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動
物
と
人
間

-

文
明
批
判

の
視
点
か
ら
ー

(そ
の
二
)
仏
教
に
見
る
動
物
観

ー

阿
含
経
を
中
心
と
し
て
ー

宮
田

敦
子

〈要
旨

〉

キ
リ

ス
ト
教

に
お

い
て
は
、
動
物
は

人
間
が
支
配
す

る
た
め

の
存
在

で
し
か
な
か

っ

た

が
、
仏
教

で
は
動
物
は
ど

の
よ
う

に
扱
わ
れ

て
い
る

の
だ
ろ
う

か
?

旧
約

聖
書

に
記
さ
れ
た

「
モ
ー
ゼ

の
十
戒
」

中

の

「汝
殺

す
な
か
れ
」
は
専

ら
人
間

の
殺
害

を
禁
ず

る
も

の
で
あ

っ
た
が

、
そ
れ

に
相
当
す

る
仏
教

の

「
不
殺

生
戒
」

は
人

間

の
み
な
ら
ず

、

一
切
衆
生

、
人
間

に
と

っ
て
危
険

な
動
物

さ
え
そ

の
対
象

と
し
、
仏

教

で
は

そ
れ
ら

の
生
き
物

に
対
す

る
慈
悲

の
心
も
説
か
れ

て
い
る
。
菩
薩
に
到

っ
て
は
、

最
終
的

に
は
生
け
る
も

の
の
た
め

に
自
己
を
犠
牲

に
す

る
こ
と
さ
え
求
め
ら
れ
て

い
る
。

こ
う
し
た
理
念

は
、
因
果
応
報
、
輪
廻
転
生

の
思
想
ば

か
り

で
な
く

、
「他
者

へ
の
思

い
や
り
」

の
心
か

ら
生
ま
れ
た

。
こ

の
、
生

け
る
も

の

へ
の

「
慈
し

み
の
心
」

は
、
他

者
を
自
分

よ
り

一
段

下

に
見

る

「
憐
れ

み
の
心
」

と
は
別
物

で
あ
る
。
キ

リ
ス
ト
教
が

「
愛
」
を

説
く

の
に
対
し
、
仏
教

は

「
慈
悲
」
を

説
く
と
言
わ

れ
る
が
、

「慈
」
と

は
サ

ン
ス
ク
リ

ッ
ト

の

「友
」

か
ら
き
た
言
葉

で
あ
り

、
「悲
」

は
同
じ
く
サ
ン

ス
ク
リ

ッ
ト

の

「
呻
き
」

か
ら
き

て
お
り
、
呻
き

苦
し
む
者

と

一
緒

に
な

っ
て
共
感
す

る
行
為

の
こ

と

だ
と

い
う
。

つ
ま
り

、
仏
教

は
生
き

と
し
生

け
る
も

の
を

「友
」

と
見
な
し
、
人

間

だ
け
を
決

し

て
特
別

視
せ
ず
、

他

の
生
け

る
も

の
と
同
列

に
置

い
て

い
る
の
で
あ

る
。

従

っ
て
動
物

に
も

人
間
同
様
、
救
済

へ
の
道

は
開
か

れ
て

い
る
し
、
宗

教
的
意
義
も

認

め
ら
れ

て
い
る
。

仏
教

は
、
そ
う
し
た

生
け
る
も

の
す

べ
て

の
苦

し
み
を

共
感
す

る
宗

教

で
あ
り
、
「
動
物
に
対
す

る
人
間

の
独
善
的

な
う

ぬ
ぼ
れ
」
を
脱
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、

極

め
て
大
き
な
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
よ
う

に
思
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド

動
物

仏
教

慈
悲

犠
牲

殺
生

文明批判の視点から動物と人間57



(
一
)

は
じ
め
に

竹
林
の
崖
下
、
飢
え
た
雌
虎
が

い
る
。
空
腹

の
余
り
、
産
ん
だ
我
が
子
を
ま

さ
に
食
べ
よ
う
と
す
る
そ
の
時
、
崖
の
上
か
ら
我
が
身
を
餌
食
に
投
げ
出
す
人

影
。
有
名
な
玉
虫
厨
子
の
台
座
に
描
か
れ
た
、
仏
教
経
典

『金
光
明
経
』
の
中

の

「捨
身
飼
虎
」

の
物
語
で
あ
る
。
筆
者
は
先
の
論
文
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お

け
る
動
物
観
を
考
察
し
た
。
旧
約
聖
書
中
の
枚
挙
に
暇
の
な
い
惨
た
ら
し
い
動

物
犠
牲
の
記
述
を
み
た
。
そ
れ
に
較

べ
、
人
間
が
動
物
の
た
め
に
進
ん
で
我
が

身
を
犠
牲
に
す
る
、
こ
の
仏
教

の
話

は
何
と
い
う
違

い
だ
ろ
う
。
古
代
イ
ン
ド

の
王
、
ア
シ
ョ
ー
カ

(阿
育
)
は
残
虐
な
性
格
で
、
そ
の
即
位
に
際
し
て
は
九

九
人
の
異
母
兄
弟
を
殺
害
し
、
東
イ

ン
ド
の
カ
リ
ン
ガ
地
方
征
服
時
に
は
何
十

万
と
い
う
人
を
殺
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
暴
虐
阿
育
と
呼
ば
れ
た
ア

シ
ョ
ー
カ
王
が
、
仏
教
に
帰
依
し
て
か
ら
は
理
想
的
な
君
主

(法
阿
育
)
と
な

り
、
人
間
の
み
な
ら
ず
動
物
の
た
め

に
も
療
養
院
を
設
け
、
人
間
と
動
物
に
効

能

の
あ
る
薬
草
や
果
樹
を
各
地
に
栽
培
さ
せ
、
多
く
の
井
戸
や
泉
を
作

っ
て
人

畜
の
用
に
供
さ
せ
た
と

い
う
。
狩
猟
を
断
念
し
た
の
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
。

暴
政
を
行

っ
て
い
た
王
を
改
心
さ
せ
、
人
間
の
み
な
ら
ず
動
物
に
ま
で
配
慮

す
る
理
想

の
君
主
に
変
え
た
と
い
う
仏
教
。
で
は
い
っ
た
い
仏
教
で
は
動
物
は

ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?
キ
リ
ス

ト
教
で
は
、
動
物
は
人
間
が
支
配
す
る
た
め
の
存
在
で
し
か
な
か

っ
た
が
、
果

た
し
て
仏
教
で
は
動
物
に
固
有

の
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?
動

物
と
人
間
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?

仏
教
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
紀
元
前
五
世
紀
頃
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
シ
ャ
ー

キ
ャ
ム
ニ
、
即
ち
釈
迦
の
教
え
で
あ
る
が
、
時
代
の
流
れ
と
共
に
イ
ン
ド
国
内

は
も
と
よ
り
、
イ
ン
ド
国
外
に
広
ま
る
に
つ
れ
て
、
様

々
な
地
域
や
民
族
の
、

様

々
な
信
仰
や
文
化
の
中
に
統
合
さ
れ
、
多
種
多
様
に
変
化
、
発
展
を
と
げ
て

い
っ
た
。
そ
し
て
六
世
紀
半
ば
に
持
ち
込
ま
れ
、
明
治
時
代
に
至
る
ま
で
伝
え

ら
れ
て
き
た
わ
が
国
の
仏
教
は
、
と
言
え
ば

「ま

っ
た
く
中
国
の
仏
教
に
限
ら

れ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
が
受
容
し
た
も

の
は
、
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
経
典
で

あ
り
、
中
国
化
せ
ら
れ
た
宗
派
で
あ
り
、
中
国
僧
に
よ
る
注
疏
で
あ

っ
て
、
そ

の
ほ
か
の
仏
教
は
わ
れ
わ
れ
の
先
人
の
ま

っ
た
く
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た

〔-)。」
そ
し
て
明
治
に
な

っ
て
初
め
て
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
た

「
「阿
含
経
」

(パ

ー
リ
五
部
と
漢
訳
の
四
つ
の
阿
含
経
を
あ
わ
せ
意
味
す
る
)
の
み
が
仏
教

の
根

本
聖
典
た
る
こ
と
を
主
張
し
得
る
も
の
と
な

っ
た
。
今
日
の
仏
教
研
究
に
お
い

て
は
、
ブ
ッ
ダ
の
教
法
を
そ
の
原
初
的
な
す
が
た
で
伝
え
る
経
典
と
し
て
、
学

問
的
吟
味
に
堪
え
る
も
の
は
、
こ
の
経
群
を
措

い
て
他
に
ま

っ
た
く
存
し
な

い

の
で
あ
る
。
か
つ
て
ブ
ッ
ダ
は
、
.何
を
説

い
た
か
、

い
か
に
語

っ
た
か
。
そ
の

こ
と
を
あ
り
し
が
ま
ま
に
知
り
た

い
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
人
は
こ
の
経
に
赴
く

よ
り
他
は
な
い
の
で
あ
る

〔、)。
」
そ
こ
で
筆
者
も
、
こ
の
原
始
仏
教
、

つ
ま
り

ブ
ッ
ダ
の
人
と
思
想
の
真
相
を
最
も
よ
く
伝
え
る
と
い
う

「阿
含
経
」
を
中
心

と
し
て
、
仏
教
の
中
の
動
物
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

(
二
)

仏
教

に
み
る

「
不
殺
生
戒
」

旧
約
聖
書
に
は
、
有
名
な

「モ
ー
ゼ
の
十
戒
」
な
る
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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、

い
わ

ば

、

神

が

人

間

に

下

し
た

、
人

間
が

守

ら
ね

ば

な

ら

ぬ
命

令

で
あ

る

。

ニ

カ
所

.、
一
に
出

て
く

る
が

、

そ

の
六
番

目
が

「
汝

殺

す

な

か

れ
」

で
あ

る
。

こ
れ

は

、

日
本

語

で
は

不

明

で
あ

る
が

、

英

訳

で

は

.く
o
⊆

ω
9

=

p
g

o
o
ヨ
ヨ

謬

ヨ
霞

住
Φ
罫
-.
、
独

訳

で
は

.U
⊆
ω
o
一一馨

三
〇
窪

B
o
a
Φ
P
一.
、

仏
訳

で
は

.↓
⊆
づ
Φ

o
o
ヨ
目
Φ
耳
簽

ω
冨

ω
号

ヨ
①
⊆
洋
門
Φ
・.噌
と

な

っ
て

い
る
。

つ
ま

り
、

「殺

害

」

あ

る

い
は

「
殺
す

」

と

い
う

言

葉

に
、

人

に
も

動

物

に
も
使

え

る

.貯
農

語

.
や

.
け♀

什
Φ
⇒
.噌、

.ゴ
σ
四
簿

o
oQ
Φ
.
と

い
う

単

語

を

使

っ

て

い
な

い

Q

.8

霞

島
Φ
㌦

も

.B
o
a

Φ
⇒
一.、

.B
Φ
ξ

q
Φ
.
も

共

に

専

ら

人
間

に

つ
い

て
使

わ
れ

る

言
葉

で
あ

る

.、

.。

「
ウ

パ

ニ
シ

ャ

ッ
ド
」

の
哲

学

に
傾

倒

し
た

シ

ョ
ー

ペ
ン

ハ
ウ

ア
ー
は

、

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

の
幾

つ
か

の
国

語

に
見

ら

れ

る
単

語

の
、

人

と

動

物

に
対

す

る

使

い

分

け
を

指
摘

し

、

人

間

の
動

物

に
対

す

る

差

別

意

識

を

痛

烈

に
批

判

し

て

い
た

が

。。.、

こ

こ

で
も

そ

れ
が

歴

然

と

し

て

い
る

。

即

ち

こ

の

「
十

戒

」

の
六
番

目

の

「
殺

す
」

は

、

「
人

を
殺

す
」

と

い
う

意

味

に
他

な

ら

な

い
。

そ
れ

に
は

人
間

以

外

の
動

物

は
含

ま

れ

て

い
な

い
。

人

間
以

外

の
生
き

物

に

は

一
切
触

れ

て

い

な

い

の

で
あ

る
。

折

り

に
触

れ

て

生
け

贄

を

要
求

す

る
神

で
あ

る
。

「
(人

間

以

外

の
)

生

き

物

を

殺

す

な

か

れ
」

な

ど

と

言
う

は
ず

も

な

い
。

そ
れ

ど

こ

ろ
か

、

あ

る
論

者

に
よ

れ

ば

、

『旧

約

聖

書
』

に
書

か
れ

る
多

く

の
殺

人

記

録
、

こ

の
殺

人

に

エ
ホ

バ

の
神

は

力

を

貸

し

、

モ
ー

ゼ

も

ま

た

殺

人

の
実

行

者

で
あ

っ
た

こ

と

を

考

え

れ
ば

、

こ

の

「
殺

す

な

か

れ

」

の
意

味

は

、

イ

ス

ラ

エ

ル

の
同
邦

人

を

殺

し

て
は

い
け

な

い
と

い
う
意

味

か

、

あ

る

い
は

、

エ
ホ

バ

の
神

の
許

し
な

く

し

て
殺

し

て
は

な

ら

な

い
と

い
う

意
味

で
は

な

い
か
、

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

さ

ら

に
、

エ
ホ

バ

の
神

は
、

そ

の
意

志

に
従

わ

な

い
も

の
に

、

し
ば

し

ば

、

あ

ま

り

に

も

し

ば

し

ば

死

を

与

え

、

そ
れ

は

キ

リ

ス

ト
教

に
な

っ
て
も

た

い
し

て

変
わ

っ
て
い
な
い
、
と
さ
れ
、
最
後
の
審
判
に
お

い
て
は
、
モ
ー
ゼ
の
神
は
イ

エ
ス
ら
し
い
人
物
を

つ
か
わ
し
、
何
人
殺
せ
ば
気
が
休
ま
る
と

い
う
の
か
、
と

問
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「殺
人
を
肯
定
す
る
思
想
」
(
1ー
キ
リ
ス
ト
教
)
と

「そ
れ
を
否
定
す
る
思
想
」

(11
仏
教
)
と
、
ど
ち
ら
が
理
性
的
か
、
と
ま
で
言

わ
れ
て
い
る

亘
。

と
こ
ろ
で
、
「モ
ー
ゼ
の
十
戒
」
に
対
し
て
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
、
仏
教

の

「
五
戒
」

(b
彗
$
21
『
)
で
あ
る
。
「五
戒
」
と
は
、
原
始
仏
教
時
代
に
す
で

に
成
立
し
て
い
た
在
俗
信
者
が
終
身
守
る
こ
と
を
誓
う
五
つ
の
戒

(習
慣
)
で
、

不
殺
生
、
不
偸
盗
、
不
邪
淫
、
不
妄
語
、
不
飲
酒
の
五
項
か
ら
な
る
。

つ
ま
り
、

仏
教
で
は
信
者
の
守
る
べ
巻
戒
律
の
第

一
番
目
が

「不
殺
生
戒
」

(8
仁
理
首
鉾
倒

℃
鋤
¢
≦
蠢
8

プ
o
巳

な
の
で
あ
る
。
「仏
陀
は
不
殺
生
戒
を
以

っ
て
在
家
出
家
に

通
ず
る
大
戒
と
し
た

(.、じ

か
ら
、
勿
論
、
出
家
者
も
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
戒
律

で
あ
る
。
「
モ
ー
ゼ
の
十
戒
」
の

「汝
殺
す
な
か
れ
」

■に
相
当
す
る
が
、
し
か
し

こ
れ
は
人
間
の
み
な
ら
ず

「
一
切
衆
生
」
、
つ
ま
り

一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も

の
を
殺
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
い
や
、
世
を
捨
て
山

野
で
修
行
す
る
出
家
者
に
と

っ
て
は
、
む
し
ろ
人
間
以
外
の
も
の
の
方
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
、
と
言

っ
て
も
良
い
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

「不
殺

生
戒
」
が
五
戒
の
第

一
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
見

て
も
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
の
殺
害
を
避
け
る
こ
と
、
実
行
可
能
か
ど
う
か
は

別
問
題
と
し
て
、
そ
れ
が
仏
教
に
と

っ
て
い
か
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
仏
教
が
、
普
段
は

「不
殺
生
を
貴
び
な
が
ら
も
、
祭
式
に
あ

た

っ
て
は
、
無
辜
の
獣
類
を
無
数
に
殺
し
て
顧
み
ぬ

〔、〉」
バ
ラ
モ
ン
教
や
、
当

時
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
土
着
の
血
生
臭
さ
い
動
物
犠
牲
の
祭
祀
を
批
判
し
て
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生
ま
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
「阿
含
経
」

の
ひ
と
つ

『相
応
部
経
典
』
に
も
、
釈
尊
が
動
物
供
犠
を

「利
益
が
な
い
」
と

評
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

コ
ー
サ

ラ
国
の
パ
セ
ー
ナ
デ
ィ
大
王
が
五
百
の
牡

牛
、
五
百
の
牡
犢
、
五
百
の
山
羊
、

五
百
の
羊
を
柱
に
縛
り

つ
け
て
供
犠

の
準

備
を
し
て
い
る
の
を
聞

い
た
釈
尊
は
、
次
の
よ
う
な
偈
を
詠
じ
た
と
い
う
。

「献
馬
祭

(馬
を
殺
し
て
神
に
献
ず
る
祭
)
に
、
献
人
祭

(人
身
御
供
を

献
ず
る
祭
)
/
棒
擲
げ
祭

(棒

を
な
げ
る
祭
、
詳
細
は
不
明
)
に
、
ソ
ー

マ
祭

(ソ
ー
マ
酒
を
飲
む
祭

)
/
さ
て
は
無
遮
会

(
一
切
の
も
の
を
施
す

祭
)
と
く
さ
ぐ
さ
の
/
供
犠
は
あ
れ
ど
も
利
益
は
な

い
/
山
羊
だ
、
羊
だ
、

ま
た
牛
と
/
た
だ
殺
戮
を
こ
と

と
し
て
/
犠
牲
を
そ
な
え
る
祭
に
は
/
正

道
を
ゆ
く
大
聖
は
ゆ
か
な

い
/
山
羊
も
、
羊
も
、
ま
た
牛
も
/
殺
さ
る
る

こ
と
あ
ら
ず
し
て
/

つ
ね
に
行
な
う
供
犠
に
こ
そ
/
正
道
を
ゆ
く
大
聖
は

ゆ
け
/
か
か
る
供
犠
に
は
大

果
あ
り
/
そ
の
司
祭
者
も
め
ぐ
ま
れ
て
/
こ

れ
ぞ
す
ぐ
れ
た
供
犠
な
れ
と
/
諸
天
も
賞
讃
す
る
な
ら
ん

〔9)」

あ
る
い
は
、
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

の
三
〇
八
～
一三

三
に
は
、

そ
こ
で
戦
車
兵
の
主
で
あ
る
王
は
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
に
勧
め
ら
れ
て
、
幾

百
千
の
多
く
の
牛
を
犠
牲
の
た
め
に
屠
ら
せ
た
。
/
牛
は
、
脚
を
以
て
も
、

角
を
以
て
も
、
何
に
よ

っ
て
も
決
し
て

(他
の
も
の
を
)
害
う
こ
と
が
な

く
て
、
羊
に
等
し
く
柔
和
で
、
瓶
を
み
た
す
ほ
ど
乳
を
搾
ら
せ
て
く
れ
る
。

し
か
る
に
王
は
、
角
を
と
ら
え
て
、
刃
を
以
て
こ
れ
を
屠
ら
せ
た
。
/
刃

が
牛
に
落
ち
る
や
、
そ
の
と
き
神
々
と
祖
霊
と
帝
釈
天
と
阿
修
羅
と
羅
刹

た
ち
は
、
「不
法
な
こ
と
だ
1
直

と
叫
ん
だ
。
/
昔
は
、
欲
と
飢
え
と
老
い

と

い
う
三

つ
の
病

い
が
あ

っ
た
だ
け
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
諸
々
の
家

畜
を
祀
り
の
た
め
に
殺
し
た
の
で
、
九
十
八
種

の
病
い
が
起

っ
た
。
/
こ

の
よ
う
に

(殺
害
の
)
武
器
を
不
法
に
下
す
と
い
う
こ
と
は
、
昔
か
ら
行

わ
れ
て
、
今
に
伝
わ

っ
た
と

い
う
。
何
ら
害
の
な
い

(牛
が
)
殺
さ
れ
る
。

祭
祀
を
行
う
人
は
理
法
に
背
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
/
こ
の
よ
う
に
昔
か

ら
の
こ
の
つ
ま
ら
ぬ
習
俗
は
、
識
者
の
非
難
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
見
る
ご
と
に
、
祭
祀
実
行
者
を
非
難
す
る

〔、
.。

と
あ
る
。
ま
た
、
『業
の
分
類
』
と
い
う
経
説
に
よ
れ
ば
、
殺
生
を
し
た
り
、
殺

生
を
喜
ん
だ
り
、
讃
嘆
す
れ
ば
、
短
命
に
な
る
し
、
逆
に
、
殺
生
を
止
め
る
、

殺
生
を
止
め
る
の
を
称
賛
す
る
、
ま
た
殺
生
を
止
め
る
よ
う
に
促
す
、
そ
の
行

為
を
称
賛
す
る
、
人
間
や
家
畜
や
豚
や
鶏
な
ど
が
殺
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
に
、

そ
れ
ら
を
解
き
放
し
て
や
る
と
、
長
寿
に
な
る
と

い
う

〔、
)。

で
は
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
釈
迦
は
、
人
間
は
生
き
も
の
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
態
度
を
と
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「仏
教
の
多
数
の
諸
聖
典

の
が
ち
で
も
、
最
も
古
い
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
人
物
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ

・

ブ

ッ
ダ

(釈
尊
)
の
こ
と
ば
に
最
も
近

い
詩
句
を
集
成
し
た

(聡
)」
『
ス
ッ
タ
ニ

パ
ー
タ
』
に
沿

っ
て
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

求
道
者
の
理
想
的
な
生
活
態
度
を

「犀
の
角
」
に
た
と
え
て
説
い
て
い
る
同

名
の
タ
イ
ト
ル
の
節
の
初
め

(三
五
)
に
は
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。

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
、
[…
…
]
犀
の
角
の
よ
う
に
た

だ
独
り
歩
め

蓼
。

あ
る
い
は
、
「賎
し
い
人
」
と
い
う
節
で
は
、
人
は
生
れ
に
よ

っ
て
賎
し
い
人
と

な
る
の
で
は
な
く
、
行
為
に
よ

っ
て
賎
し
い
人
に
な
る
の
だ
、
と
説
い
て
、
「賎

60



し
い
人
」

の
様
々
な
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
二
番
目
に

(
=

七
)

「生
き
も
の
を
害
し
、
生
き
も
の
に
対
す
る
あ
わ
れ
み
の
な
い
人
」
を
挙
げ
て
い

る
。

一
度
生
ま
れ
る
も
の
で
も
、
二
度
生
ま
れ
る
も
の
で
も
、
こ
の
世
で
生
き

も

の
を
害
し
、
生
き
も
の
に
対
す
る
あ
わ
れ
み
の
な
い
人
、
ー

彼
を
賎

し
い
人
で
あ
る
と
知
れ

蕈
。

ま
た
、
「慈
し
み
」
と
題
す
る
節
は
、
南
方
仏
教
で
は
特
に
重
要
視
さ
れ
、
他
の

経
典

『ク
ッ
ダ
カ

・
パ
ー
タ
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

套
。
少
し
長

い

が
、
全
節

(
一
四
三
～

一
五
二
)
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

究
極
の
理
想
に
通
じ
た
人
が
、
こ
の
平
安
の
境
地
に
達
し
て
な
す
べ
き
こ

と
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
能
力
あ
り
、
直
く
、
正
し
く
、
こ
と
ば
や

さ
し
く
、
柔
和

で
、
思

い
上

が
る
こ
と
の
な

い
者

で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
/
足
る
こ
と
を
知
り
、
わ
ず
か
の
食
物
で
暮
し
、
雑
務
少
く
、
生
活

も
ま
た
簡
素
で
あ
り
、
諸
々
の
感
官
が
静
ま
り
、
聡
明
で
、
高
ぶ
る
こ
と

な
く
、
諸
々
の

(ひ
と
の
)
家

で
貪
る
こ
と
が
な

い
。
/
他
の
識
者
の
非

難
を
受
け
る
よ
う
な
下
劣
な
行

い
を
、
決
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
。

}
切

の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
幸
福
で
あ
れ
、
安
穏
で
あ
れ
、
安
楽
で
あ

れ
。
/
い
か
な
る
生
物
生
類
で
あ

っ
て
も
、
怯
え
て
い
る
も
の
で
も
強
剛

な
も

の
で
も
、
悉
く
、
長
い
も

の
で
も
、
大
き
な
も
の
で
も
、
中
く
ら
い

の
も
の
で
も
、
短

い
も
の
で
も
、
微
細
な
も
の
で
も
、
粗
大
な
も
の
で

も
、
/
目
に
見
え
る
も
の
で
も
、
見
え
な
い
も
の
で
も
、
遠
く
に
住
む
も

の
で
も
、
近
く
に
住
む
も
の
で
も
、
す
で
に
生
ま
れ
た
も
の
で
も
、
こ
れ

か
ら
生
ま
れ
よ
う
と
欲
す
る
も

の
で
も
、

一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の

は
、
幸
せ
で
あ
れ
。
/
何
び
と
も
他
人
を
欺

い
て
は
な
ら
な

い
。
た
と

い

ど
こ
に
あ

っ
て
も
他
人
を
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
。
悩
ま
そ
う
と
し
て
怒

り
の
想

い
を

い
だ

い
て
互
い
に
他
人
に
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
を
望
ん
で
は

な
ら
な
い
。
/
あ
た
か
も
、
母
が
己
が
独
り
子
を
命
を
賭
け
て
護
る
よ
う

に
、
そ
の
よ
う
に

一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
ど
も
に
対
し
て
も
、
無

量
の

(慈
し
み
の
)
こ
こ
ろ
を
起
こ
す
べ
し
。
/
ま
た
全
世
界
に
対
し
て

無
量
の
慈
し
み
の
意
を
起
す
べ
し
。
上
に
、
下
に
、
ま
た
横
に
、
傷
害
な

く
怨
み
な
く
敵
意
な
き

(慈
し
み
を
行
う
べ
し
)。
/
立
ち
つ
つ
も
、
歩
み

つ
つ
も
、
坐
し

つ
つ
も
、
臥
し
つ
つ
も
、
眠
ら
な
い
で
い
る
限
り
は
、
こ

の

(慈
し
み
の
)
心
づ
か
い
を
し

っ
か
り
と
た
も
て
。
こ
の
世
で
は
、
こ

の
状
態
を
塁

高
な
境
地
と
呼
ぶ
。
/
諸
々
の
邪
ま
な
見
解
に
と
ら
わ
れ
ず
、

戒
を
保
ち
、
見
る
は
た
ら
き
を
具
え
て
、
諸
々
の
欲
望
に
関
す
る
貪
り
を

除
い
た
人
は
、
決
し
て
再
び
母
胎
に
宿
る
こ
と
が
な

い
で
あ
ろ
う

(博)。

こ
こ
に
は
道
を
究
め
、
平
安
の
境
地
に
達
し
た
人
の
あ
る
べ
き
姿
が
描
か
れ
て

い
る
が
、
大
き
な
も

の
で
あ
れ
、
目
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、

ま
だ
生
ま
れ
て
い
な

い
も
の
で
あ
れ
、

一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
幸
福
、

平
安
が
願
わ
れ
、
母
親
が
自
分
の
子
供
を
命
を
賭
け
て
守
る
よ
う
に
、
そ
の
よ

う
に

一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
対
し
て
も
無
量
の
慈
し
み
の
心
を
起
こ

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
眠

っ
て
い
る
時
以
外
は
、
こ

の
心
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
ま
で
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
章
か
ら
な
る

「
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
第

一
章
を
ざ

っ
と
見
た
だ
け
で
も
、

こ
の
よ
う
に
生
き
も
の
に
対
す
る
慈
し
み
の
心

の
大
切
さ
が
至
る
と
こ
ろ
で
説

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
で
枚
挙
に
暇
が
な
か
っ
た
惨
た
ら
し
い
動
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物
犠
牲
の
記
述
紅
引
き
替
え
、
仏
典

で
枚
挙
に
暇
が
な
い
の
が
、
生
き
も
の
を

殺
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
対
し
て
常
に
慈

し
み
の
心
を
保
て
、
と
い
う
教
え
な
の
で
あ
る
。
「不
殺
生
戒
」
は
生
物
の
殺
害

を
戒
め
る
言
葉
で
あ
る
が
、
仏
教
経
典
で
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
生
物
に
対
す
る
慈
悲
の
心
も
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

「不
殺
生
戒
」
で
い
う
殺
し
て
は
な
ら
な
い
生
き
も
の
と
は
、
既

に
述
べ
た
よ
う
に

一
切
衆
生
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
き
て
い
る

、も
の
の
こ
と
で

あ
る
。
従

っ
て
そ
れ
に
は
人
間
に
と

っ
て
危
険
な
生
物
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
大
は
虎
や
ラ
イ
オ
ン
と

い
っ
た
猛
獣
、
そ
し
て
毒
蛇
、
蠍
、
百
足
、

小
は
毒
蜘
蛛
、
蜂
や
蚊
、
蟻
に
至
る
ま
で
殺
さ
な
い
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
人
間
に
何
の
害
も
加
え
な
い
小
さ
な
生
物
を
何
の
情
も

な
し
に
殺
す
こ
と
は
冷
酷
だ
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
極
悪
非
道
な

人
間
を
殺
す
こ
と
と

一
匹
の
蟻
を
殺
す
こ
と
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
悪
い
こ
と
か

と

い
う
議
論
が
真
剣
に
な
さ
れ
て
い
る

(レ)。

で
は
仏
典
で
は
具
体
的
に
は
、
生
き
も
の
を
慈
し
み
、
傷
つ
け
た
り
殺
し
た

り
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
教
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
?
以
下
に
主
と
し
て
シ

ュ
ミ
ッ
ト

ハ
ウ
ゼ
ン
と

マ
イ
ト
ゥ
リ
ム
ル
テ

ィ
共
著
の

「仏
教
に
お
け
る
動
物
と
人
間
」
を
参
考
に
、
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
修
行
僧
に
対
し
て
は
、
原
始
仏
典
は
次
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
。
地

上
の
小
さ
な
生
き
も
の
を
踏
み
潰
さ
な
い
よ
う
に
、
木
の
履
き
物
は
履
い
て
は

な
ら
な
い
。
ま
た
雨
期
の
問
は
他
の
季
節
に
比
べ
て
地
上
に
小
さ
な
生
き
も
の

が
多

い
の
で
、
行
脚
托
鉢
の
た
め
に
歩
き
回

っ
て
そ
れ
ら
を
傷
つ
け
る
こ
と
が

な

い
よ
う
に
、
外
出
を
避
け
て

一
カ
所
に
こ
も

っ
て
集
団
生
活
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

(雨
安
居

・
夏
安
居
)
。
ま
た
、
水
は
飲
む
前
、
捨
て
る
前
に
は
、
そ

の
中
に
小
さ
な
生
き
も
の
が
い
な

い
か
よ
く
確
か
め
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て

場
合
に
よ

っ
て
は
濾
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
、
僧
侶
は
遊
行
す
る

際
に
必
ず
濾
過
す
る
た
め
の
布

(漉
水
嚢
)
を
持
参
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を

持

っ
て
い
な
い
僧
侶
は
、
こ
の
規
律
を
破
る
よ
り
、
喉
の
渇
き
で
死
ぬ
方
が
ま

し
だ
、
と
さ
え
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
露
地
燃
火
戒
、
壊
生
種
戒
、
掘
地
戒

と
言
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
と

い
う

へB)。
露
地
燃
火
戒
と
は
、
地
中
の
虫
を
殺
さ

な
い
よ
う
に
露
天
で
焚
火
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と

い
う
戒
め
で
あ
り
、
壊
生

種
戒
と
は
、
草
木
や
そ
れ
に
寄
生
し
て
い
る
虫
な
ど
を
傷

つ
け
な
い
よ
う
に
、

草
原
な
ど
を
歩
く
時
は
払
子
で
虫
を
は
ら
い
、
杖
で
路
上
に
延
び
た
草
を
よ
け

て
歩
く
べ
き
だ
、
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
掘
地
戒
と

い
う
の
は
、
地
中
の
生
物

を
殺
さ
な
い
よ
う
に
地
面
を
掘

っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
戒
め
で
あ
る
。
ジ

ャ
イ
ナ
教
と
違

っ
て
、
仏
教
で
は
蚊
や
虻
に
対
し
て
は
、
衣
服
や
蚊
帳
で
防
備

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
し
、
あ
る
い
は
、
建
築
上
の
工
夫
や
家
具

・
調
度

品
で
彼
等

の
侵
入
を
防
ぐ
こ
と
も
勧
め
ら
れ
て
い
る
が
、
僧
侶
た
る
も
の
は
そ

れ
ら
に
忍
耐
強
く
耐
え
ね
ば
な
ち
な
い
。
そ
し
て
、
も

っ
と
大
き
な
危
険
な
動

物
に
対
し
て
は
、
精
神
的
な
修
行
の
完
成
の
域
に
達
し
て
い
る
者
な
ら
、
い
か

な
る
恐
怖
心
も
起
こ
ら
な

い
は
ず
だ
し
、
修
行
途
上
の
者
に
と

っ
て
は
、
そ
の

よ
う
な
動
物
は
精
神
的
修
行
の
強
化

へ
の
刺
激
に
な
る
。
『ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

の
九
六
四
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「し
っ
か
り
と
気
を
つ
け
分
限
を
守

る
聡
明
な
修
行
者
は
、
五
種
の
恐
怖
に
お
じ
け
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
襲

い
か
か
る
虻
と
蚊
と
爬
虫
類
と
四
足
獣
と
人
間

(盗
賊
な
ど
)
に
触
れ
る
こ
と

で
あ
る
〔.
)。」
ま
た
、
『相
応
部
経
典
』
に
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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「さ
ま
よ

い
歩
く

[猛
獣
]
が
多
く
、
恐
ろ
し
い
も
の
が
多
く
、
ま
た
蚊
虻
や
蛇

が
多

い
が
、
空
屋
に
い
る
偉
大
な
聖
者
は
、
そ
こ
で

一
本
の
毛
髪
さ
え
も
動
か

さ
な
い

宀,。
,。」
ま
た
そ
れ
ら
の
動
物

に
は
こ
ち
ら
か
ら
優
し
い
心
を
向
け
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
・彼
等
を
穏
や
か
な
気
持
に
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る

し
、
三
宝
、
つ
ま
り
ブ

ッ
ダ
や
ブ

ッ
ダ
の
教
え
、
ま
た
教
団
の
こ
と
を
思
い
浮

か
べ
れ
ば
恐
怖
心
か
ら
解
放
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
、
と
も
説
く
。
更
に
、
あ
ら

ゆ
る
生
け
る
も
の
に
対
し
て
憐
れ
み

の
心
を
抱
く
ば
か
り
で
な
く
、
罠
に
か
か

っ
た
魚
や
動
物
を
助
け
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
心
の
浄
化
に
非
常
に
役
立

つ
こ

と
で
あ
り
、
ま
た
、
た
と
え
犬
や
鳥

の
よ
う
な
軽
蔑
さ
れ
る
動
物
で
も
、
動
物

に
餌
を
や
る
こ
と
は
功
徳
に
な
る
し
、
池
の
魚

の
餌
に
な
る
よ
う
に
、
食
べ
残

し
の
皿
を
池
で
洗
う
こ
と
も
功
徳
に
な
る
。
更
に
大
乗
仏
教
の
教
典
で
は
、
菩

薩

.皿

.は
自
分
の
食
べ
物
の
四
分
の

一
を
犬
や
烏
や
そ
の
他
の
飢
え
た
動
物
に
分

け
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
捕
ら
え
ら
れ
た
動
物
を
解
放
し
、
殺
さ
れ
る
運
命

に
あ
る
動
物
は
、
ど
ん
な
手
段
を
使

っ
て
も
救
う
努
力
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

自
然
条
件
に
よ

っ
て
干
上
が

っ
た
川

の
魚
を
救
助
し
て
や
る
こ
と
も
模
範
的
行

為
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
菩
薩
た
る
も
の
、
冒
頭
に
記
し
た

「捨

身
飼
虎
」
の
物
語
の
よ
う
に
、
自
分
の
体
あ
る
い
は
そ
の

一
部
を
動
物
の
餌
に

差
し
出
す
用
意
さ
え

で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
教
え
て
い
る
。

一
方
、
在
俗
信
者
に
対
し
て
は
原
始
仏
典
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
と

い

う
。
職
業
と
い
う
点
か
ら
見
て
み
る
と
、
敬
虔
な
仏
教
徒
の
商
人
は
武
器
、
生

物
、
肉
、
毒
の
取
り
引
き
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
ま
た
兵
士
と
い
う
仕
事
は
当

然

「
不
殺
生
戒
」
と
両
立
し
難
い
し
、
猟
師
、
漁
師
の
仕
事
も
そ
れ
と
相
容
れ

る
も

の
で
は
な

い
。
あ
る
経
典
で
は
、
難
行
苦
行
で
自
己
を
苦
し
め
る
者
や
、

犠
牲
獣
を
捧
げ
る
ヴ

ェ
ー
ダ
の
儀
式
の
執
行
者
と
並
ん
で
、
鳥
刺
し
、
猟
師
や

漁
師
が

「他
者
を
苦
し
め
る
者
」
と
し
て
、
仏
道
修
行
者
と
対
置
さ
れ
て
い
る

「詑
〉。
そ
れ
以
外
に
も
王
侯
貴
族
は
娯
楽
や
武
術
訓
練
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
狩

猟
を
行

っ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た

「不
殺
生
戒
」
と
は
調
和
し
な
い
。
国
王
に
は

(四
足
の
)
野
生
動
物
と
鳥
の
保
護
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
も
い
る
。
そ
こ
で
ア
シ

ョ
ー
カ
王
の
よ
う
に
狩
猟
を
断
念
す
る
王
も
あ

っ
た
。
そ
の
上
、
彼
は
勅
令
を

出
し
、
思
い
切

っ
た
動
物
殺
害
制
限
を
発
表
し
、
将
来
は
完
全
に
禁
止
す
る
と

予
告
し
、
人
間
と
動
物
の
た
め
の
施
療
院
や
井
泉
を
建
設
し
、
薬
用
植
物
、
樹

木
を
植

え
さ
せ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
現
実
問
題
と
し
て
生
け
る
も
の
を
殺
す
意
図
が
な
く
て
も
、
人
間
が

生
き
て
い
く
上
で
不
可
欠
の
農
業
で
は
、
地
を
這
う
も
の
、
あ
る
い
は
地
中
に

生
き
る
も
の
を
殺
傷
し
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
し
、
収
穫
物
を
食

い

荒
ら
す
害
虫
の
問
題
も
生
じ
る
。
あ
る
い
は
肉
食

の
問
題
も
起
こ

っ
て
く
る
。

食
肉
と
い
う
の
は

一
般
に
殺
さ
れ
た
動
物
に
よ

っ
て
供
給
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

他

の
生
け
る
も
の
が
生
き
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
と
同
様
に
、
人
間
も
ま
た
生

き
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
農
業
で
あ
れ
何
で
あ
れ

一
切
衆
生
の
殺
傷
を
完
全

に
回
避
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
仏
教
で
は
、
ジ
ャ
イ

ナ
教
の
よ
う
に

「余
り
に
厳
格
に
実
行
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
極
、
遂
に
徒
ら

に
身
を
苦
し
め
る
」
こ
と
を
避
け
、
あ
く
ま
で
中
道
的
態
度

參

を
保
ち
、
時
と

共
に
殺
迷
れ
た
動
物
の
霊
を
弔
う
慰
霊
祭
の
よ
う
な
も
の
が
生
れ
、
ま
た
害
虫
、

害
獣
を
追

い
払
う
儀
式
、
呪
文
も
発
達
し
た
し
、
教
団

へ
の
寄
進
に
よ

っ
て
破

戒
行
為
が
相
殺
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
肉
食
に
関
し
て
は
、
原
始
仏
典
で
は

そ
の
動
物
が
自
分
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
殺
さ
れ
た
の
だ
、
と

い
う
こ
と
を
見
た
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り
聞

い
た
り
し
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
危
惧
が
な
い
場
合
に
は
、
僧
侶
で

さ
え
肉
を
食

べ
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
い
わ
ゆ
る

「不
殺
生
日
」

が
設
け
ら
れ
、
普
段
は
実
行
不
可
能

な
理
想
が
少
な
く
と
も
こ
の
日
に
は

一
時

的
に
実
現
さ
れ
、
人

々
に
戒
律
を
改

め
て
思
い
起
こ
さ
せ
た
。
と

い
う
こ
と
は

つ
ま
り
、
仏
教
で
は
戒
律
は
破
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
に
な

っ
て
い
る
と
さ
え
言

え
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
仏
教
の
教
理
で
は
罰
は
説
か
れ
ず
、
仏
教
教
団
で
も
力

を
以
て
す
る
刑
罰
は
行
わ
な
い
多
。

と
も
あ
れ
、
仏
教
で
は
生
き
も
の
を
大
切
に
す
べ
く
様
々
な
教
え
が
説
か
れ

て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
重
要
視
さ
れ
る
、
生
け
る
も
の
に
対
す
る

慈
し
み
の
心
は
、

一
体
ど
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
?

イ
ン
ド
に
は

「ヴ

ェ
ー
ダ
」
と
呼
ば
れ
る
釈
迦
生
誕
以
前
の
、
イ
ン
ド
最
古

の
聖
典
群
が
あ
る
が
、
そ
の
後
期

ヴ

ェ
ー
ダ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
生
き
も
の
、

特
に
人
間
が
傷

つ
け
、
あ
る
い
は
殺

し
、
そ
し
て
食
べ
る
動
物
が
、
そ
れ
に
対

し
て
人
間
に
復
讐
す
る
、
場
合
に
よ

っ
て
は
人
間
が
こ
の
世
で
そ
れ
ら
の
動
物

に
な
し
た
の
と
全
く
同
じ
こ
と
を
あ

の
世
で
人
間
に
仕
返
し
す
る
、
と

い
う
記

述
が
無
数
に
見

い
出
さ
れ
、
こ
れ
を

信
じ
る
人
々
は
、
ま
ず
復
讐
さ
れ
る
原
因

を
つ
く
ら
な

い
、
つ
ま
り
ど
ん
な
生
き
も
の
も
殺
さ
な
い

N三
ヨ
ωp
(ア
ヒ
ン
サ

ー
)
、
と
い
う
こ
と
を
生
活
態
度
の
重
要
な
モ
ッ
ト
ー
に
し
た
と
い
う
。
ま
た
、

ジ
ャ
イ
ナ
教
は
、
生
き
も

の
を
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
り
し
な
い
と

い
う
生
活
態

度
を
救
済
の
要
素
と
し
、
こ
れ
を
守

れ
ば
幸
せ
な
来
世
を
、
こ
れ
を
犯
せ
ば
不

幸
な
来
世
を
約
束
し
た
と

い
う
。
こ
う
し
た

「因
果
応
報
」
の
思
想
を
仏
教
も

確
か
に
引
き
継

い
で
い
る
。
そ
し
て
自
分
の
幸
福
な
来
世
を
願

っ
て
、
生
け
る

も
の
を
大
切
に
し
よ
う
と

い
う
思
想

が
生
ま
れ
た
、
と
考
え
る
の
は
ご
く
自
然

の
こ
と
で
あ
る
。
更
に
仏
教
に
は
、
後
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に

「輪
廻
転
生
」

と
い
う
思
想
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
身
の
回
り
の
生
け
る
も
の
す
べ
て
は

前
世
で
血
が
つ
な
が
っ
て
い
た
と

い
う
可
能
性
を
否
定
で
き
な
く
な
る
。
『相
応

部
経
典
』
か
ら
釈
迦
の
言
葉
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「比
丘
等
よ
、
輪
廻
は
無
始
に
し
て
、
衆
生
の
、
無
明
に
覆
は
れ
、
渇
愛
に

縛
せ
ら
れ
て
、
流
轉
し
、
輪
廻
せ
し
本
際
は
、
知
ら
る

・
こ
と
な
し
。
/

比
丘
等
よ
、
こ
れ
ら
の
長
時
に
、
嘗
て
母
た
ら
ざ
り
し
衆
生
を
見
出
す
こ

と
難
し
。
[…
/
…
]
嘗
て
父
た
ら
ざ
り
し
衆
生
を
見
出
す
こ
と
難
し
。

[…
/
…
]
嘗
て
兄
弟
た
ら
ざ
り
し
衆
生
を
見
出
す
こ
と
難
し
。
鬥…
/
…
]

嘗
て
姉
妹
た
ら
ざ
り
し
衆
生
を
見
出
す
こ
と
難
し
。
[…
/
…
]
嘗
て
子
た

ら
ざ
り
し
衆
生
を
見
出
す
こ
と
難
し
。
[…
/
…
]
嘗
て
娘
た
ら
ざ
り
し
衆

生
を
見
出
す
こ
と
難
し
。
/
所
以
は
何
ぞ
や
。
比
丘
等
よ
、
輪
廻
は
無
始

に
し
て
、
衆
生
の
、
無
明
に
覆
は
れ
、
渇
愛
に
縛
せ
ら
れ
て
、
流
轉
し
輪

廻
せ
し
本
際
は
、
知
ら
れ
ざ
れ
ば
な
り

多
。

従

っ
て
そ
こ
か
ら
も
、
ど
の
生
け
る
も
の
に
対
し
て
も
慈
し
み
の
心
を
持
た
ね

ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
考
え
が
生
ま
れ
る
訳
で
あ
る
。
我
が
国
最
古
の
仏
教
説
話

集

『日
本
現
報
善
悪
霊
異
記
』
に
も
同
じ
よ
う
な
思
想
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

現
報
甚
だ
近
し
。
因
果
を
信
く
べ
し
。
畜
生
に
見
ゆ
と

い
へ
ど
も
、
我
が

過
去
の
父
母
な
り
。
六
道
四
生
は
わ
が
生
れ
む
家
な
り
。
そ
ゑ
に
、
慈
悲

な
く
は
あ
る
べ
か
ら
ず

(翆
。

し
か
し
、
仏
教
が
生
き
も
の
へ
の
慈
し
み
を
説
く
の
は
、
こ
う
し
た

「因
果
応

報
」
や

「輪
廻
転
生
」
の
思
想
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。
「他
者

へ
の
思
い
や
り
」

の
思
想
も
重
要
な
柱
と
な

っ
て
い
る
。
他
者
の
身
に
な

っ
て
考
え
、
自
分
が
し
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て
ほ
し
い
よ
う
に
他
者
も
扱
お
う
、
と

い
う
思
想
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『相
応
部

経
典
』
に
は
、

居
士
等
よ
、
此
處
に
聖
弟
子
は
是
の
如
く
思
擇
す
、
「我
は
生
を
欲
し
死
を

欲
せ
ず
楽
を
欲
し
苦
を
厭
ふ
。
我
、
生
を
欲
し
死
を
欲
せ
ず
楽
を
欲
し
苦

を
厭
ふ
に
、
若
し
我
命
を
奪
ふ
者
あ
ら
ば
我
可
愛
可
意
に
あ
ら
じ
。
他
も

生
を
欲
し
死
を
欲
せ
ず
楽
を
欲
し
苦
を
厭
ふ
に
、
若
し
我
、
そ
の
命
を
奪

は
ば
可
愛
可
意
に
あ
ら
じ
。
我

に
於

て
不
可
愛
不
可
意
の
法
は
他
に
於
て

も
不
可
愛
不
可
意
の
法
な
り
。

我
に
於
て
不
可
愛
不
可
意
の
法
を
我
、
云

何
ぞ
他
に
加

へ
ん
や
」
と
。
是

の
如
く
思
擇
し
て
自
ら
殺
生
を
離
し
、
他

に
勸
め
て
殺
生
を
離
せ
し
め
、
殺
生
の
離
を
讃
歎
す
。
是
の
如
き
は
身
行

に
し
て
邊
際
清
浄
な
り

藪
。

と
あ
る
。
あ
る
い
は

『ダ
ン
マ
パ
ダ
』
の

一
二
九
～

=
二
〇
に
は
、

す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
、
す
べ
て
の
者
は
死
を
お
そ
れ
る
。
己
が

身
を
ひ
き
く
ら
べ
て
、
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
。
/

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

〔29
)。

と
あ
り
、
『ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
の
七
〇
五
に
は
、

『か
れ
ら
も
わ
た
く
し
と
同
様
で
あ
り
、
わ
た
く
し
も
か
れ
ら
と
同
様
で
あ

る
』
と
思

っ
「て
、
わ
が
身
に
引
き
く
ら
べ
て
、
(生
き
も
の
を
)
殺
し
て
は

な
ら
ぬ
。
ま
た
他
人
を
し
て
殺
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ

(3。
)。

と
あ
る
。
更
に
、
『ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
』
の
第
五
章
の

一
八
～

一
九
に
も
、

ど
の
方
向
に
心
で
さ
が
し
求
め
て
み
て
も
、
自
分
よ
り
も
さ
ら
に
愛
し
い

.
も
の
を
ど
こ
に
も
見
出
さ
な
か

っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
他
人
に
と

っ
て
も

そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
が
い
と
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
自
分
の
た
め
に

他
人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
/
す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
て
い
る
。

す
べ
て
の

(生
き
も
の
)
に
と

っ
て
生
命
が
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

蓼
。

と
あ
る
。
人
間
の
み
な
ら
ず
感
覚
能
力
を
も

っ
た
生
き
も
の
す
べ
て
は
、
ど
れ

も
同
じ
よ
う
に
暴
力
に
お
び
え
、
死
を
恐
れ
て
い
る
と
説
く
。
そ
こ
か
ら
先
に

引
用
し
た

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の

「慈
し
み
」
と

い
う
節
に
も
明
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
対
し
て
、
殺
す
こ
と
は
勿
論
、
傷

つ

け
た
り
、
苦
し
め
た
り
と

い
っ
た
残
酷
な
こ
と
、
さ
ら
に
は
敵
意
を
も

つ
こ
と

さ
え
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
思
想
が
生
ま
れ
て
く
る
。
ま
た
、

『中
部
経
典
』
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

[世
尊
曰
く
]
「ヂ
ー
ヴ

カ
、
或
は
如
來
に
供
せ
ん
為
、
或
は
如
來
の
弟
子

に
供
せ
ん
為
に
、
生
類
を
殺
す
者
は
、
彼
は
五
事
を
以
て
多
く
の
非
功
徳

を
生
ず
。
即
、
第

一
に
彼
は
次
の
如
く
言
ふ
、
『汝
等
行
き
て
か
の
生
物
を

牽
き
來
れ
』
と
。
此
の
初
事
を
以
て
多
く
の
非
功
徳
を
生
ず
。
か
く
て
次

に
か
の
生
物
は
頸
に
苦
痛
を
受
け

つ
・
牽
か
れ
來
り
、
苦
憂
を
受
く
。
此

の
第
二
事
を
以
て
多
く
の
非
功
徳
を
生
ず
。
次
に
又
彼
は
言
ふ
、
『汝
等
行

き
て
か
の
生
物
を
殺
害
せ
よ
』
と
。
此
の
第
三
事
を
以
て
多
く
の
非
功
徳

を
生
ず
。
次
に
か
の
生
物
は
殺
害
さ
れ
つ
・
、
苦
憂
を
受
く
。
此
の
第
四

事
を
以
て
多
く
の
非
功
徳
を
生
ず
。
次
に
彼
は
或
は
如
來
を
、
或
は
如
來

の
弟
子
を
不
當
に
蟯
害
す
。
此
の
第
五
事
を
以
て
多
く
の
非
功
徳
を
生
ず
。

ヂ
ー
ヴ

カ
、
如
來
に
供
せ
ん
為
、
或
は
如
來
の
弟
子
に
供
せ
ん
為
に
、
生
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類
を
殺
す
者
は
、
彼
は
此

の
五
事
を
以

て
多
く

の
非
功
徳
を
生
ず
」

と

蓼
。

生
物
殺
害
の
救

い
難
さ
は
、
殺
害
行
為

の
前
と
そ
の
最
中
に
そ
の
生
物
に
痛
み

や
苦
し
み
を
与
え
る
か
ら
だ
、
と
考
え
る
。

一
入
世
紀
末
に
ジ
ェ
レ
ミ

・
ベ
ン

サ
ム
は
、
動
物
に
も
人
間
と
同
じ
よ
う
に
苦
し
む
と
い
う
能
力
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
動
物
に
も
尊
重
さ
れ
、
保
護
さ
れ
、
守
ら
れ
る
権
利
を
認

め
、
こ
れ
を
保
護
す
る
義
務
が
人
間
に
あ
る
と
説

い
た

蓼
。
ベ
ン
サ
ム
や
シ
ン

ガ
ー
に
つ
い
て
は
ま
た
後
に
触
れ
ゐ
つ
も
り
だ
が
、
同
じ
こ
と
を
既
に
初
期
仏

教
経
典
は
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
今
見
て
き
た
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
と
対
照
的
な
仏
教
の

「生
き
と
し

生
け
る
も
の
」
を
慈
し
む
心
は
、
「
因
果
応
報
」
や

「輪
廻
転
生
」
の
思
想
、
あ

る

い
は

「他
者

へ
の
思

い
や
り
」

か
ら
生
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
う
ち

の

「因
果
応
報
」
や

「輪
廻
転
生
」

の
思
想
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
慈
し
む
心
は
、

自
分
が
来
世
で
復
讐
さ
れ
な

い
た

め
に
、
少
し
で
も
良

い
世
界
に
生
ま
れ
た
い

た
め
に
、
あ
る
い
は
生
け
る
も
の
は
す
べ
て
前
世
で
自
分
と
血
の
繋
が
り
が
あ

っ
た
か
も
知
れ
な

い
か
ら
、
と

い
う
思

い
か
ら
惹
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
い
わ
ば
自
己
中
心
的
な
考
え

か
ら
生
ま
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て

「他
者

へ
の
思

い
や
り
」
と

い
う
の
は
、
自
分
以
外
の
生
け
る
も
の
を

自
分
と
同
等
の
も
の
と
見
な
す
と

こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
人
間
も
他
の
生

け
る
も
の
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な

い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
て

く
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ち
な

み
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は

「愛
」
を
説
き
、
仏

教
は

「慈
悲
」
を
説
く
、
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
が
、
こ
の

「慈
」
の
原
語
は

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の

「
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
」
で
、
こ
の
言
葉
は

「ミ
ト
ラ
」

(友
)

と

い
う
語
か
ら
作
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た

「悲
」
と

い
う
の
は
、
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
の

「カ
ル
ナ
ー
」
で
、
「呻
き
」
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
。
そ
し
て
呻
き
苦

し
む
者
と

一
緒
に
な

っ
て
共
感
す
る
行
為
が

「悲
」
だ
と

い
う

蓼
。
と
す
る
と

仏
教
と

い
う
の
は
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
友
と
見
な
し
、
友

の

苦
し
み
に
共
感
す
る
宗
教
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

と
も
あ
れ
、
生
け
る
も
の
を

「友
」、

つ
ま
り
自
分
と
同
等
の
も
の
と
見
な
す

こ
の

「慈
し
み
の
心
」
は
、
生
け
る
も
の
を
自
分
よ
り

一
段
下
に
見
る

「憐
れ

み
の
心
」
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
人
間
と
動
物
の
問
に
明
確
な

一
線
を
画
す
る

キ
リ
ス
ト
教
と
比
較
し
て
、
仏
教
の
特
筆
す
べ
き
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。
イ
ン

ド
の
最
も
著
名
な
哲
学
者
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
は

『ブ
ラ
フ
マ

・
ス
…
ト
ラ

[に
対

す
る
]
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
釈
論
』
の
冒
頭
部
で
、
人
間
に
は
知
識
の
発
達
が
あ

っ

て
も
そ
の
言
動
は
家
畜
に
等
し
い
と
述
べ
、
人
間
と
動
物
の
行
動
に
本
質
的
な

差
は
な

い
と
し
て
い
る

(3,}。
中
村
元
に
よ
れ
ば
、
「イ
ン
ド
人
は
人
間
と
動
物

を
ふ
く
め
て

「生
け
る
も
の
」
と

い
う
概
念
を
た
て
る
。
[…
…
]
入
間
を
意
味

し
て
い
る
場
合
に
も
、
な
お

「人
間
」
と
い
う
語
を
用
い
な
い
で
、
「生
け
る
も

の
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
る
場
合
が
非
常
に
多
い
へ鑢
v」
と
い
う
。

と
も
あ
れ

「不
殺
生
戒
」
は
生
け
る
も
の
を
言
わ
ば
人
間
の
友
と
考
え
る
こ

と
か
ら
も
生
み
出
さ
れ
た
と
言
え
る
。
で
は
、
「業
」
や

「解
脱
」
と
共
に
仏
教

思
想
の
根
幹
を
な
す
、
極
め
て
重
要
な

「輪
廻
転
生
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て

は
、
生
け
る
も
の
、
動
物
と
人
間
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?
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(
三
)

輪

廻
転
生

の
思

想

仏
教
に
お
け
る
動
物
と
人
間
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
鍵
と
な
る
、
極
め
て

重
要
、
不
可
欠
な
思
想
が
、
ω
p
ヨ
ω
p
蕁

(サ

ン
サ
ー
ラ
)
の
思
想
で
あ
る
。

ω⇔ヨ
ω鋤
蕁

と
は
、
「生
命
を
有
す
る
も
の
が
生
死
を
く
り
か
え
す
こ
と
。
生
ま
れ

変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
て
と
ど
ま
る

こ
と
が
な

い
こ
と

書
」
で
、
「輪
廻
」
と

も
訳
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
生
あ
る
も

の
は
、
肉
体
は
死
ん
で
も
実
は
滅
び
る
こ

と
な
く
別
の
肉
体
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
車
輪
の
回
転
の
よ
う
に
と
ど
ま
る
こ
と

な
く
生
き
死
に
を
繰
り
返
す
、
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
従

っ
て
仏
教
で
は
、
す

べ
て
の
生
き
も
の
に
は

「来
世
」

の
み
な
ら
ず

「前
世
」

(過
去
世
)
が
あ
り
、

ま
た
そ
の

「来
世
」
も
キ
リ
ス
ト
教

の
よ
う
に
永
遠

の
世
界
で
は
な
く
、
有
限

な
の
で
あ
る
。

一
切
衆
生
は
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
て
無
数
の
世
を
輪

廻
転
生
す
る
と

い
う
。
『ダ
ン
マ
パ
ダ
』
(法
句
経
)
六
〇
で
は
、
「眠
れ
な

い
人

に
は
夜
は
長
く
、
疲
れ
た
人
に
は

一
里
の
道
は
遠

い
。
正
し
い
真
理
を
知
ら
な

い
愚
か
な
者
ど
も
に
は
、
生
死
の
道

の
り
は
長
い
藝
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
輪
廻
に
は
因
果
応
報
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と

い
う
。

つ
ま
り
、
前

世
の
行
為
の
善
悪
に
よ

っ
て
現
世
に
生
ま
れ
、
現
世
の
行
為
の
善
悪
に
よ

っ
て

来
世
が
決
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
際
限
な

い
生
死
の
繰
り
返
し
の
輪

か
ら
離
脱
し
て

(解
脱
)
、
「涅
槃
」

つ
ま
り
絶
対
の
安
ら
ぎ
の
境
地
に
到
達
す

る
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、

一
切
衆
生
が
輪
廻
す
る
三
界
六
道

(ま
た
は
五
道
)
と
は
ど
の
よ
う

な
世
界
な
の
か
見
て
み
よ
う
。
仏
教

で
は
輪
廻
の
世
界
を
最
も
上
か
ら
順
に
無

色
界
、
色
界
、
欲
界

の
三
つ
に
分
け
、
欲
.界
を
ま
た
上
か
ら
天
人
、
人
間
、
修

羅
ま
た
は
阿
修
羅
、
畜
生
、
餓
鬼
、
地
獄
の

「六
趣
」
ま
た
は

「六
道
」
に
分

け
た
。

(修
羅
を
地
獄
に
お
さ
め
る

「五
趣
」
あ
る
い
は

「
五
道
」
の
考
え
方
も

あ
る
。)
そ
し
て
、
天
人
、
人
間
、
(阿
)
修
羅
を

「三
善
道
」
と
呼
ぶ
の
に
対

し
て
、
畜
生
、
餓
鬼
、
地
獄
は

「三
悪
趣
」
ま
た
は

「三
悪
道
」
、
コ
ニ
途
」
と

呼
ば
れ
、
死
後
に
た
ど
る
苦
し
い
厭
う
べ
き
世
界
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な

「業
」
に
よ

っ
て
、
衆
生
は
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
再
生

す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
?

『業
の
分
類
』
と
い
う
経
説
の
中
か
ら
、
「畜
生
」

と

「人
間
」
に
再
生
す
る
と
い
う

「業
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
引
用
し
て
み
よ

う
。

[…
…
]
畜
生
の
胎
に
生
ま
れ
さ
せ
る
業
と
は
、
何
か
。
す
な
わ
ち
、
邪
悪

な
心
の
持
主
の
身

・
口

三
思
の
中
程
度
の
悪
事
。
貪

(貪
欲
)
を
ひ
き
お

こ
す
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
。
慎

(憎
悪
)
を
ひ
き
お
こ
す
種

々
さ
ま
ざ

ま
な
行
為
。
癡

(愚
癡
)
を
ひ
き
お
こ
す
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
。
両
親

お
よ
び
出
家
者
た
ち
に
不
適
当
な
贈
物
を
す
る
。
畜
生
の
胎
に
生
ま
れ
た

衆
生
を
嘲
笑
す
る
。
[

(4
}]

冖…
…
]
人
間
の
世
界
に
生
ま
れ
さ
せ
る
業
と
は
、
何
か
。
す
な
わ
ち
、
十

分
に
実
行
さ
れ
た
場
合
と
不
十
分
な
場
合
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
十
善
道
で

あ
る
。
十
種
と
は
、
何
々
か
。
身
体
の
行
為
が
三
種

(不
殺
生
、
不
偸
盗
、

不
邪
淫
の
こ
と
)
、
口
の
行
為
が
四
種

(不
妄
語
、
不
悪
口
、
不
両
舌
、
不

綺
語
の
こ
と
)、
意
の
行
為
が
三
種

(無
貪
、
無
瞋
、
正
見
の
こ
と
)
で
あ

る
。
こ
れ
が
人
間
の
世
界
に
生
ま
れ
さ
せ
る
業
で
あ
る

黎
。

つ
ま
り
仏
教
で
い
う

「十
善
道
」
を
た
と
え
不
十
分
で
あ

っ
て
も
、
実
行
す
れ

文明批判の視点から動物と人間67



ば
人
間
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
に
対
し
て
、
邪
悪
な
心
の
持

ち
主
、
「十
善
道
」
を
中
程
度
に
し
か
実
行
で
き
な
か

っ
た
者
等
々
は
畜
生
に
生

ま
れ
変
わ
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
で
は
経
典
で
は
旦
ハ体
的
に
、
人
間
は
現
世

で
ど
の
よ
う
な
行

い
を
す
る
と
、
来
世
で
ど

の
よ
う
な
動
物
に
生
ま
れ
変
わ
る

と
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?
再
び
シ
ュ
ミ
ッ
ト

ハ
ウ
ゼ
ン
/

マ
イ
ト
ゥ
リ
ム

ル
テ
ィ
の

「仏
教
に
お
け
る
動
物
と
人
間
」
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。

憎
悪
の
心
を
持

つ
者
は
毒
蛇
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
毒
を
持

つ
生
き
物
と
し

て
転
生
す
る
。
あ
る
い
は
、
誤

っ
た
見
解
に
基
づ

い
て
互
い
に
無
益
な
喧
嘩
を

し
た
人
々
は
、
蛇
と
マ
ン
グ
ー
ス
、
馬
と
水
牛
、
あ
る
い
は
カ
ラ
ス
と

フ
ク
ロ

ウ
、

つ
ま
り
互
い
に
敵
対
す
る
動
物
同
士
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
。
ま
た
、
町

や
村
で
騒
が
し
い
音
を
た
て
て
暴

れ
、
住
民
を
恐
怖
に
陥
れ
、
家
か
ら
追
い
出

し
た
人
々
は
、
カ
モ
シ
カ
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
荒
野
で
常
に
不
安
の
中
で
暮

ら
す
こ
と
に
な
る
。
他
の
人
を
猿
あ
る
い
は
犬
と
の
の
し
る
者
は
自
分
が
猿
あ

る
い
は
犬
に
生
ま
れ
変
わ
る
。
鳥
刺
し
は
死
後
、

ハ
ゲ
タ
カ
や
カ
ラ
ス
等
に
追

わ
れ
切
り
刻
ま
れ
る
。
あ
る

い
は
、
祭
祀
で
犠
牲
に
さ
れ
る
山
羊
は
、
前
世
で

は
自
分
が
山
羊
を
犠
牲
に
し
た
バ
ラ
モ
ン
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
追
い
出
し
猟
で

野
呂
鹿
を
狩

っ
た
り
、
あ
る
い
は
訓
練
さ
れ
た
鷹
を
使

っ
て
鳥
を
狩

っ
た
人
々

は
野
呂
鹿
や
鳥
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
今
度
は
同
じ
よ
う
に
自
分
た
ち
が
狩
ら
れ

る
。
ま
た
、
山
中
で
修
行
中
の
僧
侶
が
石
に
ぶ
つ
か

っ
て
蟻
を

一
匹
殺
し
て
し

ま

っ
た
時
に
は
、
そ
の
蟻
は
イ
ノ
シ
シ
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
石
を
踏
み
砕
い
て

僧
侶
に
傷
を
負
わ
せ
る
。
蛇
を
殺
す
者
は
あ
の
世
で
大
蛇
に
食
べ
ら
れ
る
。
借

り
た
も
の
を
返
さ
な
か
っ
た
人
々
は
債
権
者
の
家
畜
に
生
ま
れ
変
わ
る
、
等
々

で
あ
る

.お

.。
こ
れ
と
似
た
善
因
善

果
、
悪
因
悪
果
応
報
の
話
は

『日
本
国
現
報

善
悪
霊
異
記
』
、
い
わ
ゆ
る

『日
本
霊
異
記
』
に
も
横
溢
し
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
と
比
べ
て
動
物
は
常
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
動
物
に
転
生
す
る
こ
と
は
前
世
の
悪
業
に

よ
る
望
ま
し
く
な
い
結
果
と
見
な
さ
れ
、
動
物
は
人
間
に
悪
行
を
行
わ
せ
な

い

た
め
の
警
告
の
手
段
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「輪
廻
転
生
」
の
思
想
に
お
い

て
は
、
後
述
の

「盲
亀
浮
木
」
に
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
が
得
難
い
存

在
形
式
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
動
物
は
地
獄
の
手
前
の
厭
う
べ
き
存
在
形
式
な

の
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト

ハ
ウ
ゼ
ン
/

マ
イ
ト
ゥ
リ
ム
ル
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
経

典
で
は

「輪
廻
転
生
」
を
説
く
場
合
に
は
教
訓
的
意
図
か
ら
、
人
間
存
在
は
動

物
に
比
し
て
相
対
的
に
幸
福
な
、
あ
る
い
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
圧
倒
的
に
幸
福
な

も
の
と
し
て
描
か
れ
、
精
進
と
救
済
の
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ら
れ
た
存
在

と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
動
物
の
存
在
条
件
、
能
力
、

行
動
は
人
間
に
比
べ
て
か
な
り
暗

い
色
彩
で
描
か
れ
て
い
る
。
動
物
存
在
は
人

間
に
比
べ
て
は
る
か
に
不
快
で
苦
痛
に
満
ち
て
お
り
、
例
え
ば
馬
、
牛
、
羊
、

そ
し
て
山
羊
は
草
に
よ

っ
て
生
き
、
犬
や
豚
は
糞
に
よ

っ
て
生
き
、
虫
は
地
面

の
暗
闇
の
中
で
、
魚
は
水
の
中
で
、
蛆
は
腐

っ
た
魚
の
中
で
生
き
る
、
と
さ
れ

る
。

つ
ま
り
、
人
間
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
す

べ
て
不
快
な
、
嫌
悪
を
感
じ
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
悪
い
こ
と
に
、
絶
え
ず
飢
え
や
渇
き
、
寒
さ
や
熱
さ

に
脅
か
さ
れ
、
生
存
競
争

で
餌

の
肉
を
奪

い
合

い
、
あ
る
い
は
人
間
に
よ
る
搾

取
、
虐
待
、
そ
し
て
迫
害
を
蒙
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
要
す
る
に

「動
物
が
ど
れ

ほ
ど
不
幸
か
は
完
全
に
叙
述
し
が
た
い
ー
」

と
い
う

蓼
。

「輪
廻
転
生
」
の
概
念
で
は
、
「人
間
界
」
も
、
た
と
え
得
難
い
存
在
形
式
で

あ

っ
て
も
、
悪
業
の
報

い
を
受
け
て
生
ま
れ
る
迷
い
の
世
界
の

一
つ
に
は
違
い
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な
か

っ
た
か
ら
、
人
間
に
す
ら
生
ま
れ
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
大
き
な
願
い
で
あ

っ
た
が
、
畜
生
の
世
界
に
転
生
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
忌
み
嫌
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
「不
殺
生
戒
」
で
は
、
動
物
は
人
間
と
同
等

の
友
と
考
え
ら
れ

た
の
に
比
し
て
、
「輪
廻
転
生
」
の
思
想
で
は
、
人
間
と
動
物
の
問
に
は
決
定
釣

な
相
違
、
あ
る
い
は
差
別
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
動
物
が
相
変
ら
ず
人
間

の
友
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
言
わ
ば

「不
幸
な
境
涯
に
い
る
友
」
、
「自
分
は
そ

の
境
涯
に
陥
り
た
く
な
い
友
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
か
。

で
は
、
人
間
は
輪
廻
転
生
か
ら
解
脱
し
て
涅
槃
の
境
地
に
入
る
こ
と
が
理
想

と
さ
れ
た
が
、
動
物
に
も
解
脱
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
?

(
四
)

動
物
に
解
脱
は
可
能
か
?

「大
王
よ
、
畜
生
は
、
た
と

い
よ
く
実
践
し
て
も
、
真
理
の
観
察
は
あ
り
ま

せ
ん

郵
。
」
紀
元
前
二
世
紀
後
半
、
西
北
イ
ン
ド
を
支
配
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
で

あ
る
バ
ク
ト
リ
ア
王
メ
ナ
ン
ド

ロ
ス

(イ
ン
ド
名
ミ
リ
ン
ダ
)
が

「正
し
く
実

践
す
る
者
尢
ち
の
す
べ
て
に
、
真
理

の
観
察
が
あ
り
ま
す
か
?
」
と
尋
ね
た
の

に
対
し
て
、
仏
教
の
学
僧
ナ
ー
ガ

セ
ー
ナ
が
答
え
た
言
葉
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

畜
生
は
、
〈あ
ら
か
ん
の
さ
と
り
の
境

地
に
向
か

っ
て
〉
専
念
し
、
到
達
し
、
そ

し
て
四
つ
の
真
理

(四
諦
)
を

一
度

に
通
達
す
る
、

つ
ま
り
、
ね
は
ん
の
世
界

に
通
達
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と

い
う
。
『小
部
経
典
』
の
中
に
も
、
獣
を
人

間
よ
り
も
劣

っ
た
存
在
、
あ
る
い
は
智
恵
の
な
い
も
の
と
し
て
軽
蔑
し
て
い
る

箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
の
二
七
五
に
は
、

も
し
も
か
れ
が
荒
々
し
い
こ
と
ば
を
語
り
、
他
人
を
苦
し
め
悩
ま
す
こ
と

.
を
好
み
、
獣

(の
ご
と
く
)
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
の
生
活
は
さ
ら
に

悪
い
も
の
と
な
り
、
自
分
の
塵
汚
れ
を
増
す

多
。

と
あ
り
、
ま
た

『ダ
ン
マ
パ
ダ
』

一
五
二
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

学
ぶ
こ
と
の
少
な
い
人
は
、
牛

の
よ
う
に
老

い
る
。
か
れ
の
肉
は
増
え
る

が
、
か
れ
の
智
慧
は
増
え
な

い
璽
.

あ
る
い
は
、
『テ
…
ラ
ガ
ー
タ
ー
』
の
九
五
八
に
は
、

愚
か
で
、
怒
り
易
く
、
戒
行
に
専
念
せ
ず
、
傲
慢
で
、
争
闘
を
楽
し
み
と

す
る
獣

(の
ご
と
き
輩
)
が
横
行
す
る
で
あ
ろ
う

鼕
。

と
あ
る
。
中
村
元
に
よ
れ
ば
、
仏
教
の

「
入
難
処
」
と
い
う
観
念
に
、
人
間
は

修
行
の
た
め
の
資
格
あ
る
も
の
と
し
て
尊
い
が
、
そ
れ
に
比
べ
て
、
仏
を
見
ず
、

正
法
を
聞
く
を
得
ざ
る
境
界
と
し
て
次
の
八
種
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
。

つ
ま
り
そ
の
八
種
と
は
、
地
獄
、
畜
生
、
長
寿
天
、
辺
地
、
器
官
の
欠
け
て
い

る
人

(盲
聾
瘡
痘

)、
誤

っ
た
見
解
を
も

っ
て
い
る
人

(世
智
弁
聡
)、
も
ろ
も

ろ
の
如
来
の
出
で
た
ま
わ
ぬ
時

(仏
前
仏
後
)
だ
と

い
う

(撃
。
(仏
教
経
典
に

は
、
動
物
の
み
な
ら
ず
女
性
や
身
体
障
害
者
に
対
す
る
蔑
視
が
散
見
さ
れ
る
が
、

こ
こ
に
も
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
。
)
つ
ま
り
、
動
物
は
確
か
に
注
意
を
集
中
し
て
、

何
か
の
結
論
を
引
き
出
し
て
実
行
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

物
事
の
真
理
を
洞
察
す
る
智
恵
が
な
い
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
無
知
に
よ

っ
て
刻

印
さ
れ
た
畜
生
は
(
仏
教
に
お
け
る
救
済
の
道
を
実
現
す
る
能
力
に
欠
け
て
い

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
人
間
と
動
物
の
間
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

他
方
、
動
物
は
弱
肉
強
食
の
原
則
に
よ
っ
て
生
き
て
お
り
、
同
清
と

い
う
こ
と

を
知
ら
な

い
し
、
近
親
相
姦
す
る
が
故
に
不
道
徳
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と

い

う
。
動
物
の
自
然
の
本
能
的
行
為
は
、
仏
教
道
徳
か
ら
す
れ
ば
悪
業
と
み
な
さ
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れ
、
動
物
は
そ
の
衝
動
的
行
為
に
よ

っ
て
悪
い
カ
ル
マ
を
集
め
、
そ
れ
に
よ

っ

て
人
間
の
よ
う
な
よ
り
高

い
存
在

形
式

へ
の
転
生
を
困
難
に
し
て
い
る
と
い
う

ハ測
一。
確
か
に

『相
応
部
経
典
』
に

も
、
人
身
を
受
け
る
こ
と
の
難
し
さ
を
た
と

え
た
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

諸
比
丘
よ
、
譬

へ
ば
人
あ
り
、

一
孔
あ
る
軛
を
海
中
に
投
ぜ
ん
に
、
こ

・

に
盲
亀
あ
り
、

一
百
年
に

一
た
び
浮
ぶ
。
/
諸
比
丘
よ
、
汝
等
の
意
に
於

て
云
何
、
彼
盲
亀
は

一
百
年
に

一
た
び
浮
び
て
彼

一
孔
あ
る
軛
に
首
を
入

れ
ん
や
。
/
大
徳
よ
、
若
し

何
時

に
か
然
り
と
す

る
も
長
時
を
過
ぎ

ん
。
/
諸
比
丘
よ
、
彼
盲
亀

一
百
年
に

一
た
び
浮
び
て
彼

一
孔
あ
る
軛
に

首
を
入
る

、
は
寧
ろ
速
な
り
、
諸
比
丘
よ
、

一
た
び
堕
處
に
到
れ
る
愚
者

の
人
身
を
得
る
が
如
き
は
然
ら
ず
。
何
を
以
て
の
故
な
り
や
。
/
諸
比
丘

よ
、
彼
處
に
は
、
法
行

.
平
等

行

・
善
業

・
福
業
な
し
、
諸
比
丘
よ
、
彼

に
て
は
互
に
瞰
ら
ひ
弱
者
を
瞰

ふ
。
何
を
以
て
の
故
な
り
や
。
/
諸
比
丘

よ
、
四
聖
諦
を
見
ざ
る
が
故
な
り
。
[

【5
〕]

つ
ま
り
、

「
度
畜
生
と
い
う
存
在
形
式
に
落
ち
た
者
が
人
間
存
在
に
戻
る
よ
り

も
、
百
年
に

　
度
だ
け
海
中
か
ら
頭
を
出
す
亀
が
、
大
洋
を
風
の
ま
に
ま
に
漂

っ
て
く
る
流
木

の

一
つ
の
孔
に
偶
然

頭
を
突

っ
込
む
方
が
簡
単
だ
、
と

い
う
訳

で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
人
間
に
生
ま
れ
る
の
は
難
し
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

理
由
は
、
動
物
は
ブ

ッ
ダ
の
説
く
四
聖
諦
を
知
ら
な

い
が
故
に
、
ブ

ッ
ダ
の
教

え
に
則

っ
た
行
い
も
善
行
も
な
さ
ず
、
互

い
に
食

い
合

い
、
弱
肉
強
食
を
し
て

い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
動
物
が
互
い
に
食

い
合
う
こ
と
は
仏
教
道
徳
の
上
か
ら

悪
業
と
さ
れ
、
悪
業
は
よ
り
高

い
存

在

へ
の
動
物
の
昇
進
を
遮
断
す
る
の
で
、

彼
ら
は
殆
ど
必
然
的
に
惨
め
な
存
在

形
式
に
留
ま
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

一
度
畜
生
の
世
界
に
身
を
落
と
し
て
し
ま
え
ば
、
人
間
の
世
界
に
転
生
す
る
こ

と
は
極
め
て
困
難
と
な
り
、
従

っ
て
解
脱
し
て
涅
槃
の
世
界
に
入
る
こ
と
は
い

よ
い
よ
難
し
く
な
る
、
と

い
う
訳
で
あ
る
。

し
か
し
、
解
脱
の
道
が
、
極
め
て
困
難
だ
と
は
い
え
、
動
物
に
完
全
に
閉
ざ

さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
「
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
二
二
二
に
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

こ
こ
に
集
ま

っ
た
諸
々
の
生
き
も
の
は
、
地
上
の
も
の
で
も
、
空
中

の
も

の
で
も
、
す
べ
て
歓
喜
せ
よ
。
そ
う
し
て
こ
こ
ろ
を
留
め
て
わ
が
説
く
と

こ
ろ
を
聞
け

(謡〉。

人
間
の
み
な
ら
ず

一
切
衆
生
は
解
脱

へ
の
道
を
説
く
ブ
ッ
ダ
の
教
え

に
耳
を
傾

け
よ
、
と
言

っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
だ
け
で
な
く
動
物
に
も
解

脱

へ
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
釈
迦
入
滅
の
際
に
は
鳥
獣
も

集
ま
り
嘆
き
悲
し
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
仏
教
に
お
け
る
動
物
を
考
え
る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
古

代
イ
ン
ド
の
仏
教
説
話
集

『ジ
ャ
ー
タ
カ
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
釈
迦
族
の
王

子
と
し
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
前
の
ブ
ッ
ダ
を
菩
薩
と
と
ら
え
、
そ
の
ブ
ッ
ダ

が
過
去
に
無
数
の
生
を
重
ね
る
間
、
天
人
、
国
王
、
大
臣
、
長
者
、
庶
民
、
盗

賊
、
あ
る
い
は
象
、
猿
、
孔
雀
、
兎
、
魚
な
ど
の
動
物
と

い
っ
た
様
々
な
姿
で

種
々
の
善
行
功
徳
を
重
ね
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
救
済
す
る
菩
薩
の
修
行

を
積
ん
だ
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
過
去
と
現
在
の
行
為
の
因
果
関
係

(業
報
)
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
自
己
犠
牲
と
忍
耐
が
説
か
れ
て
い
る
。
中
で
も
冒

頭
に
挙
げ
た

「捨
身
飼
虎
」

の
物
語
、
あ
る
い
は
日
本
文
学
に
も
多
様
に
取
り

込
ま
れ
て
き
た
雪
山
童
子
を
は
じ
め
、
鷹
に
追
わ
れ
た
鳩
を
救
う
た
め
に
自
分
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の
肉
を
切
り
取

っ
て
鷹
に
与
え
た
シ
ビ
王
の
物
語
や
、
客
を
も
て
な
す
た
め
に

火
中
に
身
を
投
じ
た
兎
の
話
な
ど
、
自
己
犠
牲
の
物
語
が
非
常
に
多

い
。
そ
し

て
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
れ
ら
薩
多
太
子
や
雪
山
童
子
ら
人
間
と
並
ん
で
、

今
挙
げ
た
兎
の
他
に
も
獅
子
、
鹿
、
猿
、
鴿
等
々
の
動
物
が
他
者
を
救
う
た
め

に
進
ん
で
自
己
を
犠
牲
に
す
る
話
は
非
常
に
多

い
の
で
あ
る
。
動
物
た
ち
は
人

間
同
様
、
様
々
な
能
力
と
性
格
を
備
え
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
た
と
え
自
己
犠
牲
に
ま
で
は
到
ら
な
く
と
も
、
動
物
は
道
徳
的
教
え

を
理
解
し
、
実
践
し
、
そ
れ
を
他
者

に
、
動
物
だ
け
で
な
く
人
間
に
す
ら
教
え

る
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の

み
な
ら
ず
動
物
も
宗
教
的
意
義
の
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
.

る
。
実
際
ま
た
菩
薩
の
目
的
は
、
悟
り
の
真
理
を
携
え
て
現
実
の
中
に
降
り
立

ち
、
共
歓
同
苦
し
な
が
ら

一
切
衆
生

の
救
済
に
努
め
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
従

っ
て
、
動
物
に
も
救
済
さ
れ
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
し
、
た
と
え

悟
り
の
境
地
に
ま
で
到
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
で
も
、
自
己
犠
牲
な
ど
の
有

益
な
行
為
に
よ
っ
て
宗
教
的
功
績
を
あ
げ
る
能
力
が
あ
り
、
そ
の
功
績
に
よ

っ

て
救
済
を
可
能
に
す
る
、
よ
り
良
い
存
在
形
式
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

更
に
、
大
乗
仏
教
に
な
る
と

「如
来
蔵
」
と

い
う
思
想
も
生
ま
れ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
全
て
の
衆
生
は
悟
り
を
開
き
、
如
来

(仏
)
と
な
る
可
能
性
を
備
え

て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
、
「仏
性
」
と
も
言
わ
れ
る
。
大
乗
の

『涅
槃
経
』
に

コ

切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
表
現
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
す
べ
て

の
生
け
る
も
の
は
、
従

っ
て
動
物
も
ま
た
、
煩
悩
に
隠
さ
れ
て
は

い
て
も
、
少

な
く
と
も
素
質
と
し
て
、
既
に
ブ

ッ
ダ
の
状
態
を
常
に
自
分
の
中
に
備
え
て
い

る
と
考

え

ら

れ

て

い
る

。

(
五
)

お

わ
り
に

イ
ン
ド
の
旅
行
記
な
ど
を
読
ん
で
い
る
と
、
か
の
地
で
は
猿
や
牛
が
人
間
を

恐
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
る
で
人
間
の
友
達
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
と

い
う
。
筆
者

も
敬
虔
な
仏
教
国
タ
イ
に
数
日
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
街
角
の
至
る
所
に

お
米
や
そ
の
他
の
食
物
が
入

っ
た
皿
や
盆
が
置

い
て
あ
り
、
犬
、
猫
は
勿
論
、

小
鳥
た
ち
が
そ
れ
を
啄
ん
で
い
た
。
虐
待
す
る
者
は

一
人
も
お
ら
ず
、
お
腹
の

大
き
な
犬
、
猫
が
至
る
所
に
悠
々
と
寝
そ
べ
り
、
街
中
の
人
間
も
決
し
て
清
潔

な
生
活
を
し
て
い
る
と
は
言
い
難
か

っ
た
が
、
現
代
の
先
進
諸
国
の
清
潔
な
都

市
に
は
な
い
、
暖
か
い
も
の
を
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。

増
谷
文
雄
も
、
仏
教

の

「
慈
悲
」

の

「
慈
」
は
、
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
の

.ヨ
鉱
賃
Φ冨
..
で
、
そ
の
語
根
は

「友
」

..邑

自
四
..
か
ら
来
た
と
七
て
、
更
に
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
世
の
つ
ね
の
生
活

の
中
に
お
い
て
は
、
あ
る
者
は
王
者
と
し
て
人
々

に
君
臨
し
、
ま
た
あ
る
者
は
奴
隷
と
し
て
貧
苦
に
泣
く
。
だ
が
、

一
た
び

人
間
性
の
深
き
と
こ
ろ
に
沈
潜
し
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
同
じ
く
生

・
老

・

病

・
死
の
遁
れ
が
た
い
運
命
を
背
負

い
、
何
時
お
そ
い
く
る
や
も
知
れ
ぬ

死
の
ま
え
に
、
恐
れ
お
の
の
く
哀
れ
な
存
在
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
仏
教
は
、

そ
の
人
間
性

の
深
き
と
こ
ろ
に
お

い
て
人
々
を
と
ら
え
る
が
故
に
、
彼
ら

は
ま

っ
た
く
平
等
で
あ
り
、
同
朋
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
を
し
か
と
結

び
つ
け
る
も
の
は
、
同
苦
同
悲
の
共
感
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
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こ
に
湧
き
い
で
る
慈
し
み
の
泉
は
、
ま
た
友
情
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
は
な

、
》
〔59
δ

レ
・刀

こ
こ
で
は
、
同
苦
同
悲

の
共
感
、
友
情
が
人
間
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

が
、
し
か
し
仏
教
で
は
、
動
物
が
死
を
認
識
す
る
か
ど
う
か
は
別
附
題
と
し
て
、

こ
の
全
く
同
じ
共
感
、
友
情
が
、
人
間
に
限
ら
ず
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ

て
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
確
か

に
仏
典
で
も
、
動
物
は
人
間
に
比

べ
て
知
的
、
道
徳
的
に
低

い
不
幸
な
存
在
と

見
な
さ
れ
、
同
じ
殺
生
を
す
る
に
し
て
も
、
対
象
が
人
間
で
あ

っ
た
場
合
と
動

物
で
あ

っ
た
場
合

で
は
、
人
殺
し

の
方
が
重
罪
と
さ
れ
る
場
合
も
あ

っ
た

(6。
}。

し
か
し
、
中
村
元
が
、
イ
ン
ド
人
に
と

っ
て
は
倫
理
的
行
為
の
主
体
は

「生
け

る
も
の
」
で
あ
り
、
倫
理
的
行
動

は
単
に
人
問
相
互
の
間
に
限
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
、
イ
ン
ド
人
の
倫
理
は

「
生
け
る
も

の
」
相
互
の
間
の
倫
理
で
あ

っ
た

蔘

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
に
も
そ
の
精
神
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
、

人
間
と

い
え
ど
も
特
別
視
す
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
も

一
切
衆
生
の
中
の

一

員
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
「仏
教
は
、
動
物
に
対
す
る
人
間
の
独
.

善
的
な
う
ぬ
ぼ
れ
の
も

っ
と
も
少
な

い
宗
教

彭
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
人
間

の
自
己
中
心
主
義
を
超
克
す
る
契
機
が
そ
こ
に
あ
る
、
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う

か
?筆

者
は
前
回
、
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
そ
の
母
胎
と
な

っ
た
旧
約
聖
書
に
表
れ

た
動
物
観
を
探
り
、
今
回
は
阿
含

経
を
中
心
と
し
て
仏
教
の
動
物
観
を
考
察
し

た
。
動
物
は
人
間
に
仕
え
支
配
さ
れ
る
た
め
に
生
き
て
い
る
、
と

い
う
の
が
旧

約
聖
書
の
思
想
だ
.と
す
れ
ば
、
西
欧
近
代
市
民
の
動
物
愛
護
運
動
は
そ
れ
と
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
?
ベ
ン
サ
ム
の
快
楽
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教

の
慈
愛
と
は
ど
う
関
わ
る
の
か
?
我
が
国
は
世
界
有
数
の
仏
教
国
の
ひ
と
つ
で

あ
る
が
、
原
始
仏
教
が
備
え
て
い
た
動
物
に
対
す
る
友
情
の
精
神
は
、
現
代
で

は
ど
の
よ
う
な
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?
あ
る
い
.は
、
全
く
受

け
継
が
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
?
動
物
達
は
日
本
で
は
ど
う
の
よ
う
に
扱
わ

れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
?

現
在
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
?

P

・
シ
ン
ガ
ー
を
含
む
生
命
倫
理
の
問
題
か
ら
動
物
愛
護
法
を
め
ぐ
る

社
会
運
動
、
あ
る
い
は
多
く
の
日
本
人
に
と

っ
て
最
も
身
近
な
宮
澤
賢
治
の
童

話
に
到
る
ま
で
、
問
題
は
極
め
て
広
い
。

1注
)
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(
5
)

(6
)

(7
)

(8
)

増
谷
文
雄

『智
慧
と
愛

の
こ
と
ば

阿
含
経
』

(筑

摩
書
房
、
昭
和

四
九
年

)

}
頁
。

増
谷
文

雄
、
前
掲
書
、

二
～
三
頁
。

「出

エ
ジ
プ

ト
記
」
第

二
〇
章
と

「申
命
記
」
第

五
章
。

但
し
、
仏
訳
の
中
に
は
、
人

に
も
動
物

に
も
使
え
る

..ε
Φ
㌧

と

い
う
動
詞
を

使

っ
て
、
一.↓
銘
p
①
けロ
①
蠢
ω
冨

ω
・.一
と
し
て

い
る
も

の
も
あ

る
。

〉
「
昏
ξ

ω
筈

8
①
喜

躄

①
さ

⑦
忠
眠
訪
題

塁
丶
〉
醒
貯
臼
註
丶8
§

δ

§

魁
N
貫

肉
叶ミ
ぎ

言

》
丶
昏

口
丶
い
さ

o
b
Φ
旨
》
恥
器

丶
・
⑦
触
皀

ミ
9

Φ
壽

丶
叶
O

bd
α
・
企

(ζ
畧

3

①
巨

℃
国

}

bu
δ

o匪

躄

ω
'
一㊤
Q。
○。
)讐
ψ

b。
ω
㊤
.

塚
本
善
隆

[他

]
編

、
増
谷
文

雄
、
梅
・原
猛

『仏
教

の
思
想

一

知
恵
と

慈
悲

〈
ブ

ッ
ダ

〉』

(角
川
書
店
、

一
九
六
八
年
)

二
七

五
～
二
七
六
頁
。

木
村
泰
賢

『木

村
泰

賢
全
集
』
第
三
巻

(大

法
輪
閣
、

昭
和

六
二
年
)

一
八

一
頁
。
,

木
村
泰
賢
、
前
掲
書
、

二
九
〇
頁
。
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(9
)
増
谷
文
雄

『
阿
含
経
典
』

第
四
巻

(筑
摩
書
房

、

一
九
八

二
年
)

八
二
～
八

三
頁
。

(10
)
中
村
元
訳

『
ブ

ッ
ダ

の
こ
と
ば
』

(岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年

)
六
六
～
六
七

頁
。

(11
)
岩
本
裕
訳

『
佛
教

聖
典
選

第

一
巻

初
期
経
典
』

(読
売
新
聞
社
、
昭
和

四

九
年

)
二
七
〇
～
二
七
二
頁
。

(12
)
中
村

元
訳

、
前
掲
書

、
四
三
一二
頁
。

(13
)
中
村

元
訳
、
前
掲
書
、

一
七
頁
。

(
14
)
中
村

元
訳
、
前
掲
書

、
三
三
頁
。

な
お
、
仏
教

で
は
、
生
き
も

の
を
そ

の
生

ま
れ
方

に
よ

っ
て
、
次

の
四

つ
に
分
類

し
、
四
生
と
呼

ぶ
。

(
一
)
胎
生

(二
)

卵

生

(
三
)
湿

生

(四

)
化
生

。
そ

し

て
人

間
を

も

一
種

の
生

物
と

し
て

「
胎
生
」

の
内

に
含
め
、
他

の
生
物
と
区

別
し

て
特
別
視
す
る

こ
と
は
な
か

っ

た
。

(15
)
中
村
元
訳
、
前

掲
書
、
二
八
二
頁
。

(16
)
中
村

元
訳
、
前

掲
書

、
三
七

～
三
八
頁
。

(17
)
ピ
。。
∋
9

二

ω
9

旦

冖9

仁
ω
①
ロ
⊆
p
α
ζ
鼠

9・
Φq
国
ヨ
=
≦
①
ζ

。・
一島
ニ
ヨ
ニ
同
冖9

.目

Φ
「
⊆
巳

ζ
①
磊

〇
三

ヨ

しd
&

α
三
ωヨ
⊆
ω
.、

ヨ

出
お
㎎

<
8

霊

⊆
一
ζ
ぎ

〇
三

コ

く
臼
σ
一巳

篝

oq
巨

け
勾
巴
器

气
≦
卸
一N
"
S
6。
、
Φ
§

職
ミ
魯

ω
9
魯

℃
O
Φ
ω
6ミ
き

陣Φ

§

亀
》
ミ

§

ミ

彎

Φ
貯
窃

b
丶
Φ
叶
鷺
露

く
侮
き

匙
酢ミ
器
$

(℃
9。
α
興
σ
o
「
P

<
霞
一譴

「
Φ
乙
ぎ
雪

α
ω
o
ま

皀
コ
oq
7
0
ヨ
σ
炉

一
8
Q。)鴇

Qり
』

=

h.

(18
)
佐
藤
密
雄

「原
始
仏
教
の
出
家
生
活
ー

大
法
輪
石
原
育
英
会
講
演
会
か
ら

⊥

『大
法
輪
』
第
四
五
巻

第

【
○
号

(大
法
輪
閣
、
昭
和
五
三
年
)
六

一
頁
。

(19
)
中
村
元
訳
、
前
掲
書
、

二
〇
七
頁
。

(20

)
中
村
元

『中

村
元
選
集

第

}
五
巻

原
始

仏
教

の
思
想

こ

(春
秋
社
、

一
九
九
三
年

)
三
三
九
頁
。

(21
)
『
岩
波
仏
教
辞
典
』

に
よ
れ
ば
、

「菩
薩
」
と
は
大
乗
仏
教
の
場
合

、
自

己

一

人

の
悟
り
を
求
め

て
修
行
す

る

の
で
は
な
く
、
悟

り

の
真
理
を
携
え

て
現
実

の
中

に
お
り
立
ち
、
世

の
た

め
人

の
た
め

に
実

践

(慈

悲
利
他
行
)

し
、
す

す

ん
で
は
悟
り

の
真
理

に
よ

っ
て
現
実
社
会

の
浄

土
化

(浄
仏
国

土
)

に
努

め
る
者

の
こ
と
を

い
う
。

(22
)
雷

喜

①
洋

ω
。
ぎ

喜

羃

Φ
:

巳

ζ
&

轄

詈

壽

ζ

巴
け葺

暑

吋
け
三

矯

P
9。
・○
`
o。
・
一
り
一
h

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
シ

ュ
ミ

ッ
ト

ハ
ウ
ゼ
ン
ら
に

よ

れ
ば

、
職
業

に
よ
る
差

別
思
想

が
原
始

仏
典

に
見
ら
れ

る

こ
と

に
な
る
。

こ
れ
は
、
生
ま

れ
や
家
柄
や
職
業

に
よ

っ
て
そ

の
人

の
価
値
を

は
か

っ
て
は

な
ら
な

い
と
す

る
釈

迦

の
教
え
と
は
明

ら
か
に
矛
盾
し

て

い
る
こ
と
を
指
摘

し

て
お
こ
う
。

(23

)
木
村
泰

賢
、
前
掲
書
、

二
九

一
頁
。

(42
)
中
村
元
他

『
岩
波
仏
教
辞
典
』

(岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
〉

「罰
」

の
項
よ

り
o

(25
)
高
楠

順
次
郎

監
修

『
南
傳
大
藏
經
』
第
十

三
巻

相

應
部
經
典

二

(大

正
新
脩
大
藏
經
刊
行
會

、
昭
和

四
六
年
)
二
七
七
～
二
七
九
頁
。

(26
)
小
泉
道
校
注

『
日
本
霊
異
記
』

(新
潮
社
、
昭
和
五
九
年
)
七

二
頁
。

(27
)
高

楠

順
次

郎
監

修

『南

傳

大

藏
經

』

第
十

六

巻

下

相

應

部
經

典

六

(大
正
新
脩
大
藏
經
刊
行
會

昭
和
四
六
年

)
二
三
六
頁
。

(29
)
中
村
元
訳

『ブ

ッ
ダ
の
真

理
の
こ
と
ば

・
感
興

の
こ
と
ば
』

(岩
波
書
店
、

一

九
九
八
年
)

二
八
頁
。

(30
)
中
村
元
訳

『ブ

ッ
ダ

の
こ
と
ば

』

(岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年
)

一
五
三
頁
。

(31
)
中
村

元
訳

『
ブ

ッ
ダ

の
真
理

の
こ
と
ば

・
感
興

の
こ
と
ば
』

(岩
波
書
店
、

一

九
九

八
年
)

一
七
九
頁
。

(32
)
高
楠

順
次
郎

監
修

『
南
傳
大
藏
經
』
第
十
巻

中
部

經
典

二

(大
正
新

脩
大
藏
經
刊
行
會

昭
和

四
六
年
)

コ
ニ
五
～

=
二
六
頁
。

(33
)
拙
論

「
動
物

と
人
間
ー

1
文
明
批
判

の
視
点
か
ら
ー

(そ

の

一
)

思
想

史

的
考
察
」
、
『年
報
入
間
科
学
』
第

一
九
号

(大
阪
大
学
人
間
科
学
部
、

一
九
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九

八
年

)
八
五
頁
。

(謎
)
ひ
ろ
さ
ち
や

『
仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
ー

ど
う
違
う

か
5
0
の
Q
&

A
l

』

(新
潮
社
、

昭
和

六

一
年
)
八
六
頁
。

(35
)
金
倉

圓

照

『
シ

ャ
ン
カ

ラ
の
哲

学

ブ

ラ

フ
マ

・
ス
ー
ト

ラ
釈
論

の
全
訳
』

上

(春
秋
社
、
昭
和

五
五
年
)
五
～
六
頁
。

(36

)
中
村

元

『仏

教
動
物
散

策
』

(東
京
書

籍
株
式
会

社
、
昭
和

六
三
年
)

一
一

頁
。

(37
>
中
村

元
他

『岩
波
仏
教

辞
典
』

(岩
波
書
店

、

一
九
八
九
年
)

「生

死
」

の
項

よ
り
。

(38

)
中
村
元
訳

『ブ

ッ
ブ

の
真
理

の
こ
と
ば

・
感
興

の
こ
と
ば
』

(岩
波
文
庫
、

一

九
九
八
年
)

一
八
頁
。

(41
)
岩
本
裕
訳
、
前
掲
書
、
二
八
二
頁
。

(42
)
岩
本
裕
訳
、
前
掲
書
、
二
八
四
頁
。

(43
)
冨

暮

①
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)
国
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ω
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(45
)
中
村
元
、
早
島

鏡
正
訳

『ミ

リ
ン
ダ
王
の
問

い

イ

ン
ド
と

ギ
リ
シ

ャ
の
対

決
』

三

(平
凡
社

、

一
九

八
三
年
∀
八
六
頁
。

(46
)
中
村

元
訳

『
ブ

ッ
ダ
の
こ
と
ば
』

(岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年
)
六

一
頁
。

(47
)
中
村

元
訳

『
ブ

ッ
ダ
の
真

理

の
こ
と
ば

・
感
興
の
こ
と
ば
』

(岩
波
書
店
、

一

九
九

八
年

)
三

一
頁
Q

(
48
)
中
村

元
訳

『仏
弟
子

の
告
白

尼
僧

の
告
白
』

(岩
波
書
店
、

一
九
八

四
茱
)

一
八
四
頁
。

(
49
)
中
村

元

『
中
村
元
選
集

第

一
五
巻

原
始
仏
教

の
思
想

こ

(春
秋
社
、

一
九
九

三
年
)
三

三
九
頁
。
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(51
)
高

楠

順
次

郎
監

修

『
南

傳
大

藏

經

』

第
十

六
巻

下

相
應

部

經

典

六

(大
正
新
脩
大
藏
經
刊
行
會

昭
和
四
六
年
)

三
九
〇

～
三
九

一
頁
。

(駆
)
中
村
元
訳
、
前
掲
書
、
五

一
頁
。

(
59

)
増
谷
文
雄

『智
慧
と
愛

の
こ
と
ば

阿
含
経
』

(筑
摩
書

房
、
昭
和

四
九
年

)

二
四
七
頁
。

(60
)
木
村
泰
賢

、
前
掲
書
、
二
六
五
～
二
六
六
頁
。

(61
)
中
村
元

『
仏
教
動
物
散
策
』

(東
占星
書
籍
株
式
会
社
、

昭
和
六
三
年
)

一
一
～

一
二
頁
。

(62
)
中
村
元
、
前
掲
書
、
二
頁
。
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                    Tier and Mensch 
   -Unter einem Gesichtspunkt der Zivilizatio

nskritik-

         Teil2. Tieranschauung im Buddhismus 
            -Sutta -pitaka als Mittelpunkt-

                         Atsuko MIYATA 

   Vor dem Hintergrund, da13 das Tier im Christentum nur als Gegenstand der menschlichen 

Naturbeherrschung gait, wird in diesem Aufsatz nach der Stellung des Tieres im Buddhismus gefragt. 
   Das Verbot, zu toten, in Moses Zehn Geboten bezieht rich ausschlief3lich auf das Ermorden von 

Menschen. Das entsprechende Gebot im Buddhismus (pan, atipata pativirato hots) gilt aber fur alles and 
jedes Lebewesen, sogar fur die dem Menschen gefahrlichen Tiere. Hier fordert die buddhistische 
Tradition den Menschen auf, zu alien Lebewesen ein Verhaltnis von Freundschaft and Wohlwollen zu 

pflegen. Schlief3lich soil ein bodhisattva sogar bereit gewesen sein, seinen Korper oder Teile davon 
hungrigen Tieren zu tiberlassen. 

   Diese Idee hat ihren Ursprung nicht nur in der Karma- oder Wiedergeburtslehre (Durchlaf3igkeit 

der Existenzformen), sondern auch in der gesinnungsethischen Bereitschaft, sich in andere hin-
einzuversetzen and sie so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden mochte. Dieses Postulat der 
Freundschaft mit alien Lebewesen ist etwas anderes als Barmherzigkeit. Barmherzigkeit konnte auch 
ein Herabsehen auf andere als etwas Niedrigeres bedeuten. Wahrend das Christentum Liebe predigt, 
Art der Buddhismus Sanskrit-Begriffe wie maitri and karuna. Das Wort maitri stammt vom Wort 
mitra (,,Freund") ; es bedeutet also etwa ,hochste Freundschaft". Das Wort karuna hat seinen 
Ursprung in „Klage" and bedeutet das Mitleiden mit den Leidenden and Klagenden. Der Buddhismus 
sieht also alle and jedes Lebewesen als Freund an and behandelt den Menschen nicht als ,Krbnung der 
Schopfung", sondern fur den Buddhismus ist der Mensch gleichrangig mit alien anderen Lebewesen. 
Das heii3t: der Weg zur Erlosung ist sowohl den Tieren als auch den Menschen geoffnet. Die Tiere 
haben auch religiose Bedeutung. Deshalb konnte man sagen: der Buddhismus ist eine Religion, fur die 
das menschliche Mitleid mit alien Lebewesen, also den Leidenden, absoluten Vorrang hat. Die 
buddhistische Anschauung in bezug auf Tiere konnte uns zur Befreiung von einem menschlichen 

rechthaberischen Diinkel gegentiber Tieren verhelfen. 

Schlusselworter 

  Tier 

   Buddhisumus 

  Mitleid 

   Opferung 

   Toten des Lebewesens
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