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仏
教
に
見
る
環
境
保
全
の
精
神
と
現
代
タ
イ
の
生
活

パ
ッ
タ
ラ
ポ
ー
ン
・
シ
リ
カ
ン
チ
ャ
ナ

は
じ
め
に

　

現
在
、
多
く
の
人
が
環
境
問
題
や
そ
れ
に
対
す
る
責
任
に
つ

い
て
自
覚
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
人
々

が
自
ら
環
境
の
危
機
や
災
害
に
直
面
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
強

欲
や
無
責
任
と
一
体
に
な
っ
た
近
代
化
は
、
私
た
ち
の
環
境
と

生
活
の
質
︵
Ｑ
Ｏ
Ｌ
︶
を
ま
す
ま
す
脅
か
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
。
い
か
な
る
種
類
の
開
発
も
、
道
徳
心
と
倫
理
の
育
成

を
基
調
と
す
る
﹁
人
間
の
開
発
﹂
な
し
に
は
、
価
値
が
あ
り
ま

せ
ん
。
今
日
私
た
ち
は
、
誤
っ
た
開
発
の
道
を
た
ど
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
教
育
の
欠
如
で
あ
り
、
正

し
い
動
機
の
欠
如
で
あ
り
、
正
し
い
見
識
の
欠
如
で
す
。
こ
の

病
ん
だ
社
会
を
治
癒
す
る
に
は
、
持
続
可
能
な
開
発
が
絶
対
に

必
要
な
の
で
す
。

　

環
境
に
対
す
る
配
慮
は
、
い
く
つ
か
の
論
文
や
書
物
が
示
す

通
り
、
お
そ
ら
く
一
九
七
〇
年
代
後
半
あ
た
り
に
形
成
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
高
僧
ポ
ー
・
オ
ー
・
パ
ユ
ッ
ト
ー
師
︵
現
在

の
欽
賜
名
は
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
プ
ッ
タ
コ
ー
サ
ー
チ
ャ
ー
ン
︶
は
、

今
日
の
環
境
問
題
に
は
、
①
天
然
資
源
の
破
壊
と
②
廃
棄
物
の

世
界
的
な
増
大
が
あ
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
天
然
資
源
の
破
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壊
の
一
例
は
森
林
伐
採
で
あ
り
、
地
球
温
暖
化
や
干
ば
つ
を
引

き
起
こ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
廃
棄
物
の
世
界
的
な
増
大
に
よ

り
、
地
上
や
水
中
で
の
廃
棄
物
の
過
剰
蓄
積
が
や
は
り
問
題
化

し
て
い
ま
すあ
。

　

今
日
の
環
境
問
題
は
極
め
て
危
機
的
で
あ
る
た
め
、﹁
環
境
と

開
発
に
関
す
る
国
連
会
議
﹂
が
一
九
九
二
年
六
月
三
日
か
ら
十

四
日
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
一
九
七
二
年
六
月
十
二
日
に
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
採
択
さ
れ
た
﹁
人
間
環
境
宣
言
﹂
を

再
確
認
す
る
会
議
で
し
た
。
こ
こ
で
の
﹁
環
境
と
開
発
に
関
す

る
リ
オ
宣
言
﹂
は
、
一
九
九
二
年
十
二
月
二
十
二
日
、
第
四
十

七
回
国
連
総
会
で
承
認
を
得
ま
す
。
宣
言
に
盛
り
込
ま
れ
た
原

則
を
い
く
つ
か
記
し
ま
す
。

第
一
原
則　

人
々
は
、
持
続
可
能
な
開
発
へ
の
関
心
の
中

心
に
あ
る
。
人
々
は
、
自
然
と
調
和
し
つ
つ
健
康
で
生
産

的
な
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。

第
九
原
則　

各
国
は
、
科
学
的
及
び
技
術
的
な
知
見
の
交

換
を
通
じ
て
科
学
的
な
理
解
を
改
善
さ
せ
、
ま
た
、
新
し

く
か
つ
革
新
的
な
も
の
を
含
む
技
術
の
開
発
、
適
応
、
普

及
及
び
移
転
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
持
続
可
能
な
開

発
の
た
め
の
各
国
内
の
対
応
能
力
の
強
化
の
た
め
に
協
力

す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
五
原
則　

平
和
、
開
発
及
び
環
境
保
護
は
、
相
互
依

存
的
で
あ
り
、
不
可
分
で
あ
るい
。

　

一
九
九
二
年
の
﹁
リ
オ
宣
言
﹂
の
後
、
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の

大
学
で
環
境
倫
理
︹
の
研
究
︺
が
さ
か
ん
に
な
り
始
め
、
現
在
は
、

そ
れ
に
関
す
る
著
作
や
論
文
が
、
ほ
ぼ
毎
週
の
よ
う
に
出
て
い

ま
す
。﹁
リ
オ
宣
言
﹂
は
﹁
地
球
憲
章
﹂
を
後
押
し
し
て
き
ま
し

た
。﹁
地
球
憲
章
﹂
は
、
持
続
可
能
な
生
活
様
式
と
持
続
可
能
な

人
間
の
開
発
へ
の
移
行
に
焦
点
を
当
て
、
生
命
共
同
体
へ
の
敬

意
と
配
慮
、
生
態
系
の
保
全
、
社
会
的
・
経
済
的
公
正
、
民
主

主
義
、
非
暴
力
と
平
和
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。

　

持
続
可
能
な
開
発
と
は
、
経
済
発
展
に
お
い
て
、
環
境
や
生

態
系
の
保
全
へ
の
配
慮
を
不
可
欠
な
要
素
と
す
る
も
の
で
す
。

そ
れ
は
天
然
資
源
を
保
護
し
な
が
ら
、
貧
困
を
減
少
さ
せ
て
い

き
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、﹁
地
球
憲
章
﹂
で
も
持
続
可
能
な
開
発
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が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
憲
章
は
、
私
た
ち
の
環
境
問

題
と
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
、
精
神
的
問
題
と
は
相
互
に

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
訴
え
て
い
ま
す
。
地
球
憲
章
は
最
終

的
に
、
二
〇
〇
〇
年
、
パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
本
部
で
地
球
憲
章
委

員
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
ハ
イ
テ
ク
開
発
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
、
現
在
、

す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
然
に
逆
ら
い
、

生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
も
の
な
の
で
す
。

今
日
の
環
境
へ
の
配
慮

　

今
日
、
人
間
の
生
活
は
、
過
去
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

深
刻
な
環
境
の
危
機
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
人
類
は
、
自
分
た

ち
が
道
徳
意
識
を
高
め
、
自
然
へ
の
敬
意
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る

こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
︹
心
の
︺
け
が

れ
、
す
な
わ
ち
貪
り
や
憎
し
み
や
誤
っ
た
思
い
込
み
は
、
自
然

の
崩
壊
を
招
き
ま
す
。
私
た
ち
は
、
自
然
や
す
べ
て
の
自
然
環

境
に
つ
い
て
、
人
間
自
身
の
開
発
に
寄
与
し
て
く
れ
る
存
在
と

し
て
考
え
る
べ
き
で
す
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
、
自
然
に
対
す

る
人
間
の
攻
撃
性
を
和
ら
げ
、
人
間
が
環
境
の
友
と
な
り
、
環

境
と
平
和
に
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
に
し
て
く
れ
ま
す
。
経
済

生
活
と
技
術
利
用
に
関
し
て
は
、﹁
足
る
を
知
る
﹂
生
活
を
送
ら

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
必
要
な
物
だ
け
を
、
そ
し
て
本

当
に
必
要
な
量
だ
け
を
消
費
す
る
生
活
で
す
。
浪
費
す
る
生
活

を
回
避
し
、
放
棄
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
科
学
や
技
術
も
、

自
然
環
境
に
配
慮
し
つ
つ
、﹁
足
る
を
知
る
﹂
生
活
に
資
す
る
た

め
だ
け
に
利
用
す
べ
き
で
す
。
こ
の
よ
う
な
思
想
と
実
践
に
よ

っ
て
、
持
続
可
能
な
開
発
が
可
能
に
な
り
、
私
た
ち
は
環
境
か

ら
の
恩
恵
を
最
大
限
に
享
受
で
き
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、
今
日
、

環
境
へ
の
配
慮
に
関
し
て
、
自
然
に
対
す
る
一
層
の
理
解
と
責

任
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
自
ら
を
変
革
し
、

自
然
の
あ
り
方
に
順
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
を

は
じ
め
と
す
る
世
界
宗
教
は
、
信
徒
に
対
し
て
、
自
然
︹
の
理
︺

に
従
っ
て
生
き
る
よ
う
常
に
促
し
て
い
ま
す
。
自
然
︹
の
理
︺
に

逆
ら
っ
た
生
活
は
、
自
ら
を
不
幸
へ
と
導
く
の
で
す
。

　

仏
典
の
多
く
の
章
句
が
、
環
境
へ
の
配
慮
と
自
然
の
保
全
を

促
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
パ
ー
リ
三
蔵
︵Tipiṭaka

︶
の
律
蔵

︵Vinayapiṭaka
︶
で
は
、
僧
侶
に
よ
る
草
木
の
伐
採
が
禁
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
草
木
も
ま
た
生
け
る
衆
生
の
一
員
と
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見
な
す
か
ら
で
す
。
概
し
て
、
仏
教
を
信
仰
す
る
ほ
と
ん
ど
の

国
々
で
、
民
衆
は
自
然
の
近
く
で
暮
ら
し
、
農
業
や
畜
産
な
ど

に
従
事
し
て
い
ま
す
。
自
然
︹
の
理
︺
に
従
っ
た
生
き
方
を
学
び
、

自
然
環
境
か
ら
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
で
す
。
増
支
部
経
典

︵Aṅguttaranikāya 

パ
ー
リ
三
蔵
の
経
蔵
の
一
部
︶
二
の
三
十
二
で
、

ブ
ッ
ダ
は
信
徒
に
、
暮
ら
し
、
学
び
、
働
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い

環
境
を
選
ぶ
よ
う
教
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
善
き
人
生
と
繁
栄

と
平
和
を
最
後
に
勝
ち
取
る
た
め
で
すう
。

　

仏
教
徒
は
、﹁
戒
の
具
足
︵sīla-sam

padā

︶﹂
す
な
わ
ち
道
徳
的

指
針
の
体
現
を
教
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の
目
的
は
、
秩
序
だ
っ
た

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
善
き
行
動
、
善
き
労
働
、
善
き
環
境
に
つ

い
て
知
る
た
め
で
す
。
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
個
人
の
成
長
を
促

し
て
く
れ
る
の
で
す
。
仏
典
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
、
基
本
的

な
レ
ベ
ル
の
モ
ラ
ル
、
た
と
え
ば
社
会
と
の
関
係
や
自
然
と
の

関
係
に
お
け
る
正
し
い
振
る
舞
い
方
を
学
ぶ
の
で
す
。

　

仏
典
に
は
、
人
間
以
外
の
衆
生
︵
生
き
も
の
︶
へ
の
敬
意
や
、

そ
れ
ら
の
生
き
も
の
と
人
間
を
支
え
る
自
然
環
境
へ
の
敬
意
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
律
蔵
に
は
、
ウ
デ
ー
ナ
王
と
ブ

ッ
ダ
の
侍
者
ア
ー
ナ
ン
ダ
︵
阿
難
︶
の
会
話
が
次
の
通
り
に
明
か

さ
れ
て
お
り
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
い
か
に
自
然
保
護
を
気
に
か
け

て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
あ
な
た
が
た
は
、︹
新
し
い
衣
を
得
た
た
め

に
不
要
に
な
る
︺
古
い
傷
ん
だ
衣
を
ど
う
す
る
つ
も
り
で
す

か
。

大
王
よ
、
上
覆
い
︹
衣
服
の
汚
れ
を
防
ぐ
た
め
に
上
に
着
る
服
︺

を
作
り
ま
す
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
あ
な
た
が
た
は
そ
の
上
覆
い
が
古
び
た

ら
、
ど
う
す
る
つ
も
り
で
す
か
。

大
王
よ
、
夜
具
の
覆
い
を
作
り
ま
す
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
あ
な
た
が
た
は
、
そ
の
夜
具
の
覆
い
が

古
び
た
ら
、
ど
う
す
る
つ
も
り
で
す
か
。

大
王
よ
、
地
上
の
敷
き
具
を
作
り
ま
す
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
あ
な
た
が
た
は
そ
の
地
上
の
敷
き
具
が

古
び
た
ら
、
ど
う
す
る
つ
も
り
で
す
か
。

大
王
よ
、
足
拭
き
の
布
を
作
り
ま
す
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
あ
な
た
が
た
は
そ
の
足
拭
き
が
古
び
た

ら
、
ど
う
す
る
つ
も
り
で
す
か
。
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大
王
よ
、
雑
巾
を
作
り
ま
す
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
あ
な
た
が
た
は
そ
の
雑
巾
が
古
び
た
ら
、

ど
う
す
る
つ
も
り
で
す
か
。

大
王
よ
、
こ
れ
を
裂
い
て
、
泥
に
混
ぜ
、
地
床
を
塗
り 

ま
すお
。

　

ア
ー
ナ
ン
ダ
の
答
え
を
聞
い
て
大
い
に
喜
ん
だ
ウ
デ
ー
ナ
王

は
、
も
と
も
と
王
の
侍
女
た
ち
が
布
施
し
て
い
た
五
百
枚
の
衣

に
加
え
て
、
さ
ら
に
五
百
枚
の
衣
を
布
施
し
ま
し
た
。

　

仏
教
の
知
識
と
実
践
は
、
環
境
保
護
と
開
発
に
と
っ
て
極
め

て
重
要
で
す
。
仏
教
は
、
自
身
の
け
が
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め

の
人
間
の
智
慧
と
努
力
を
深
く
信
じ
て
お
り
、
こ
の
信
頼
に
よ

っ
て
環
境
倫
理
を
前
進
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
西
洋
哲
学
が
宇
宙

や
他
の
生
き
物
を
支
配
す
る
こ
と
を
人
間
に
促
す
の
と
は
対
照

的
に
、
仏
教
哲
学
は
︹
人
間
が
︺
自
身
の
け
が
れ
を
乗
り
越
え
、

自
然
の
法
に
従
っ
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
た
め
に
暮
ら
せ

る
よ
う
智
慧
を
使
い
慈
悲
の
心
を
も
つ
こ
と
を
後
押
し
し
ま
す
。

仏
教
徒
は
、
自
然
や
他
の
生
き
も
の
を
搾
取
す
る
よ
う
訓
練
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
を
愛
し
、
生
き
る
も
の
す
べ
て
を
愛

す
る
よ
う
に
教
わ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
仏
典
は
、
ブ
ッ
ダ
の
二

人
の
高
弟
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
︵
舎
利
弗
︶
と
マ
ハ
ー
カ
ッ
サ
パ
︵
大

迦
葉
︶
の
言
葉
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
二
人
は
精
神
性
の
向

上
に
有
益
な
自
然
の
美
を
次
の
よ
う
に
見
出
し
て
い
ま
す
。

サ
ー
リ
プ
ッ
タ
：
︹
人
の
い
な
い
︺
森
は
楽
し
い
。
世
人

が
楽
し
ま
な
い
処
に
お
い
て
、
貪
り
を
離
れ
た
人
々
は
、

楽
し
む
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
は
、
快
楽
を
求
め
な
い
か
ら

で
あ
る
。

マ
ハ
ー
カ
ッ
サ
パ
：
清
く
澄
ん
だ
水
あ
り
、
ひ
ろ
び
ろ
と

し
た
岩
盤
あ
り
、
黒
面
の
猿
と
鹿
が
い
て
、
水
と
苔
で
覆

わ
れ
て
い
る
岩
山
は
、
わ
た
し
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
るか
。

　

サ
ー
リ
プ
ッ
タ
と
マ
ハ
ー
カ
ッ
サ
パ
の
言
葉
か
ら
、
自
然
環

境
は
、
そ
れ
を
観
賞
す
る
者
に
喜
び
を
も
た
ら
す
の
み
な
ら
ず
、

精
神
的
修
行
を
支
え
て
も
く
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の

意
味
で
も
、
自
然
環
境
の
保
護
は
人
間
に
と
っ
て
価
値
が
あ
る

の
で
す
。
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仏
教
に
見
る
環
境
保
全
と
今
日
の
タ
イ
へ
の
適
用

　

パ
ー
リ
三
蔵
に
記
さ
れ
た
ブ
ッ
ダ
の
暮
ら
し
と
教
え
か
ら
、

ブ
ッ
ダ
が
環
境
に
対
し
配
慮
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま

す
。
ブ
ッ
ダ
は
、
生
涯
を
通
し
て
、
自
然
の
近
く
で
修
行
し
ま

し
た
。
彼
は
、
人
里
離
れ
た
静
か
な
森
や
荒
野
が
、
瞑
想
や
悟

り
の
探
求
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ま
し
た
。
森
や
荒
野
以
外
に

も
、
ブ
ッ
ダ
と
弟
子
た
ち
は
、
洞
窟
や
樹
下
、
崖
下
な
ど
に
好

ん
で
と
ど
ま
り
ま
し
た
。
誘
い
を
受
け
、
街
や
そ
の
近
く
に
滞

在
す
る
と
き
だ
け
建
物
に
住
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
注

目
す
べ
き
は
、
仏
教
徒
と
し
て
環
境
を
配
慮
す
る
教
え
が
、
戒

律
に
い
く
つ
か
は
っ
き
り
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
僧
侶

は
、
雨
期
の
間
、
一
定
の
場
所
に
定
住
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
が
仏
教
で
い
う
雨う

安あ
ん

居ご

の
時
期
で
す
。
ブ
ッ
ダ
の
在

世
、
弟
子
の
僧
侶
た
ち
は
、
季
節
に
関
係
な
く
、
場
所
か
ら
場

所
へ
遊
行
し
て
い
ま
し
た
。
僧
侶
た
ち
は
、︹
雨
期
に
︺
青
々
と

伸
び
る
草
を
、
つ
い
踏
み
潰
し
た
り
、︹
雨
期
に
活
動
が
活
発
に
な

る
︺
野
原
の
小
動
物
を
傷
つ
け
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
村
人
か
ら

非
難
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
ブ
ッ
ダ
は
、
雨
期
の
三
カ
月
間
に
は

定
住
す
べ
し
と
す
る
僧
団
の
規
則
を
定
め
た
の
で
すき
。

　

環
境
保
全
は
、
持
続
可
能
な
開
発
を
通
じ
て
実
現
で
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
仏
教
が
説
く
持
続
可
能
な
幸
福
に
関
す
る
教
え
を

考
慮
す
べ
き
な
の
で
す
。
教
え
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

一
、
自
ら
の
努
力
と
道
徳
的
行
い
の
結
果
と
し
て
財
を
手

に
す
る
と
い
う
幸
福

二
、
自
分
自
身
や
家
族
、
貧
困
に
あ
る
者
、
公
共
の
福
祉

の
た
め
の
財
を
手
に
す
る
と
い
う
幸
福

三
、
少
し
も
負
債
が
な
い
と
い
う
幸
福

四
、
非
難
さ
れ
る
行
い
を
し
て
い
な
い
と
い
う
幸
福く　

　

た
と
え
ば
、
ブ
ー
タ
ン
の
国
王
と
国
民
は
、
と
り
わ
け
信
心

深
い
仏
教
徒
で
す
。
彼
ら
は
、つ
つ
ま
し
い
、し
か
し
な
が
ら
﹁
足

る
を
知
る
﹂
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
物
質
主
義
や
近
代
技
術

に
囲
ま
れ
て
生
き
る
こ
と
よ
り
も
、
自
然
と
と
も
に
自
然
環
境

の
な
か
で
生
き
る
こ
と
を
選
択
し
て
い
ま
す
。
ブ
ー
タ
ン
の
人
々

が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
Ｇ
Ｎ
Ｈ
す
な
わ
ち
国
民
総
幸
福
の
考

え
を
実
現
す
る
こ
と
で
す
。
ブ
ー
タ
ン
は
、
低
収
入
で
質
素
な
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生
活
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
た
貧
し
い
国
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

人
々
は
仏
教
に
根
差
し
た
暮
ら
し
方
に
満
足
し
て
い
る
の
で
す
。

　

タ
イ
の
国
民
は
、
故
プ
ー
ミ
ポ
ン
・
ア
ド
ゥ
ン
ヤ
デ
ー
ト
国

王
に
よ
る
﹁
農
村
の
干
ば
つ
対
策
の
新
理
論
﹂
を
通
し
て
、
自

然
︹
の
理
︺
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
や
、﹁
足
る
を
知
る
﹂
生
活

に
幸
福
を
見
つ
け
る
こ
と
を
学
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
理
論
は
、

一
家
族
当
た
り
平
均
六
エ
ー
カ
ー
︵
二
万
四
千
平
方
メ
ー
ト
ル
︶
の

土
地
を
所
有
す
る
農
民
が
、
そ
れ
ぞ
れ
土
地
を
四
分
割
し
て
最

大
利
益
を
獲
得
す
る
と
い
う
考
え
で
す
。
ま
ず
、
土
地
の
三
〇

パ
ー
セ
ン
ト
を
掘
っ
て
貯
水
池
を
作
り
、
魚
を
飼
い
、
乾
季
に

そ
の
水
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
次
の
三
〇
パ
ー
セ
ン

ト
の
土
地
は
米
を
つ
く
る
た
め
に
用
い
、
家
族
を
一
年
養
っ
て

い
け
る
量
を
収
穫
し
ま
す
。
三
つ
目
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
土

地
は
野
菜
や
果
樹
栽
培
の
た
め
に
用
い
、
そ
れ
ら
を
自
分
た
ち

で
食
し
、
販
売
し
ま
す
。
残
り
四
つ
目
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の

土
地
は
、
家
を
建
て
、
家
畜
を
飼
い
、
小
さ
な
食
用
植
物
を
育

て
る
た
め
に
用
い
ま
すけ
。
こ
の
よ
う
な
土
地
管
理
に
よ
り
、
農

民
は
生
涯
を
通
し
て
満
ち
足
り
た
生
活
を
送
り
、
あ
ら
ゆ
る
困

難
を
克
服
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

仏
教
が
説
く
環
境
へ
の
配
慮
は
、
木
々
や
森
林
、
無
生
物
だ

け
に
限
ら
れ
ま
せ
ん
。
ブ
ッ
ダ
は
、
動
物
に
対
す
る
愛
情
や
慈

悲
に
つ
い
て
も
強
く
説
い
て
い
ま
す
。
パ
ー
リ
三
蔵
に
は
、
こ

の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

足
の
な
い
も
の
を
慈
し
み

二
足
の
も
の
を
慈
し
み

四
足
の
も
の
を
慈
し
み

多
足
の
も
の
を
慈
し
むこ　

　

タ
イ
の
人
々
は
大
部
分
が
信
心
深
い
仏
教
徒
で
あ
り
、
多
く

の
人
が
動
物
に
愛
情
を
注
い
で
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

十
年
ほ
ど
前
か
ら
は
動
物
の
保
護
や
保
全
の
た
め
に
積
極
的
に

活
動
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
国
立
象
研
究
所

が
タ
イ
北
部
の
ラ
ン
パ
ー
ン
県
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

故
ガ
ラ
ヤ
ニ
・
ワ
ッ
タ
ナ
ー
王
女
︹
プ
ー
ミ
ポ
ン
国
王
の
姉
君
︺
の

後
援
に
よ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
ラ
ン
パ
ー
ン
県

に
あ
る
複
数
の
行
政
機
関
が
、
林
業
機
構
と
協
同
し
て
、
県
の

ド
イ
・
パ
・
ム
ア
ン
野
生
生
物
保
護
区
の
森
林
に
象
を
帰
す
取
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り
組
み
を
行
っ
て
い
た
と
き
で
し
た
。
設
立
以
来
、
国
立
象
研

究
所
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
保
護
区
に
放
さ
れ
た
象
の
世
話
役
を
し

て
い
ま
す
。

　

国
立
象
研
究
所
は
も
と
も
と
、
子
象
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
タ
イ
象
保
全
セ
ン
タ
ー

と
な
り
、
二
〇
〇
二
年
、
ガ
ラ
ヤ
ニ
王
女
の
後
援
で
、
国
立
象

研
究
所
へ
と
発
展
し
ま
し
た
。

　

国
立
象
研
究
所
は
、
象
を
世
話
し
保
護
す
る
責
務
を
担
っ
て

い
ま
す
。
象
の
た
め
の
病
院
が
あ
り
、
数
人
の
獣
医
が
い
ま
す
。

研
究
所
は
無
料
で
象
の
面
倒
を
見
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
シ
リ

キ
ッ
ト
王
妃
︹
現
・
王
太
后
︺
の
主
導
で
、
林
業
機
構
に
よ
る
獣

医
訪
問
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
病
気

に
な
っ
た
象
の
治
療
や
健
康
診
断
の
た
め
に
、
獣
医
を
タ
イ
全

土
に
派
遣
す
る
も
の
で
す
。

　

環
境
保
全
と
開
発
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
故
プ
ー
ミ
ポ

ン
国
王
が
最
も
優
れ
た
模
範
で
あ
ら
れ
ま
す
。
国
王
は
、
農
作

業
を
行
う
タ
イ
の
人
々
に
対
し
、
天
然
資
源
を
保
全
し
、
自
然

︹
の
理
︺
に
従
っ
て
作
業
す
る
よ
う
促
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
山

岳
民
族
の
人
々
に
は
、
ベ
チ
ベ
ル
ソ
ウ
︵
ベ
チ
バ
ー
︶
を
育
て
る

よ
う
助
言
さ
れ
、
山
腹
の
斜
面
を
出
水
に
よ
る
破
壊
か
ら
守
ろ

う
と
さ
れ
ま
し
た
。
ベ
チ
ベ
ル
ソ
ウ
は
、
非
常
に
長
い
根
を
土

の
中
に
し
っ
か
り
と
張
り
巡
ら
せ
る
た
め
、
土
壌
や
︹
土
中
の
︺

水
を
保
全
す
る
の
に
適
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
天
然
の
壁
と

し
て
、
水
流
の
ス
ピ
ー
ド
を
遅
ら
せ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
植
え
付
け
に
十
分
な
湿
気
を
土
壌
の
な
か
に
保
持
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。
ベ
チ
ベ
ル
ソ
ウ
の
植
え
付
け
を
利
用
す
る

と
い
う
国
王
の
ア
イ
デ
ア
は
、
世
界
の
多
く
の
指
導
者
に
高
く

評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
国
王
は
、
自
然
の
保
全

や
自
然
環
境
の
保
護
だ
け
で
な
く
、
地
球
温
暖
化
を
軽
減
す
る

た
め
の
活
動
に
対
し
て
も
称
賛
を
受
け
ま
し
た
。
一
九
九
三
年

二
月
二
十
八
日
、
国
際
砂
防
協
会
は
国
王
に
﹁
国
際
功
労
賞
﹂

を
贈
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
国
連
は
二
〇
一
三
年
、
国
王
の
誕
生

日
に
あ
た
る
十
二
月
五
日
を
﹁
世
界
土
壌
デ
ー
﹂
と
宣
言
し
、︹
二

〇
一
五
年
を
︺
国
際
土
壌
年
に
す
る
旨
を
定
め
た
の
で
すさ
。

お
わ
り
に

　

現
在
、
タ
イ
の
多
く
の
仏
教
徒
が
環
境
保
全
の
価
値
に
気
づ

き
始
め
て
い
ま
す
。
野
生
動
物
は
、
森
林
で
ほ
と
ん
ど
食
料
を
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見
つ
け
ら
れ
ず
、
村
落
付
近
と
の
境
界
を
う
ろ
つ
い
て
い
ま
す
。

政
府
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
は
、
そ
う
し
た
野
生
動
物
を
救
助

し
よ
う
と
尽
力
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
自
然
の
一
部
で
す
。

自
然
が
破
壊
さ
れ
、
自
然
環
境
・
社
会
環
境
が
そ
こ
な
わ
れ
れ

ば
、
幸
せ
に
暮
ら
す
こ
と
は
で
き
ず
、
生
き
残
る
こ
と
も
困
難

で
す
。
環
境
に
対
す
る
配
慮
は
、
私
た
ち
の
世
代
だ
け
に
と
ど

め
る
べ
き
で
な
く
、
次
の
世
代
へ
と
広
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
世
界
全
体
を
救
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
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︺
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