
戦
争
を
こ
の
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世
か
ら
な
く
す
こ
と
に
全
力
を
挙
げ
る
。
日
蓮
は
、
そ
の
よ
う

な
戦
争
防
止
主
義
を
自
分
の
平
和
主
義
の
中
核
に
据
え
た
の
で

あ
る
。

（
２
）
暴
力
の
平
和
化

　

日
蓮
の
平
和
主
義
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、﹁
暴
力
の
平
和
化
﹂

と
言
う
べ
き
思
想
で
あ
る
。
日
蓮
の
仏
教
で
は
、﹁
悟
り
の
法
﹂

で
あ
る
妙
法
へ
の
信
仰
を
通
じ
て
戦
争
の
な
い
世
界
を
築
こ
う

と
す
る
。
だ
が
、
現
実
を
凝
視
す
る
ほ
ど
、
内
戦
も
含
め
た
あ

ら
ゆ
る
戦
争
を
根
絶
す
る
の
は
不
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
蓮
が
生
き
た
時
代
の
日
本
で
も
度
重
な
る
内
戦
が
続
き
、
つ

い
に
は
蒙
古
国
に
よ
る
侵
略
戦
争
ま
で
起
き
て
い
る
。

　

暴
力
は
、
否
応
な
く
わ
れ
わ
れ
に
付
い
て
回
る
。
そ
の
暴
力

に
非
暴
力
で
対
抗
す
れ
ば
、
自
分
が
暴
力
の
犠
牲
に
な
っ
て
し

ま
う
。
誰
一
人
暴
力
を
被
ら
な
い
状
況
な
ど
な
い
の
が
、
実
際

の
世
の
中
で
あ
ろ
う
。

　

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
、
非
暴
力
の
自
己
犠
牲
と
い
う
一
種
の
美
学

を
、
民
衆
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
大
地
に
生
き
る
民
衆
が
自
己
保
存
と
い
う
生
命
本
然
の

傾
向
性
を
放
棄
す
る
姿
は
、
い
か
に
も
不
自
然
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。
仏
教
の
洞
察
に
よ
れ
ば
、
人
間
性
の
本
質
は
﹁
自
他

不
二
﹂
の
境
地
に
行
き
着
く
。
自
分
の
生
命
を
大
事
に
す
る
よ

う
に
他
人
の
生
命
も
尊
重
せ
よ
。
釈
尊
は
こ
う
説
い
た
。
自
然

な
人
間
性
に
即
し
た
道
徳
と
も
言
え
よ
う
。
仏
教
僧
で
あ
る
日

蓮
も
、
当
然
、
自
他
の
生
命
を
共
に
尊
重
す
る
立
場
を
取
っ
た
。

　

だ
が
そ
う
す
る
と
、
日
蓮
の
平
和
主
義
は
、
暴
力
へ
の
何
ら

か
の
関
与
が
避
け
ら
れ
な
く
な
る
。
祈
り
の
次
元
は
と
も
か
く

実
際
的
に
は
、
自
分
も
含
め
て
誰
一
人
殺
さ
れ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
相
手
の
暴
力
を
無
効
化
す
る
と
と
も
に
、
自
分
の
暴

力
も
平
和
的
に
行
使
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
必

然
的
に
﹁
暴
力
の
平
和
化
﹂
と
い
う
試
み
が
要
請
さ
れ
て
く
る

の
で
あ
る
。

　
﹁
暴
力
の
平
和
化
﹂
の
教
え
は
、
日
蓮
が
重
視
し
た
大
乗
経
典

の
﹃
法
華
経
﹄
や
﹃
涅
槃
経
﹄
等
に
説
か
れ
て
い
る
。

　
﹃
法
華
経
﹄
の
安
楽
行
品
は
﹁
怖お

畏そ

れ
も　

刀
杖
等
を
加
え
ら

る
る
こ
と
も
な
く
﹂﹁
刀
杖
も
加
え
ら
れ
ず　

毒
も
害
す
る
こ
と

能
わ
ず
﹂
と
明
言
しに、
仏
の
滅
後
に
﹃
法
華
経
﹄
を
説
く
者
は

刀
や
杖
、
毒
に
よ
る
危
害
を
加
え
ら
れ
な
い
と
す
る
。
同
経
の

観
世
音
菩
薩
普
門
品
に
は
、
さ
ら
に
具
体
的
な
説
明
が
あ
り
、
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殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
に
観
世
音
菩
薩
の
名
号
を
唱
え
れ
ば
、

処
刑
人
が
振
り
上
げ
た
刀
や
杖
が
突
然
、
次
々
と
壊
れ
た
り
、

怨
賊
が
た
ち
ま
ち
慈
悲
の
心
を
起
こ
し
た
り
し
て
、
難
を
免
れ

る
の
だ
と
説
き
示
すぬ。
い
ず
れ
も
、﹃
法
華
経
﹄
の
正
法
に
相
手

の
暴
力
を
無
効
化
す
る
不
可
思
議
な
力
が
あ
る
、
と
の
主
張
で

あ
る
。
日
蓮
の
遺
文
を
読
む
と
、
こ
れ
ら
の
﹃
法
華
経
﹄
の
経

文
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
日
蓮
自
身
、
宗
教
的
信
念

ゆ
え
に
国
家
権
力
か
ら
弾
圧
さ
れ
、
何
度
も
流
罪
・
死
罪
に
及

ん
だ
が
、
不
思
議
に
も
命
を
長
ら
え
た
。
彼
は
﹃
法
華
経
﹄
の

法
力
と
い
う
非
暴
力
の
武
器
で
権
力
者
の
刀
剣
と
対
峙
し
、
そ

の
暴
力
を
現
実
に
無
効
化
し
て
み
せ
た
。
客
観
的
な
見
方
は
さ

て
お
き
、
日
蓮
の
側
の
内
在
的
論
理
で
は
そ
う
な
る
。

　

一
方
、
大
乗
の
﹃
涅
槃
経
﹄
は
、
自
分
自
身
の
暴
力
を
平
和

化
す
べ
き
だ
と
も
教
え
る
。
同
経
の
金
剛
身
品
に
登
場
す
る
釈

尊
は
、
自
分
が
過
去
世
に
有
徳
王
と
し
て
護
法
の
た
め
に
武
器

を
持
っ
た
悪
僧
ら
と
戦
っ
た
こ
と
を
明
か
し
た
後
、
迦
葉
仏
に

対
し
﹁
刀
杖
を
持
す
と
雖
も
応
に
命
を
断
ず
べ
か
ら
ずね
﹂
と
説

く
。
仏
法
を
護
る
た
め
、
や
む
を
え
ず
武
器
を
執
っ
て
暴
力
を

行
使
す
る
場
合
で
も
相
手
の
命
を
奪
わ
な
い
よ
う
に
せ
よ
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
日
蓮
は
、
こ
の
﹃
涅
槃
経
﹄
の
教
え
を
主
著

﹃
立
正
安
国
論
﹄
の
中
で
紹
介
し
つ
つ
、
正
法
を
破
壊
す
る
悪
僧

ら
に
非
暴
力
的
な
経
済
制
裁
︵
供
養
の
停
止
︶
で
対
抗
す
べ
き
こ

と
を
訴
え
たの
。
護
身
の
た
め
に
武
器
を
用
い
る
の
も
、
悪
僧
の

生
活
手
段
を
奪
お
う
と
す
る
の
も
、
暴
力
的
と
言
え
ば
暴
力
的

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
相
手
の
命
を
尊
重
し
た
暴
力
性

で
あ
る
以
上
、﹁
暴
力
の
平
和
化
﹂
に
あ
た
る
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
の
平
和
主
義
に
は
、
相
手
の
暴
力
も
自

分
の
暴
力
も
平
和
化
し
て
敵
味
方
を
問
わ
ず
命
を
守
ろ
う
と
す

る
思
想
が
あ
る
。
暴
力
を
拒
否
す
る
非
暴
力
に
と
ど
ま
ら
ず
、

暴
力
の
内
部
に
入
り
込
む
非
暴
力
も
模
索
す
る
。
こ
う
し
た
思

考
の
背
景
に
は
、
大
乗
仏
教
の
﹁
善
悪
不
二
﹂﹁
邪
正
一
如
﹂
の

世
界
観
が
あ
ろ
う
。
善
と
悪
を
区
別
す
る
の
は
相
対
的
な
物
の

見
方
で
あ
り
、
絶
対
的
な
次
元
に
立
て
ば
何
も
別
の
も
の
で
は

な
い
。
だ
か
ら
、
絶
対
の
﹁
悟
り
の
法
﹂
に
基
づ
く
な
ら
、
世

間
の
悪
を
そ
の
ま
ま
善
に
変
え
て
い
け
る
。
こ
の
深
遠
な
道
理

を
、
龍
樹
作
と
伝
え
る
﹃
大
智
度
論
﹄
で
は
﹁
大
薬
師
の
能
く

毒
を
以
て
薬
と
為
す
が
如
しは
﹂
と
表
現
し
、
天
台
智
顗
は
﹁
非
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道
を
行
じ
て
仏
道
に
通
達
すひ﹂
な
ど
と
示
し
た
。

　

殺
人
の
道
具
に
用
い
る
刀
も
、
仏
前
に
供
え
て
絶
対
な
る
妙

法
の
光
に
照
ら
せ
ば
﹁
善
の
刀
﹂
と
な
る
。
日
蓮
は
こ
う
説
い

た
と
も
言
わ
れ
るふ
。﹁
暴
力
の
平
和
化
﹂
は
、
仏
教
的
な
絶
対
の

地
平
か
ら
の
論
理
で
あ
る
。
現
代
の
絶
対
平
和
主
義
︵absolute 

pacifism

︶
は
、
暴
力
／
非
暴
力
の
二
分
法
に
お
い
て
純
粋
に
非

暴
力
の
側
に
立
ち
、
い
さ
さ
か
の
例
外
も
認
め
な
い
。
こ
の
点
、

日
蓮
に
み
ら
れ
る
﹁
暴
力
の
平
和
化
﹂
の
思
想
は
絶
対
平
和
主

義
と
言
え
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
暴
力
／
非
暴
力
の
相
対
世
界

を
超
え
、
仏
教
的
な
絶
対
の
次
元
か
ら
自
由
自
在
な
非
暴
力
を

追
求
す
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
暴
力
の
平
和
化
﹂
は
、
今
日
的
な
意

味
で
な
く
、
仏
教
哲
学
的
な
意
味
で
絶
対
平
和
主
義
に
立
つ
と

言
え
る
。

　

絶
対
の
立
場
に
お
け
る
自
由
自
在
の
非
暴
力
と
言
っ
て
も
、

結
局
は
暴
力
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

う
し
た
批
判
は
も
ち
ろ
ん
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
他
の
命
を
共

に
尊
重
す
る
自
在
な
非
暴
力
主
義
者
も
、
結
果
的
に
は
敵
を
殺

さ
ず
、
自
分
が
犠
牲
と
な
る
道
を
選
ぶ
こ
と
が
多
い
。
敵
対
勢

力
に
よ
っ
て
弟
子
を
数
百
人
も
殺
さ
れ
た
と
述
べ
、
自
分
も
襲

撃
を
受
け
て
傷
を
負
う
な
ど
し
た
日
蓮
はへ、
そ
れ
で
も
非
暴
力

的
な
言
論
の
戦
い
を
貫
き
通
し
た
。
そ
の
生
涯
の
足
跡
は
、
ま

さ
し
く
今
日
に
言
う
絶
対
平
和
主
義
者
の
実
践
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、﹁
暴
力
の
平
和
化
﹂
の
理
論
的
根
拠
を
問
う

声
も
上
が
る
だ
ろ
う
。
仏
教
的
な
絶
対
の
立
場
は
言
語
を
絶
す

る
境
地
ゆ
え
、
本
来
は
論
理
的
説
明
に
な
じ
ま
な
い
。
た
だ
、

﹁
空
﹂
の
観
点
か
ら
運
命
の
転
換
を
論
じ
、
仏
教
的
な
絶
対
の
境

地
に
至
れ
ば
、
暴
力
の
被
害
を
奇
跡
的
に
免
れ
た
り
、
暴
力
が

平
和
的
に
行
使
さ
れ
た
り
し
う
る
、
と
説
明
す
る
こ
と
は
で
き

よ
う
。

　
﹃
法
華
経
﹄
の
結
経
と
さ
れ
る
﹃
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
﹄
に
﹁
何

者
か
是
れ
罪
、
何
者
か
是
れ
福
、
我
心
自
ず
か
ら
空
な
れ
ば
罪

福
主
無
しほ
﹂
と
の
教
示
が
あ
る
。
現
象
世
界
の
真
実
は
生
じ
も

滅
し
も
し
な
い
﹁
空
﹂
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
心
も
空
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
分
が
積
ん
だ
罪
に
せ
よ
福
に
せ
よ
、
本
当
は

実
体
が
な
い
。
各
人
の
業
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
運
命
も
、
真

実
に
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
空
と
い
う

絶
対
の
世
界
に
入
る
こ
と
で
、
相
対
世
界
の
法
則
で
あ
る
業
の

運
命
か
ら
自
由
に
な
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
観
普
賢
経
で
は
﹁
若
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し
懺さ
ん

悔げ

せ
ん
と
欲
せ
ば　

端
坐
し
て
実
相
を
思
え　

衆
罪
は
霜そ
う

露ろ

の
如
く　

慧
日
は
能よ

く
消
除
すま
﹂
と
説
き
、
空
の
実
相
を
悟

れ
ば
種
々
の
罪
が
消
え
る
と
す
る
。
相
対
世
界
が
あ
る
限
り
、

業
の
法
則
は
存
在
し
、
罪
は
罪
と
し
て
命
に
刻
印
さ
れ
て
い
く
。

だ
が
、
絶
対
の
空
を
悟
っ
て
罪
か
ら
自
由
に
な
れ
ば
、
も
は
や

罪
に
引
き
ず
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
罪
が
消
え
る
も
同
然
な
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
絶
対
の
空
と
い
う
﹁
悟
り
の
法
﹂
の
力
に
よ
り
、

わ
れ
わ
れ
は
暴
力
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
運
命
か
ら
も
暴
力
を
用

い
て
人
を
殺
す
運
命
か
ら
も
自
由
に
な
れ
る
、
と
い
う
論
理
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
補
足
す
れ
ば
、
空
の
境
地
に

生
き
る
人
が
暴
力
の
被
害
に
遭
う
時
、
そ
の
自
己
は
自
在
に
し

て
暴
力
の
加
害
者
の
自
己
で
も
あ
る
か
ら
、
暴
力
を
振
る
う
者

の
内
側
か
ら
暴
力
の
行
使
を
止
め
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
一
切
に
自
在
に
広
が
る
空
の
自
己
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
の

自
己
と
も
な
っ
て
目
の
前
の
暴
力
を
止
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

日
蓮
が
﹃
法
華
経
﹄
の
行
者
に
対
す
る
他
者
と
し
て
の
諸
天
の

加
護
を
強
調
し
た
の
は
、
か
か
る
空
の
論
理
を
踏
ま
え
て
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
先
に
触
れ
た
が
、
日
蓮
の
教
団
は
多
く
の
犠
牲
者
を
出

し
な
が
ら
非
暴
力
の
弘
教
を
行
っ
た
。
仏
教
に
お
い
て
﹁
悟
り

の
法
﹂
の
力
は
絶
対
と
さ
れ
て
い
て
も
、
現
実
を
み
る
と
、
敵

味
方
の
双
方
を
救
う
円
満
な
非
暴
力
を
必
ず
も
た
ら
す
わ
け
で

は
な
い
。
否
、
絶
対
の
真
理
な
れ
ば
こ
そ
、
相
対
世
界
の
個
人

の
枠
を
超
え
て
自
在
に
自
己
を
救
済
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
各
個
人
の
自
己
は
死
の
う
と
も
、
そ
れ
は
本
来
的
に
自
在
で

あ
り
、
宇
宙
の
一
切
に
広
が
っ
て
生
き
て
い
る
。﹁
死
ん
で
も
死

な
ず
﹂
と
達
観
し
た
仏
教
者
は
、
生
命
の
無
限
な
自
在
性
を
信

じ
、
法
難
の
途
上
で
自
己
犠
牲
を
強
い
ら
れ
て
も
決
し
て
後
悔

し
な
い
。

　

す
で
に
論
じ
た
脱
世
俗
的
な
自
己
犠
牲
は
、
肉
体
を
蔑
視
し

て
個
人
の
自
己
を
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
絶

対
の
境
地
に
立
つ
自
在
な
自
己
犠
牲
は
、
個
人
の
自
己
を
肯
定

的
に
広
げ
て
い
く
実
践
と
呼
び
う
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
個
人

の
肉
体
は
執
着
を
誡
め
る
意
味
で
軽
ん
じ
ら
れ
て
も
、
本
質
的

に
は
尊
厳
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
。
日
蓮
は
、
自
ら
の
身
を
﹁
畜
身
﹂

と
も
称
し
な
が
ら
、
教
義
面
で
は
凡
夫
の
肉
身
の
ま
ま
で
仏
に

な
れ
る
と
す
る
﹁
即
身
成
仏
﹂
を
強
く
支
持
し
た
。
脱
世
俗
的
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な
自
己
犠
牲
は
、
世
俗
と
脱
世
俗
を
立
て
分
け
る
相
対
観
に
立

っ
て
世
俗
の
肉
体
的
自
己
を
遠
ざ
け
る
。
自
在
な
自
己
犠
牲
は
、

絶
対
の
視
座
か
ら
世
俗
の
肉
体
的
自
己
を
照
ら
し
出
す
。
両
者

は
、
同
じ
自
己
犠
牲
で
も
似
て
非
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　

仏
教
は
絶
対
平
和
主
義
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
っ

た
。
不
殺
生
と
慈
悲
を
説
い
て
や
ま
ぬ
仏
教
は
、
理
念
的
に
は

紛
れ
も
な
く
絶
対
平
和
主
義
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
教
団
防

衛
の
た
め
に
武
装
し
た
古
代
・
中
世
の
僧
侶
集
団
、
世
俗
の
暴

力
に
は
世
俗
的
に
対
処
す
べ
き
と
し
て
帝
国
主
義
戦
争
に
協
力

し
た
近
代
の
仏
教
徒
た
ち
、
異
教
徒
に
暴
行
を
加
え
る
現
代
ミ

ャ
ン
マ
ー
の
﹁
仏
教
徒
テ
ロ
﹂
と
い
わ
れ
る
存
在
な
ど
、
必
ず

し
も
絶
対
平
和
主
義
と
は
呼
べ
な
い
歴
史
的
現
実
が
あ
る
。

　

理
念
的
に
は
絶
対
平
和
主
義
に
立
つ
仏
教
が
、
な
ぜ
現
実
社

会
の
中
で
は
、
し
ば
し
ば
暴
力
を
肯
定
し
て
し
ま
う
の
か
。
本

質
的
な
要
因
は
脱
世
俗
主
義
に
あ
る
と
、
私
は
み
て
い
る
。
す

で
に
論
じ
て
き
た
と
お
り
、
仏
教
の
脱
世
俗
主
義
は
社
会
内
の

暴
力
の
放
置
、
肉
体
の
蔑
視
、
個
我
の
超
越
、
超
越
者
の
裁
き

と
い
っ
た
思
想
を
生
み
、
そ
れ
ら
が
仏
教
徒
に
暴
力
を
認
め
さ

せ
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
き
た
。
現
代
の
世
界
を
見
渡
す
と
、

エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ズ
ム
と
称
さ
れ
る
仏
教
徒
た
ち
が
、

非
暴
力
的
な
手
段
で
世
俗
の
暴
力
に
対
抗
し
て
い
る
。
だ
が
、

惜
し
む
ら
く
は
、
そ
う
し
た
対
立
的
非
暴
力
も
仏
教
の
脱
世
俗

主
義
が
は
ら
む
暴
力
性
を
直
視
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
結

局
、
彼
ら
は
脱
世
俗
主
義
の
暴
力
性
を
他
者
で
な
く
自
己
自
身

に
向
け
、
自
己
犠
牲
的
な
実
践
を
唱
え
る
こ
と
で
問
題
を
解
決

し
よ
う
と
す
る
か
に
み
え
る
。
一
握
り
の
献
身
的
な
人
々
は
と

も
か
く
、
そ
れ
で
は
大
衆
の
幅
広
い
支
持
を
集
め
る
の
が
難
し

い
だ
ろ
う
。

　

脱
世
俗
主
義
は
、
本
当
に
仏
教
の
究
極
的
立
場
だ
ろ
う
か
。

釈
尊
が
説
い
た
脱
世
俗
の
教
え
を
、
悟
り
の
境
地
そ
の
も
の
と

い
う
よ
り
悟
り
に
至
る
た
め
の
方
法
︵
方
便
︶
と
見
な
す
考
え
方

が
、
大
乗
仏
教
の
伝
統
の
中
に
は
あ
る
。
確
か
に
、
悟
り
の
心

は
一
切
に
無
執
着
た
る
べ
き
だ
か
ら
、
脱
世
俗
の
志
向
さ
え
一

種
の
執
着
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
そ
の
観
点
に
立
つ
と
、

例
え
ば
﹁
怒
り
を
斬
り
殺
し
て
安
ら
か
に
臥
すみ
﹂﹁
わ
た
し
は
神

聖
な
者
で
あ
り
、
無
比
で
あ
り
、
悪
魔
の
軍
勢
を
撃
破
し
、
あ



195

「東洋学術研究」第53巻第２号

仏教は絶対平和主義か

ら
ゆ
る
敵
を
降
服
さ
せ
て
、
な
に
も
の
を
も
恐
れ
る
こ
と
な
し

に
喜
ぶむ
﹂
な
ど
、
単
な
る
脱
世
俗
主
義
で
は
な
い
釈
尊
の
言
句

が
脳
裏
に
浮
か
び
上
が
る
。
つ
ま
り
、
世
俗
の
怒
り
か
ら
離
れ

よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、﹁
怒
り
に
よ
っ
て
怒
り
を
制
す
﹂
と
い

う
が
ご
と
き
釈
尊
の
自
在
な
心
が
、
こ
こ
に
看
取
さ
れ
る
。

　

仏
教
の
脱
世
俗
主
義
が
実
践
の
方
法
論
に
す
ぎ
ず
、
究
極
的

立
場
と
さ
れ
る
仏
の
悟
り
は
世
俗
／
脱
世
俗
の
二
分
法
を
超
え

た
自
由
自
在
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
乗
的
な
絶
対
平
和
主
義
が

一
層
光
を
放
つ
で
あ
ろ
う
。﹁
非
暴
力
か
、
暴
力
か
﹂
の
二
者
択

一
に
お
い
て
非
暴
力
の
み
を
選
択
す
る
の
が
、
従
来
の
絶
対
平

和
主
義
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
乗
的
な
絶
対
平
和
主
義
で

は
、
非
暴
力
／
暴
力
の
二
分
法
に
と
ら
わ
れ
ず
、
双
方
を
絶
対

の
非
暴
力
で
包
む
。
こ
こ
で
の
﹁
絶
対
﹂
は
、
仏
教
哲
学
的
な

絶
対
す
な
わ
ち
自
由
自
在
の
意
味
と
な
る
。

　

結
論
す
る
に
、
仏
教
で
は
相
対
的
思
考
に
縛
ら
れ
ず
、
自
在

な
絶
対
平
和
主
義
を
唱
え
る
と
み
て
よ
い
。
純
然
た
る
非
暴
力

を
標
榜
し
た
ガ
ン
デ
ィ
ー
も
、
時
に
は
、
残
虐
行
為
を
黙
視
す

る
ぐ
ら
い
な
ら
暴
力
を
用
い
て
討
ち
死
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
と

語
る
こ
と
が
あ
っ
ため
。
暴
力
と
非
暴
力
の
間
に
自
在
な
絶
対
平

和
主
義
は
、
状
況
に
よ
っ
て
は
強
固
な
非
暴
力
主
義
者
さ
え
直

観
的
に
承
認
す
る
に
違
い
な
い
。

　

避
け
ら
れ
な
い
戦
争
も
、
目
の
前
に
降
り
か
か
る
暴
力
も
、

自
在
に
回
避
す
る
。
そ
れ
が
叶
わ
ぬ
時
に
は
暴
力
の
側
に
自
在

に
入
り
込
み
、
暴
力
を
内
側
か
ら
平
和
化
し
て
い
く
。
こ
の
よ

う
な
意
味
か
ら
戦
争
防
止
主
義
に
徹
し
、
対
話
と
説
得
を
重
ん

じ
、﹁
暴
力
の
平
和
化
﹂
を
唱
え
た
の
が
、﹃
法
華
経
﹄
を
信
奉

す
る
日
蓮
で
あ
っ
た
。
日
蓮
の
大
乗
的
な
絶
対
平
和
主
義
は
、

妙
法
と
い
う
﹁
悟
り
の
法
﹂
の
力
で
運
命
的
な
暴
力
に
も
支
配

さ
れ
ぬ
自
在
さ
を
得
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
真
骨
頂
が
あ
る
。

　

ま
た
、
戦
闘
を
旨
と
す
る
武
家
政
権
に
対
し
、
日
蓮
が
抵
抗

よ
り
も
説
得
︵
諫
言
︶
の
方
法
で
非
暴
力
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た

点
は
、
釈
尊
が
示
し
た
調
和
的
非
暴
力
の
あ
り
方
を
継
承
し
て

い
る
。
し
か
も
、﹁
悟
り
の
法
﹂
の
社
会
的
顕
現
す
な
わ
ち
﹁
立

正
安
国
﹂
を
唱
え
る
立
場
か
ら
、
為
政
者
へ
の
宗
教
的
説
得
と

い
う
調
和
的
非
暴
力
が
、
単
に
暴
力
的
な
心
の
変
革
に
と
ど
ま

ら
ず
、
眼
前
の
暴
力
の
即
効
的
解
決
や
、
引
い
て
は
運
命
的
な

戦
争
の
回
避
を
可
能
に
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
蓮
は
、

釈
尊
以
来
の
調
和
的
非
暴
力
の
伝
統
に
立
ち
つ
つ
も
、
そ
の
問
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題
点
で
あ
る
即
効
性
の
欠
如
や
運
命
の
諦
観
を
克
服
す
べ
く
、

自
在
な
絶
対
平
和
主
義
を
展
開
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

む
ろ
ん
、
日
蓮
の
思
想
に
も
議
論
と
な
る
点
は
多
々
あ
る
。

他
宗
派
に
対
す
る
﹁
折
伏
﹂
の
主
張
は
、
一
般
に
宗
教
的
排
他

性
は
暴
力
を
招
き
や
す
い
こ
と
か
ら
、
詳
細
な
説
明
が
求
め
ら

れ
よ
う
。
ま
た
、
日
蓮
思
想
と
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
関
係
性
を
め
ぐ
る
考
察
も
欠
か
せ
な
い
。
私
は
、
過
去
に
こ

れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
論
考
を
い
く
つ
か
発
表
し
た
が
、
仏
教

の
絶
対
平
和
主
義
を
考
え
る
視
点
か
ら
、
後
日
改
め
て
詳
論
す

る
つ
も
り
で
い
る
。

注︵
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﹃
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︵
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﹃
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。

︵
18
︶ M

ahāparinibbāna Sutta ︵D
N

.16

︶, C
hapter1 , Para.1 -5 . 

中
村

元
訳
﹃
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
─
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
﹄
岩
波
文

庫
、
一
九
八
〇
年
、
九
～
一
六
頁
。

︵
19
︶﹃
増
一
阿
含
経
﹄︵﹃
大
正
新
修
大
藏
経
﹄
第
二
巻
、
六
九
〇
頁

ｃ
～
︶
を
参
照
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
釈
尊
は
流
離
王
に
よ
る
釈

迦
族
の
攻
撃
が
運
命
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
、﹁
釈
種
今
日
宿

縁
已
熟 

今
当
受
報
︵
釈
種
は
今
日
宿
縁
す
で
に
熟
し
て
、
今
ま

さ
に
報
を
受
く
べ
し
︶﹂
と
弟
子
の
目
連
に
語
っ
た
と
い
う

︵﹃
大
正
新
修
大
藏
経
﹄
第
二
巻
、
六
九
一
頁
ｂ
︶。

︵
20
︶
堀
日
亨
編
﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄
創
価
学
会
、
一
九
五
二

年
、
三
一
頁
、
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
﹃
昭
和
定
本
日

蓮
聖
人
遺
文
﹄
身
延
山
久
遠
寺
、
一
九
五
二
年
、
二
二
五
頁
。

︵
21
︶
御
書
全
集
三
二
頁
、
昭
和
定
本
二
二
六
頁
。

︵
22
︶
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
﹃
法
華
経
︵
中
︶﹄
岩
波
文
庫
、

一
九
六
四
年
、
二
六
〇
、
二
七
八
頁
。

︵
23
︶
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
﹃
法
華
経
︵
下
︶﹄
岩
波
文
庫
、

一
九
六
七
年
、
二
四
四
、
二
六
二
頁
。

︵
24
︶﹁
雖
持
刀
杖
不
応
断
命
﹂︵﹃
大
正
新
修
大
藏
経
﹄
第
十
二
巻
、

三
八
四
頁
ｂ
︶。

︵
25
︶﹁
夫
れ
釈
迦
の
以
前
仏
教
は
其
の
罪
を
斬
る
と
雖
も
能
忍
の
以

後
経
説
は
則
ち
其
の
施
を
止
む
、
然
れ
ば
則
ち
四
海
万
邦
一
切

の
四
衆
其
の
悪
に
施
さ
ず
皆
此
の
善
に
帰
せ
ば
何
な
る
難
か
並

び
起
り
何
な
る
災
か
競
い
来
ら
ん
﹂︵
御
書
全
集
三
〇
頁
、
昭

和
定
本
二
二
四
頁
︶

︵
26
︶﹁
譬
如
大
薬
師
能
以
毒
為
薬
﹂︵﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
﹄
第
二
五
巻
、

七
五
四
頁
ｂ
︶。

︵
27
︶
田
村
徳
海
訳
﹃
摩
訶
止
観
﹄、﹃
国
訳
一
切
経
﹄
諸
宗
部
三
、
大

東
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
改
訂
六
刷
、
五
四
頁
。

︵
28
︶﹁
殿
の
御
も
ち
の
時
は
悪
の
刀
・
今
仏
前
へ
ま
い
り
ぬ
れ
ば
善

の
刀
な
る
べ
し
、
譬
え
ば
鬼
の
道
心
を
お
こ
し
た
ら
ん
が
如
し
﹂

︵﹃
弥
源
太
殿
御
返
事
﹄、
御
書
全
集
一
二
二
七
頁
、
昭
和
定
本

八
〇
六
頁
︶。
同
書
は
日
蓮
の
真
蹟
が
現
存
せ
ず
、
後
世
︵
室

町
時
代
︶
の
身
延
山
の
学
僧
・
日
朝
の
写
本
に
よ
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
真
偽
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
る
。
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︵
29
︶﹃
行
敏
訴
状
御
会
通
﹄
に
﹁
日
蓮
の
身
に
疵
を
被
り
弟
子
等
を

殺
害
に
及
ぶ
こ
と
数
百
人
な
り
﹂︵
御
書
全
集
一
八
二
頁
、
昭

和
定
本
五
〇
〇
頁
︶
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

︵
30
︶﹁
何
者
是
罪
。
何
者
是
福
。
我
心
自
空
。
罪
福
無
主
﹂︵﹃
大
正

新
修
大
藏
経
﹄
第
九
巻
、
三
九
二
頁
ｃ
︶。

︵
31
︶﹁
若
欲
懺
悔
者 

端
坐
念
実
相 

衆
罪
如
霜
露 

慧
日
能
消
除
﹂︵﹃
大

正
新
修
大
藏
経
﹄
第
九
巻
、
三
九
三
頁
ａ
︶。

︵
32
︶Saṃ

yutta-nikāya, Sagā tha-vagga11 -3 -1 . 

中
村
元
訳
﹃
ブ
ッ
ダ　

悪
魔
と
の
対
話
─
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
Ⅱ
﹄
二
九
一
頁
。

︵
33
︶Sutta-nipāta, 561 . 
前
掲
、
中
村
訳
﹃
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
─
ス
ッ

タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
一
二
五
頁
。

︵
34
︶“ H

e w
ould rather they died fighting violently than becam

e 
helpless w

itnesses to such atrocities.”

︵M
ohandas K

. G
an-

dhi, M
y N

on-violence, edited by Sailesh K
um

ar B
andopad-

haya, A
hm

edabad: N
avajivan Publishing H

ouse, 1960 , 
p. 209 . 

森
本
達
雄
訳
﹃
わ
た
し
の
非
暴
力
２
﹄
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
七
年
、
九
五
頁
︶。

︵
ま
つ
お
か　

み
き
お
／
東
日
本
国
際
大
学
教
授
・

東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
︶


