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自
然
破
壊
に
対
す
る
大
乗
仏
教
の
視
点

　
　

─
自
然
の
価
値
評
価
の
観
点
か
ら

─

山
本
修
一

１
　
は
じ
め
に

　

人
間
活
動
は
今
や
地
球
の
様
々
な
と
こ
ろ
に
影
響
を
与
え
、

そ
の
結
果
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
環
境
問
題
は
人
類
の
存
続
に

関
わ
る
極
め
て
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
環
境
問
題

は
か
つ
て
の
日
本
に
お
け
る
公
害
問
題
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
な

問
題
か
ら
地
球
温
暖
化
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
へ
と
拡

大
さ
れ
て
き
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
問
題
の
な
か
で
、
フ
ロ

ン
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
問
題
な
ど
、
本
当
に
わ
ず
か
な
問

題
を
除
い
て
解
決
へ
の
道
は
ほ
と
ん
ど
見
え
て
い
な
い
。
む
し

ろ
問
題
は
様
々
な
地
域
や
地
球
規
模
へ
と
拡
大
す
る
だ
け
で
な

く
、
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
大
き
な
く
く
り
と

な
る
問
題
の
ひ
と
つ
が
自
然
破
壊
で
あ
る
。
自
然
破
壊
と
い
っ

て
も
実
に
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
人
間
が
直
接
自
然
を
破
壊
す

る
森
林
の
開
発
や
野
生
生
物
の
乱
獲
も
あ
れ
ば
、
大
気
中
の
二

酸
化
炭
素
増
加
に
よ
る
海
洋
酸
性
化
や
地
球
の
温
暖
化
に
よ
る

生
態
系
の
破
壊
な
ど
間
接
的
な
破
壊
も
あ
る
。
農
薬
や
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
な
ど
人
工
化
学
物
質
の
海
洋
生
物
へ
の
濃
縮
の
問
題
も

あ
る
。
今
や
世
界
の
至
る
所
で
人
間
に
よ
る
自
然
破
壊
は
進
行

し
、
地
球
の
歴
史
の
な
か
で
６
回
目
の
生
物
の
絶
滅
期
に
突
入
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し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

環
境
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
、
今
や
半
世
紀
を
超

え
た
。
こ
の
間
、
膨
大
な
研
究
費
が
投
入
さ
れ
、
そ
の
研
究
成

果
を
表
す
研
究
論
文
も
ま
た
膨
大
な
も
の
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
問
題
が
一
向
に
解
決
へ
と
向
か
っ
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
問
題
が
拡
大
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に

は
科
学
に
よ
る
自
然
理
解
の
し
方
や
科
学
の
発
展
の
方
向
に
問

題
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
自
然
の
も
つ
価
値
を
過
小

評
価
し
た
り
、
あ
る
い
は
真
の
価
値
が
わ
か
ら
な
い
た
め
に
、

何
の
考
慮
も
な
く
破
壊
へ
向
か
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
本
論
文
で
は
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
方
法

と
し
て
自
然
の
価
値
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
を
考
え
て
み 

た
い
。

２
　
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
人
間
活
動

　
　（
人
類
を
破
滅
へ
と
導
く
可
能
性
）

　

人
間
活
動
が
い
か
に
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
か
を

端
的
に
表
す
も
の
と
し
て
ふ
た
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
は
国

際
層
序
委
員
会
に
よ
る
〈
人
新
世
〉
の
提
案あ
で
あ
り
、
も
う
ひ

と
つ
は
宇
宙
的
ス
ケ
ー
ル
で
〈
見
え
る
〉
存
在
に
な
っ
た
人
間

圏いで
あ
る
。

　

人
間
活
動
は
次
第
に
そ
の
大
き
さ
を
増
大
さ
せ
、
今
や
地
球

に
影
響
を
与
え
て
き
て
い
る
。
一
生
物
種
に
す
ぎ
な
い
人
間
（
人

類
）
が
地
球
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
生
物
種
に
な
っ
て
き
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う
な
動
き
が
新
た
な
地
質

年
代
と
し
て
の
〈A

nthropocene

（
人
新
世
）〉
の
提
案
で
あ
る
。

　

地
質
年
代
と
は
地
層
の
な
か
の
時
代
を
画
す
る
出
来
事
、
通

常
は
生
物
相
の
変
化
を
基
本
と
し
て
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
最
も
新
し
い
時
代
が
〈
人
類
の
時
代
〉
の
〈
第
４
紀
（
２

５
８
万
年
前
〜
現
在
）〉
で
あ
る
。
第
４
紀
は
更
新
世
（
２
５
８
万

年
前
〜
１
万
１
７
０
０
年
前
）
と
完
新
世
（
１
万
１
７
０
０
年
前
〜
現

在
）
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
更
新
世
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
氷
河

時
代
で
あ
り
、
こ
の
厳
し
い
時
代
に
北
京
原
人
な
ど
の
原
人
や

現
生
人
類
（
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
・
サ
ピ
エ
ン
ス
）
も
現
れ
て
い
る
。

完
新
世
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
氷
床
が
消
滅
し
、
温
暖

化
し
た
時
代
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。〈
人
新
世
〉
の
提
案
は
、

こ
の
時
代
区
分
に
新
た
な
区
分
と
し
て
加
え
て
は
ど
う
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
類
が
地
球
環
境
や
気
候
に
大
き
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な
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
時
代
に
突
入
し
た
こ
と
を
象
徴
し
て

い
る
。

　

人
新
世
を
特
徴
づ
け
る
も
の
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

だ
ろ
う
か
。
人
工
的
な
も
の
で
、
壊
れ
に
く
い
も
の
、
例
え
ば
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
で
き
て

い
る
も
の
は
地
層
に
残
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
金
属
の

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
や
鉄
は
地
下
か
ら
大
量
に
掘
り
出
し
て
地
表
に

も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
人
間
が
地
球
上
に
は
じ
め
て
合

成
し
た
化
合
物
、
た
と
え
ば
農
薬
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

な
ど
も
あ
る
。
こ
れ
ら
も
地
層
中
に
残
存
す
る
だ
ろ
う
。
一
方
、

大
気
に
放
出
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
増
加
や
人
工
的
な
フ
ロ
ン

の
よ
う
な
ガ
ス
も
南
極
や
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
氷
床
中
の
気
泡

に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
も
の
以
外
に
も
今
後
起
こ
り

う
る
も
の
と
し
て
生
物
相
の
変
化
が
あ
る
。
生
物
相
の
変
化
は

自
然
界
で
は
気
候
変
動
、
地
殻
変
動
、
巨
大
な
隕
石
の
落
下
な

ど
が
原
因
で
生
物
が
絶
滅
し
、
他
の
生
物
が
台
頭
し
て
く
る
こ

と
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
現
在
、
人
類
に
よ
る
乱
獲
、
森
林
伐
採
、

土
地
開
発
、
農
薬
な
ど
の
化
学
物
質
に
よ
る
影
響
で
６
回
目
の

絶
滅
期
に
突
入
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
人
間
が
現
在
引
き
起
こ

し
て
い
る
地
球
の
温
暖
化
に
よ
っ
て
気
候
帯
が
高
緯
度
地
域
へ

移
動
す
る
の
に
伴
い
、
生
物
相
も
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
気
候
の
変
化
に
つ
い
て
行
け
な
く
て
滅
び

て
し
ま
う
生
物
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
生
物
相
が
変
化
し
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。

　

地
層
の
な
か
に
刻
印
さ
れ
つ
つ
あ
る
人
間
活
動
は
、
そ
の
一

方
で
宇
宙
か
ら
も
確
認
で
き
る
ほ
ど
の
も
の
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
そ
れ
が
宇
宙
的
ス
ケ
ー
ル
で
〈
見
え
る
〉
存
在
に
な
っ
た

人
間
圏
で
、
そ
れ
は
地
球
か
ら
放
出
さ
れ
て
い
る
光
、
電
波
な

ど
の
電
磁
波
に
よ
る
。
夜
の
世
界
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
人
工

的
な
光
に
は
、
大
都
市
の
光
だ
け
で
な
く
、
焼
き
畑
や
漁
の
漁

り
火
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
は
い
ず
れ
も
可
視
光
で
あ

る
が
、
一
方
で
人
間
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
テ
レ
ビ
波
、

ラ
ジ
オ
波
、
携
帯
電
話
な
ど
の
電
波
が
あ
る
。
特
に
電
波
は
地

球
か
ら
宇
宙
に
向
か
っ
て
常
に
放
出
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
電

波
技
術
が
始
ま
っ
て
以
来
１
０
０
年
を
超
え
た
こ
と
か
ら
、
電

波
は
す
で
に
地
球
か
ら
１
０
０
光
年
を
超
え
る
と
こ
ろ
ま
で
飛

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
人
間
と
い
う
知
的
生
物
の

存
在
を
宇
宙
か
ら
確
認
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
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う
し
て
一
生
物
の
活
動
が
、
地
層
に
刻
印
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
き

さ
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
も
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
宇
宙
か
ら
確
認
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
さ
ら
に

驚
嘆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

３
　
問
題
の
所
在

　

上
記
の
よ
う
に
、
一
生
物
の
人
間
に
よ
る
活
動
が
地
球
の
状

態
を
変
え
て
い
く
ほ
ど
の
規
模
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
極

め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
は
、
人
間
活
動
の
向

か
っ
て
き
た
方
向
が
地
球
を
破
壊
す
る
方
向
で
あ
る
こ
と
だ
。

こ
れ
は
反
対
に
い
え
ば
、
地
球
を
破
壊
す
る
ほ
ど
の
力
が
人
間

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
球
を
よ
い
方
向
に
導
く
こ
と
も
可

能
で
あ
る
こ
と
だ
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
解
決
に
向
か

う
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
問
題
は
拡
大
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ

る
。
で
は
そ
の
人
間
活
動
の
あ
り
方
を
何
が
決
め
て
い
る
か
が

問
題
に
な
る
。
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
人
間
の
欲
望
の
肥
大
化

の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
別
に
述
べ
て
き
たう
の
で
、

こ
こ
で
は
自
然
を
捉
え
る
目
、
い
わ
ゆ
る
自
然
観
や
自
然
の
も

つ
価
値
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

人
間
が
自
然
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
は
、
人
間
圏
を
構

成
す
る
も
の
を
見
れ
ば
、
そ
の
特
徴
を
把
握
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
の
大
き
な
特
徴
は
、
い
ず
れ
も
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た

も
の
、
あ
る
い
は
人
間
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
だ
。
環
境
を
改
変
す
る
よ
う
な
人
間
活
動
は
生
態
学
的
に

は
人
間
に
よ
る
環
境
形
成
作
用
で
あ
る
。
人
間
自
身
に
適
合
し

た
環
境
を
形
成
し
て
い
く
環
境
形
成
作
用
が
人
間
の
場
合
他
の

生
物
と
比
べ
て
極
め
て
大
き
く
、
そ
こ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

そ
し
て
、
人
間
が
人
間
圏
の
な
か
に
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
世

界
は
、
人
間
が
科
学
で
理
解
で
き
、
科
学
技
術
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
る
構
成
要
素
か
ら
な
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
自
然
を
手
段

で
あ
り
、
資
源
と
し
て
見
る
科
学
技
術
の
産
物
で
構
成
さ
れ
て

い
る
世
界
の
構
築
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
人
間
圏

の
構
築
は
人
間
に
都
合
の
よ
い
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
、

こ
れ
は
人
間
が
科
学
技
術
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
世

界
の
構
築
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
科
学
で
捉
え
ら
れ
な
い
、
あ

る
い
は
科
学
技
術
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
、
い
わ
ば
人

間
（
科
学
）
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
も
の
は
次
第
に
排
除
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
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植
物
生
態
学
者
の
宮
脇
昭
（
１
９
７
０
／
１
９
７
３
）
は
「
人
間

の
生
活
の
基
盤
で
あ
る
自
然
の
緑
の
必
要
度
、
人
間
生
活
が
持

続
的
に
緑
の
自
然
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
場
合
の
人
間
の
直
接
、
間

接
の
精
神
や
肉
体
に
与
え
る
被
害
は
、
残
念
な
が
ら
現
在
量
的

に
測
定
し
難
い
。
量
的
に
表
現
で
き
な
い
か
ら
安
心
な
の
で
は

な
く
、
質
的
な
影
響
で
あ
る
だ
け
に
も
っ
と
も
本
質
的
に
生
命

に
関
係
し
て
く
るえ」、
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
生
態

学
的
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
地
球
上
で

い
わ
ば
自
ら
の
食
糧
を
自
ら
生
産
で
き
る
の
は
一
次
生
産
者
の

植
物
だ
け
で
あ
っ
て
、
人
間
は
そ
の
植
物
が
生
産
し
た
も
の
を

食
べ
て
し
か
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
消
費
者
と
し
て
の

動
物
で
あ
る
こ
と
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
次
生
産
者
と

し
て
の
植
物
の
必
要
度
を
科
学
的
（
数
量
的
）
に
評
価
す
る
こ
と

は
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
人
間
の
生
存
に
関
わ
る

本
質
的
な
こ
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
植
物
が
失
わ
れ
た
場
合
の

人
間
に
与
え
る
肉
体
的
、
精
神
的
な
影
響
は
さ
ら
に
評
価
す
る

こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
た
め
人
間

が
健
全
に
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
は
、「
人
間
と
植
物
の
目
に

見
え
な
い
、
質
的
な
、
そ
し
て
間
接
的
な
関
係
を
正
し
く
理
解

す
べ
き
で
あ
るお」
と
極
め
て
重
要
な
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

重
要
な
こ
と
は
、
科
学
的
な
見
方
が
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

自
然
に
対
す
る
評
価
が
科
学
的
な
観
点
か
ら
の
評
価
だ
け
に
偏

り
、
自
然
の
も
つ
真
に
大
切
な
部
分
を
見
失
っ
て
し
ま
う
可
能

性
が
あ
る
こ
と
だ
。
そ
の
結
果
、
自
然
の
価
値
を
正
し
く
捉
え

る
こ
と
な
く
生
物
な
ど
の
自
然
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
そ
の
生
物
の
も
つ
真
の
価
値
を

二
度
と
認
識
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
そ
の
生
物
が
失
わ

れ
た
こ
と
の
直
接
的
、
間
接
的
な
影
響
を
知
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
影
響
は

や
が
て
人
間
に
及
ん
で
く
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
問
題
は
、

自
然
の
も
つ
価
値
を
科
学
と
い
う
人
間
の
も
つ
一
面
的
な
能
力

だ
け
で
推
し
量
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
科
学
の

目
が
物
理
的
な
側
面
に
偏
っ
て
い
る
た
め
で
、
精
神
的
な
影
響

の
よ
う
に
数
量
化
し
に
く
い
面
は
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

　

霊
長
類
の
研
究
や
「
棲
み
分
け
理
論
」
で
著
名
な
今
西
錦
司

は
、「
自
然
学
」
と
い
う
〈
全
体
自
然
〉
を
捉
え
る
学
問
を
提
唱

し
た
。
今
西
（
１
９
８
６
）
は
、
自
然
科
学
者
が
捉
え
る
科
学
的

な
目
で
見
る
自
然
は
客
観
的
に
見
た
、
い
わ
ば
切
り
離
さ
れ
た
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自
然
を
見
て
い
る
だ
け
で
、
あ
く
ま
で
自
然
の
一
部
し
か
見
て

い
な
い
。
そ
の
た
め
、「
自
然
学
の
探
究
に
は
、
自
然
科
学
的
方

法
論
を
用
い
る
だ
け
で
は
、
到
達
で
き
な
い
一
面
が
あ
る
。

…
…
自
然
学
に
は
直
感
の
世
界
も
、
無
意
識
の
世
界
も
、
取
り

込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
いか」
と
し
て
、〈
全
体
自
然
〉
を
知
る

た
め
に
は
科
学
的
認
識
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
む
し
ろ
科
学
者

で
は
な
い
一
般
の
人
々
の
認
識
方
法
や
宗
教
や
芸
術
の
視
点
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
宮
脇
が
「
目
に

見
え
な
い
」
植
物
と
人
間
と
の
関
係
と
述
べ
た
も
の
を
よ
り
具

体
的
に
表
現
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

宮
脇
や
今
西
の
い
う
よ
う
な
数
量
化
で
き
な
い
自
然
の
重
要

性
を
１
０
０
年
以
上
も
前
に
指
摘
し
て
い
た
の
が
、
創
価
学
会

の
創
立
者
で
あ
る
牧
口
常
三
郎
で
あ
る
。
牧
口
（
１
９
０
３
）
は

『
人
生
地
理
学き』
の
な
か
で
、
自
然
と
人
間
の
関
わ
り
を
「
地
人

相
関
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
、
宮
脇
の
い
う
「
目
に
見
え
な
い
」

関
係
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

牧
口
は
ま
ず
人
間
と
自
然
と
の
関
わ
り
を
、
肉
体
的
交
渉
と
精

神
的
交
渉
に
分
け
る
。
肉
体
的
交
渉
は
自
然
の
改
変
な
ど
人
間

が
自
然
に
対
し
て
物
理
的
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

反
対
に
物
理
的
な
面
で
自
然
か
ら
受
け
る
影
響
も
含
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
は
生
態
学
的
な
観
点
で
い
う
環
境
形
成
作
用
や
環
境
作

用
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
精
神
的
関
わ
り
に
は
８
つ
の
交
渉

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
知
覚
的
、
利
用
的
、

科
学
的
、
審
美
的
、
道
徳
的
、
同
情
的
、
公
共
的
、
宗
教
的
な

８
つ
の
交
渉
で
あ
る
。
牧
口
は
知
覚
的
、
利
用
的
、
科
学
的
、

審
美
的
、
道
徳
的
の
５
つ
の
交
渉
は
、
自
己
を
環
境
と
対
峙
さ

せ
、
そ
の
関
わ
り
は
「
経
験
に
よ
り
て
知
識
を
広
めく」
る
材
料

に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
「
知
的
交
渉
」
と
呼
ぶ
。「
知

的
交
渉
」
は
審
美
的
、
道
徳
的
交
渉
を
含
む
こ
と
か
ら
科
学
的

認
識
よ
り
も
広
く
自
然
を
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
方
で
、

同
情
的
、
公
共
的
、
宗
教
的
交
渉
は
「
自
己
と
環
境
を
一
体
化
し
、

自
己
を
環
境
の
一
部
と
観
じ
る
」
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
情
的

交
渉
」
と
呼
び
、「
交
際
に
よ
り
て
心
情
を
涵
養
す
るけ」
関
わ
り

と
し
て
い
る
。
牧
口
は
同
情
的
交
渉
の
具
体
的
な
例
を
多
く
あ

げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
山
、
植
物
、
動
物
に
対
し
「
山
は
人
情

を
和
ら
げ
、
人
心
を
啓
発
す
る
の
天
師
た
る
を
や
。
…
…
こ
れ

ま
で
自
己
と
相
対
峙
し
、
自
己
と
異
な
り
た
る
も
の
と
せ
る
山

は
、
今
や
自
己
と
同
じ
く
世
界
の
一
部
員
と
な
り
、
自
己
と
相
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関
の
交
際
あ
る
も
の
と
な
り
、
こ
こ
に
ま
っ
た
く
有
情
物
と
化

す
。
…
…
こ
れ
に
お
い
て
か
、
吾
人
は
山
と
一
致
せ
る
も
の
と

し
て
、
と
も
に
苦
楽
を
と
も
に
し
、
山
が
受
く
る
運
命
を
と
も

に
経
験
す
る
の
感
起
こ
るこ」、「
植
物
は
吾
人
の
美
情
を
興
奮
し
、

吾
人
の
殺
気
を
緩
和
し
、
吾
人
の
詩
趣
を
発
酵
し
、
も
っ
て
吾

人
の
心
情
を
涵
養
す
る
も
の
な
りさ」、「
吾
人
の
従
順
な
る
伴
侶

と
し
、
は
た
親
愛
な
る
慰
藉
者
と
し
て
、
日
常
の
生
活
に
纒
綿

す
る
の
諸
種
の
動
物
に
よ
り
て
吾
人
の
心
情
が
涵
養
せ
ら
れし」

る
と
。
こ
の
よ
う
な
山
、
植
物
、
動
物
な
ど
の
自
然
と
の
関
わ

り
は
、
人
間
に
と
っ
て
自
然
の
も
つ
精
神
的
な
価
値
で
あ
り
、

そ
の
価
値
は
科
学
的
観
点
か
ら
決
し
て
出
て
こ
な
い
。
ゆ
え
に

こ
う
し
た
自
然
の
も
つ
価
値
は
科
学
だ
け
で
は
正
し
く
評
価
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

４
　
仏
教
の
視
点

　

で
は
仏
教
か
ら
見
た
場
合
、
自
然
の
価
値
は
ど
の
よ
う
に
評

価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
中
国
の
天
台
大
師
に
よ
る
「
一
念
三
千

論
」
で
は
、そ
の
な
か
に
「
三
世
間
論す」
を
含
む
。
三
世
間
論
は
、

色
陰
・
受
陰
・
想
陰
・
行
陰
・
識
陰
の
「
五
陰
世
間
」、
五
陰
が

仮
和
合
し
た
「
衆
生
世
間
」、
衆
生
の
居
住
す
る
「
国
土
世
間
」

か
ら
な
る
。
衆
生
世
間
を
主
体
で
あ
る
人
間
と
す
れ
ば
国
土
世

間
は
人
間
の
環
境
と
い
っ
て
よ
い
。「
五
陰
世
間
」
は
、
衆
生
世

間
と
国
土
世
間
を
構
成
す
る
物
質
的
要
素
で
あ
る
色
と
心
的
働

き
を
指
す
受
・
想
・
行
・
識
か
ら
な
る
。
人
間
生
命
の
よ
う
な

衆
生
世
間
は
五
陰
が
仮
和
合
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
五
陰
の
す

べ
て
が
顕
在
化
し
て
い
る
が
、
国
土
の
よ
う
な
非
生
物
で
は
色

陰
の
み
顕
在
化
し
、
他
は
潜
在
化
し
て
い
る
と
仏
教
で
は
捉
え

る
。
環
境
で
あ
る
国
土
世
間
に
他
の
生
物
を
含
め
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
と
き
の
五
陰
は
色
の
み
で
な
く
、
い
く
ら
か
の
心
的

な
働
き
を
含
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
、
一

念
三
千
論
に
お
け
る
一
念
（
生
命
）
は
人
間
の
よ
う
な
生
命
と
も

な
れ
ば
、
そ
の
一
方
で
環
境
と
も
現
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、
中
国
天
台
宗
第
六
祖
の
妙
楽
に
よ
る
『
法
華
玄
義
釈

籖
』
の
な
か
に
「
十
不
二
門
」
が
説
か
れ
、
そ
の
第
六
に
「
依

正
不
二
門せ」
が
あ
る
。「
依
正
不
二
」
に
お
け
る
「
正
報
」
は
主

体
と
な
る
衆
生
で
あ
り
、
ま
た
依
報
は
そ
の
環
境
に
配
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
そ
の
両
者
は
「
不
二
」
の
関
係
に
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
不
二
と
言
え
る
の
か
。『
法
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華
玄
義
釈
籖
』
に
は
「
依
正
既
に
一
心
に
居
す
」
と
あ
り
、
両

者
は
共
に
一
心
（
生
命
）
に
属
す
か
ら
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を

す
れ
ば
一
心
（
生
命
）
の
現
れ
が
、「
依
報
」、「
正
報
」
と
あ
る

よ
う
に
共
に
「
報
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
因
縁
和
合
に
よ
る
果

報
（
報
い
）
と
し
て
現
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
不
二
」

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
「
三
世
間
論
」
と
全

く
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
同
様
の
こ
と

を
、
仏
教
に
お
け
る
業
論
の
立
場
か
ら
、
阿
頼
耶
識
に
刻
印
さ

れ
る
業
種
子
の
現
れ
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。『
阿
毘
達

磨
順
正
理
論
』
に
は
「
非
有
情
の
山
川
大
地
等
は
共
業
よ
り
生

じ
、
有
情
は
不
共
業
よ
り
生
ず
るそ」
と
あ
る
よ
う
に
、
衆
生
に

と
っ
て
共
通
の
共
業
か
ら
そ
の
衆
生
の
環
境
は
生
じ
、
個
別
の

不
共
業
か
ら
衆
生
そ
れ
ぞ
れ
が
生
じ
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
日
蓮
は
「
夫
十
方
は
依
報
な
り
・
衆
生

は
正
報
な
り
譬
へ
ば
依
報
は
影
の
ご
と
し
正
報
は
体
の
ご
と

し
・
身
な
く
ば
影
な
し
正
報
な
く
ば
依
報
な
し
・
又
正
報
を
ば

依
報
を
も
つ
て
此
れ
を
つ
く
るた」
と
依
報
・
正
報
の
関
係
を
わ

か
り
や
す
い
譬
え
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
仏
教
に
お
け
る
自
然
の
見
方
の
特
徴
は
ど
こ
に
あ
る
だ

ろ
う
か
。
ひ
と
つ
は
「
正
報
な
く
ば
依
報
な
し
・
又
正
報
を
ば

依
報
を
も
つ
て
此
れ
を
つ
く
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
主
体
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
環
境
を
設
定
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
環
境
（
た
と

え
ば
、
植
物
）
に
よ
っ
て
主
体
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
、
人
間
の
場

合
で
い
え
ば
生
態
学
の
消
費
者
の
立
場
も
表
現
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
認
識
は
科
学
的
に
も
正
し
い
認
識
で
あ
り
、
自

然
あ
っ
て
こ
そ
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
大
乗
仏
教
は
自
然
中
心
主
義
の
立
場
に
立
つ
と
い
っ
て

も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
「
依
報
は
影
の
ご
と
し
正
報
は
体
の
ご
と
し
」
と
、
主

体
と
環
境
の
関
係
を
「
体
」
と
「
影
」
の
関
係
の
よ
う
に
、
両

者
を
切
り
離
し
て
は
生
き
て
い
る
生
物
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
生
命
観
と
し
て
重
要
な
観
点
も
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
を
実
践
的
に
し
た
も
の
が
牧
口
の
「
自
己
と
環
境
を

一
体
化
し
、
自
己
を
環
境
の
一
部
と
観
じ
る
」、
ま
さ
に
「
同
情

的
交
渉
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
は
、
別
の
観
点
で
い
え
ば
、

主
体
を
生
物
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
に
と
っ
て
の
環
境
を

そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

た
め
、
こ
の
自
然
世
界
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
の
環
境
を
重
層
的
・
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複
合
的
に
含
み
、
そ
れ
が
真
の
生
態
系
の
姿
で
あ
る
と
い
う
極

め
て
現
代
的
な
環
境
観
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

さ
ら
に
、「
三
世
間
論
」、「
依
正
不
二
論
」
あ
る
い
は
「
共
業
・

不
共
業
」
に
共
通
す
る
仏
教
独
自
の
捉
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

も
と
も
と
ひ
と
つ
の
心
（
生
命
や
阿
頼
耶
識
を
形
成
す
る
業
種
子
）

が
主
体
と
環
境
に
分
か
れ
て
現
れ
た
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
当
然
そ
の
結
果
、
環
境
は
主
体
で
あ
る
生
命
（
人
間
）
と
同

等
の
価
値
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
仏
教
的
に
い
え
ば
、
主
体
で

あ
る
生
命
が
仏
性
を
も
ち
、
成
仏
の
対
象
に
な
る
な
ら
ば
、
当

然
、
環
境
も
仏
性
を
も
ち
成
仏
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
の
表
現
が
中
国
仏
教
や
日
本
仏
教
で
い
う
「
山
川
草
木

悉
皆
成
仏
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
も
、
川
も
、
草
も
、
木
も
、

そ
う
し
た
無
機
物
や
動
植
物
も
す
べ
て
人
間
と
同
様
に
仏
性
を

も
ち
、
成
仏
す
る
と
の
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
生
命
と
全

く
同
等
の
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
仏

教
に
お
け
る
自
然
の
最
高
位
の
評
価
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
仏
教
に
お
け
る
自
然
の
価
値
の
評
価
は
、

科
学
的
な
認
識
か
ら
導
か
れ
る
価
値
評
価
、
ま
た
牧
口
の
い
う

精
神
的
な
涵
養
の
働
き
を
も
つ
同
情
的
交
渉
に
由
来
す
る
評
価

を
も
含
み
、
さ
ら
に
仏
教
独
自
の
観
点
か
ら
主
体
と
同
等
の
価

値
を
も
つ
も
の
と
し
て
環
境
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

５
　
結
論

　

人
新
世
の
提
案
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
人
類
は
将
来
、

地
層
に
刻
ま
れ
る
程
に
人
間
活
動
を
拡
大
し
、
そ
の
一
方
で
宇

宙
か
ら
も
見
え
る
よ
う
な
人
間
圏
を
つ
く
っ
て
き
た
。
こ
れ
は

人
間
活
動
が
地
球
の
状
態
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
強
大
に
な
っ

て
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
人
間

活
動
の
あ
り
方
を
左
右
す
る
自
然
に
対
す
る
見
方
は
極
め
て
重

要
に
な
っ
て
く
る
。
本
来
、
自
然
の
価
値
を
評
価
す
る
目
は
、

多
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
に
と
っ

て
王
国
の
よ
う
に
つ
く
リ
あ
げ
て
き
た
人
間
圏
は
科
学
的
な
目

を
通
し
た
も
の
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ

の
た
め
自
然
を
捉
え
る
目
が
ま
す
ま
す
科
学
だ
け
に
な
り
、
自

然
の
価
値
は
ま
す
ま
す
資
源
的
価
値
や
手
段
的
価
値
だ
け
に
つ

っ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
人
間
の
生
存
基
盤
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
評
価
さ
れ
な
く
な
っ
た
自
然
や
生
物
は
失
わ
れ
て
い

く
運
命
に
あ
り
、
複
雑
強
固
で
あ
っ
た
自
然
生
態
系
は
単
純
化



106

し
、
脆
弱
化
し
、
崩
壊
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
旦
破

壊
さ
れ
た
自
然
は
ほ
と
ん
ど
回
復
す
る
可
能
性
す
ら
な
く
、
た

と
え
回
復
す
る
と
し
て
も
そ
れ
に
は
相
当
の
年
月
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
自
然
の
価
値
を
正
し
く
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
自
然
の
価
値
の
過
小
評
価
」
に
そ
の
原
因
の
一
端

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
科
学
的
な
目
で
見
え
な
い

自
然
と
の
関
係
や
全
体
自
然
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

　

牧
口
（
１
９
０
３
）
は
人
間
の
自
然
と
の
交
渉
に
は
肉
体
的
な

交
渉
と
精
神
的
な
交
渉
が
あ
る
こ
と
、
精
神
的
な
交
渉
に
は
科

学
的
交
渉
の
よ
う
な
知
的
交
渉
だ
け
で
な
く
、
一
層
積
極
的
な

自
然
と
の
関
わ
り
、
す
な
わ
ち
自
己
と
環
境
を
一
体
化
し
、
自

己
を
環
境
の
一
部
と
観
じ
る
「
同
情
的
交
渉
」
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
自
然
と
の
同
情
的
交
渉
に
よ
っ
て
心
情

を
涵
養
す
る
精
神
的
な
価
値
を
も
つ
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と

も
指
摘
し
て
い
る
。
牧
口
の
こ
の
見
方
は
仏
教
の
自
然
の
捉
え

方
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
っ
て
く
る
。
大
乗
仏
教
の
「
依
正
不
二

論
」
や
「
三
世
間
論
」
は
、さ
ら
に
積
極
的
に
自
然
を
評
価
し
て
、

自
然
の
も
つ
価
値
を
人
間
自
身
と
同
等
の
も
の
と
し
て
捉
え
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
人
間
と
自
然
は
運
命
共
同
体
で
あ
り
、
自

然
の
破
壊
は
人
間
の
破
壊
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
大
乗
仏
教

は
自
然
中
心
主
義
で
あ
り
、
自
然
あ
っ
て
こ
そ
人
間
社
会
の
持

続
可
能
性
は
保
た
れ
る
こ
と
、
ど
の
よ
う
な
地
球
を
創
造
す
る

か
は
す
べ
て
人
間
の
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。
こ
の
結
論
は
、
か
つ
て
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
が
仏
教

の
環
境
観
か
ら
導
き
出
し
た
環
境
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
原

則ち
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
自
然
と
関
わ
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
人
間
は
環
境
問
題
を
真
に
解
決
へ
と

導
い
て
い
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
） C

rutzen, P.J. and S
toerm

er, E
.F. (2000) T

he 
“A

nthropocene”, The International G
eosphere-B

iosphere 
Program

m
e (IG

B
P) N

ew
sletter, 41, 17-18.  

（
２
） 

松
井
孝
典
（
２
０
０
７
）『
地
球
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
』、
新
潮
社
、

東
京
。
人
間
圏
の
提
案
者
の
松
井
は
、「
地
球
シ
ス
テ
ム
論
的

に
は
、
生
物
圏
か
ら
分
離
し
、
新
た
に
人
間
圏
と
い
う
構
成
要

素
を
つ
く
っ
て
い
る
」（
16
頁
）
あ
る
い
は
「
文
明
と
は
人
間

圏
を
つ
く
っ
て
生
き
る
生
き
方
」（
36
頁
）
と
、
人
間
は
生
物

圏
と
区
別
す
べ
き
圏
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
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「東洋学術研究」第56巻第２号

自然破壊に対する大乗仏教の視点

（
３
） 

山
本
修
一
（
２
０
０
９
）「
環
境
問
題
に
対
す
る
仏
教
の
取
り

組
み
」『
東
洋
学
術
研
究
』
第
48
巻
１
号
、
１
１
０
－
１
２
３

頁

 

山
本
修
一
（
１
９
９
７
）「
環
境
思
想
ヘ
の
仏
教
の
寄
与
」『
東

洋
学
術
研
究
』
第
36
巻
２
号
、
57
－
78
頁
な
ど
。

（
４
） 

宮
脇
昭
（
１
９
７
０
／
１
９
７
３
）『
植
物
と
人
間
』
日
本
放

送
協
会
、
東
京
、
18
頁

（
５
） 

同
上
、
宮
脇
昭
（
１
９
７
３
）
２
２
８
頁

（
６
） 

今
西
錦
司
（
１
９
８
６
）『
自
然
学
の
提
唱
』
講
談
社
、
東
京
、

93
頁

（
７
） 

牧
口
常
三
郎
（
１
９
０
３
）『
人
生
地
理
学
』、
引
用
１
９
７
１

年
、
聖
教
新
聞
社
刊

（
８
） 

同
上
、『
人
生
地
理
学　

１
』（
１
９
７
１
）、
54
頁

（
９
） 

同
上
、『
人
生
地
理
学　

１
』（
１
９
７
１
）、
54
頁

（
10
） 

同
上
、『
人
生
地
理
学　

１
』（
１
９
７
１
）、
２
１
５
頁

（
11
） 

同
上
、『
人
生
地
理
学　

３
』（
１
９
７
１
）、
84
頁

（
12
） 

同
上
、『
人
生
地
理
学　

３
』（
１
９
７
１
）、
２
６
２
頁

（
13
） 

菅
野
博
史
『
一
念
三
千
と
は
な
に
か
』（
１
９
９
２
、
第
三
文

明
社
、
東
京
）
に
よ
れ
ば
、
三
世
間
は
龍
樹
に
よ
る
『
大
智
度

論
』
巻
七
十
、
大
正
蔵
、
二
十
五
巻
、５
４
６
頁
等
に
説
か
れ
る
。

ま
た
、
一
念
三
千
説
は
天
台
の
『
摩
訶
止
観
』
巻
第
五
に
説
か

れ
る
。

（
14
） 『
法
華
玄
義
釈
籖
』
大
正
蔵
三
十
三
巻
、
９
１
６
頁

（
15
） 『
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
』
巻
三
十
三
、
大
正
蔵
二
十
九
巻
、
５

２
９
頁
下
。
あ
る
い
は
、『
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
』
巻
四
（
大

正
蔵
、
三
一
巻
、
６
７
９
頁
、
中
）、「
如
契
經
言
。
有
共
業
。

有
不
共
業
。（
中
略
）
云
何
共
業
、
若
業
令
諸
器
世
間
種
々
差
別
。

云
何
不
共
業
。
若
業
能
令
有
情
世
間
種
々
差
別
。
或
亦
有
業
。

令
諸
有
情
展
転
増
上
。
由
此
業
力
説
諸
有
情
更
互
相
望
為
増
上

縁
。
以
彼
互
有
増
上
力
故
、
亦
名
共
業
。」

（
16
） 「
瑞
相
御
書
」『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』、
創
価
学
会
版
、
１

１
４
０
頁

（
17
） 

池
田
大
作
（
１
９
９
２
）「
地
球
環
境
の
保
全
に
向
け
て
」（
聖

教
新
聞
１
９
９
２
年
４
月
17
日
付
）、
イ
ギ
リ
ス
の
タ
プ
ロ
ー
・

コ
ー
ト
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
「
環
境
開
発
国
際

会
議
」
に
お
け
る
論
文
に
お
い
て
、
仏
教
の
環
境
観
か
ら
次
の

５
つ
の
原
則
を
導
き
出
し
て
い
る
。
①
人
間
と
環
境
は
〝
運
命

共
同
体
〞
で
あ
る
。
②
人
類
は
自
然
生
態
系
と
の
調
和
・
共
存

シ
ス
テ
ム
に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
存
続
は
あ
り
え
な
い
。
③
人

間
環
境
と
し
て
の
文
化
や
社
会
は
、
自
然
生
態
系
の
う
え
に
創

出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
大
自
然
の
法
則
と
の
調
和
に
の
っ
と

っ
て
発
展
す
べ
き
で
あ
る
。
④
人
類
は
自
然
の
尊
厳
性
を
守
る

〝
保
護
者
〞
と
し
て
、
地
球
生
態
系
と
の
調
和
を
も
た
ら
す
〝
調

整
者
〞
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。
⑤
人
類
は
「
地
球
価
値
」
を
創

造
す
る
〝
価
値
創
造
者
〞
の
使
命
を
も
つ
。

（
や
ま
も
と　

し
ゅ
う
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
主
任
研
究
員
、

創
価
大
学
教
授
）


