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参
議
院
議
員
の
大
塚
耕
平
と
申
し
ま
す
。
所
長
様
と
の
ご
縁
で
こ
の
よ
う
な
機
会
を
い
た
だ
き
、
私
も
楽
し
み
に
し
て
参
り
ま
し
た
。

ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

趣
味
で
仏
教
の
コ
ラ
ム
を
書
き
続
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
最
近
で
は
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
仏
教
講
座
を
頼
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
今
日
は
、
仏
教
研
究
を
趣
味
と
す
る
在
家
の
信
者
と
し
て
、
僭
越
な
が
ら
雑
駁
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

議
員
に
な
る
前
は
日
銀
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。
日
銀
時
代
、
本
門
寺
に
近
い
洗
足
池
の
社
宅
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
り
、
よ
く
境
内

に
来
て
子
供
を
鳩
と
遊
ば
せ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
本
門
寺
に
ま
た
伺
う
こ
と
が
で
き
、
本
当
に
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　

そ
の
当
時
は
日
蓮
聖
人
像
を
見
て
も
「
あ
あ
、
こ
れ
が
日
蓮
さ
ん
か
」
と
い
う
感
じ
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
し
、

あ
ま
り
深
く
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
私
が
、
な
ぜ
仏
教
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
お
話
し
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

覚
王
山
日
泰
寺
と
ご
真
骨

　

私
は
愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
の
生
ま
れ
育
ち
で
す
が
、
自
分
が
通
っ
た
小
中
学
校
の
学
区
内
に
覚
王
山
日
泰
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
り

ミ
ニ
講
演

仏
教
と
現
代

　
　
　
─
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
基
づ
く
私
見
─

大
　
塚
　
耕
　
平
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ま
す
。
お
寺
の
境
内
で
野
球
を
し
た
り
、
缶
蹴
り
を
し
て
、
遊
ん
で
育
ち
ま
し
た
。
議
員
に
な
っ
て
地
元
に
戻
り
、
そ
の
お
寺
の
参
道
の

前
に
事
務
所
を
構
え
ま
し
た
。

　

覚
王
山
日
泰
寺
の
参
道
で
は
「
弘
法
さ
ん
」
の
縁
日
が
立
ち
ま
す
。
弘
法
大
師
縁
（
ゆ
か
り
）
の
各
地
で
開
か
れ
る
お
大
師
様
の
月
命

日
の
縁
日
で
す
が
、
覚
王
山
日
泰
寺
は
愛
知
県
で
最
も
賑
わ
う
「
弘
法
さ
ん
」
で
す
。
子
供
の
頃
は
縁
日
の
由
来
も
お
寺
の
縁
起
も
知
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
事
務
所
を
構
え
た
の
が
き
っ
か
け
で
「
そ
も
そ
も
、
ど
う
い
う
お
寺
な
ん
だ
ろ
う
。
弘
法
さ
ん
の
縁
日
っ
て
何
だ
ろ

う
」
と
興
味
が
湧
き
、
調
べ
始
め
た
こ
と
が
仏
教
と
の
出
会
い
で
す
。

　

一
八
九
八
年
に
北
イ
ン
ド
の
ピ
プ
ラ
ー
ワ
ー
で
大
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
イ
ン
ド
は
英
国
の
植
民
地
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
ッ
ペ

と
い
う
英
国
人
行
政
官
が
、
政
府
の
命
令
に
基
づ
い
て
自
分
の
管
轄
区
域
に
あ
っ
た
標
高
十
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
古
墳
の
よ
う
な
丘
を

掘
っ
た
と
こ
ろ
、「
お
釈
迦
様
の
ご
真
骨
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
た
骨
壺
を
発
見
。
骨
壺
は
本
国
に
移
送
さ
れ
ま
し
た
。

　

ピ
プ
ラ
ー
ワ
ー
は
お
釈
迦
様
の
生
誕
地
ル
ン
ビ
ニ
ー
に
近
く
、
お
釈
迦
様
の
母
国
シ
ャ
ー
ク
ヤ
国
の
都
カ
ピ
ラ
バ
ス
ト
ゥ
で
は
な
い
か

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
欧
米
で
は
「
お
釈
迦
様
は
架
空
の
人
物
」
と
主
張
す
る
人
た
ち
も
大
勢
い
た
時
代
で
し
た
が
、
こ
の
骨
壺
に
入
っ

た
ご
真
骨
の
発
見
が
「
お
釈
迦
様
は
実
在
の
人
物
だ
っ
た
」
と
認
識
さ
れ
る
転
機
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

イ
ン
ド
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
国
で
仏
教
徒
は
ご
く
わ
ず
か
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
英
国
政
府
は
ご
真
骨
を
イ
ン
ド
に
戻
さ
ず
、
仏
教
国
タ

イ
の
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
国
王
に
寄
贈
し
ま
し
た
。
当
時
の
日
本
は
廃
仏
毀
釈
か
ら
立
ち
直
り
、
各
宗
派
が
「
仏
教
を
復
興
し
よ
う
」
と
努

力
を
し
て
い
る
最
中
で
し
た
の
で
、「
ご
真
骨
の
一
部
を
日
本
に
分
骨
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
申
し
出
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

際
、
今
日
の
日
本
仏
教
会
の
前
身
で
あ
る
帝
国
仏
教
会
が
設
立
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
分
骨
さ
れ
た
ご
真
骨
を
ど
こ
に
奉
安
す
る
か
を
巡
っ
て
大
騒
動
に
な
り
ま
し
た
。
全
国
の
仏
教
有
縁
の
地
が
希
望
し
、
な
か
な

か
決
ま
り
ま
せ
ん
。
と
う
と
う
、
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
国
王
か
ら
「
早
く
決
め
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
始
末
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
候
補
地

と
し
て
残
っ
た
の
が
京
都
と
名
古
屋
で
し
た
。
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名
古
屋
が
残
っ
た
理
由
は
、
広
大
な
土
地
の
寄
進
と
奉
安
施
設
の
建
設
資
金
が
集
ま
る
見
込
み
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
当
時
の
記
録
を

読
む
と
、
約
十
万
坪
の
土
地
と
今
の
お
金
に
換
算
し
て
一
千
億
円
近
い
資
金
を
確
保
で
き
る
見
込
み
で
し
た
。

　

当
然
、
京
都
は
納
得
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
最
終
的
に
は
帝
国
仏
教
会
の
会
議
で
投
票
に
よ
っ
て
決
め
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

会
議
の
場
所
は
京
都
建
仁
寺
。
何
と
「
投
票
の
方
法
が
気
に
入
ら
な
い
」
と
言
っ
て
京
都
派
が
退
席
し
て
い
る
間
に
、
名
古
屋
派
だ
け
で

強
行
採
決
し
て
決
ま
っ
た
そ
う
で
す
（
笑
）。
嘘
の
よ
う
な
本
当
の
話
で
、
興
味
深
い
で
す
ね
。
調
べ
る
う
ち
に
そ
う
し
た
史
実
に
も
触

れ
、「
こ
れ
は
面
白
い
」
と
感
じ
、
は
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
笑
）。

　

さ
ら
に
「
覚
王
山
の
『
覚
王
』
は
お
釈
迦
様
の
名
前
だ
」
と
気
づ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
覚
王
山
と
い
う
場
所
は
、
日
泰
寺
が
で
き
る

前
は
私
の
小
学
校
の
名
前
で
あ
る
田
代
と
い
う
地
名
で
し
た
。
ご
真
骨
を
奉
安
す
る
日
泰
寺
が
創
建
さ
れ
た
こ
と
で
、
山
号
を
そ
の
ま
ま

地
名
に
し
て
「
覚
王
山
」
と
い
う
地
名
に
変
更
。
私
の
知
る
限
り
、
地
名
に
お
釈
迦
様
の
名
前
が
つ
い
て
い
る
の
は
覚
王
山
だ
け
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
の
話
で
お
気
づ
き
の
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、「
日
本
」
と
「
タ
イ
」
で
「
日
泰
寺
」
で
す
。
創
建
当
時
は
「
タ
イ
」
は

「
シ
ャ
ム
」
と
言
い
ま
し
た
の
で
、
寺
号
も
「
日
暹
（
せ
ん
）
寺
」。
シ
ャ
ム
が
タ
イ
に
名
前
が
変
わ
り
、
昭
和
十
七
年
に
「
日
泰
寺
」
に

改
名
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
泰
寺
の
ご
本
尊
は
日
本
の
仏
像
と
少
し
違
い
ま
す
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
国
王
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
タ
イ
の
国
宝
、

釈
迦
金
銅
像
が
ご
本
尊
で
す
。
ご
本
尊
の
上
に
は
国
王
か
ら
い
た
だ
い
た
タ
イ
語
の
額
が
か
か
っ
て
い
る
ほ
か
、
本
堂
前
の
仏
旗
の
横
に

は
タ
イ
国
旗
も
掲
揚
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ン
国
王
の
銅
像
も
立
っ
て
お
り
、
折
々
に
タ
イ
の
王
室
や
政
府
の
賓
客

が
来
訪
し
て
い
ま
す
。

　

創
建
の
経
緯
か
ら
、
全
国
唯
一
の
十
九
宗
派
の
共
同
寺
院
、
超
宗
派
の
寺
院
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
現
在
は
曹
洞
宗
の
高
僧
が
代
表

を
お
務
め
で
す
。

　

政
治
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
と
、
嫌
な
こ
と
も
沢
山
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
仏
教
の
史
実
を
調
べ
た
り
、
コ
ラ
ム
を
書
く
こ
と
は
、
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私
に
と
っ
て
は
至
福
の
時
間
（
笑
）。
本
当
に
心
が
休
ま
る
の
で
、
気
が
つ
い
た
ら
十
八
年
も
書
き
続
け
て
い
ま
す
。

　

や
が
て
仏
教
書
の
老
舗
出
版
社
、
大
法
輪
閣
さ
ん
か
ら
仏
教
本
を
上
梓
す
る
こ
と
と
な
り
、
一
冊
目
が
『
覚
王
山
と
弘
法
大
師
の
生

涯
』、
二
冊
目
が
お
釈
迦
様
の
生
涯
か
ら
日
本
の
近
代
仏
教
ま
で
の
流
れ
を
書
き
下
ろ
し
た
『
仏
教
通
史
』、
三
冊
目
が
一
昨
年
出
版
し
た

『
四
国
霊
場
と
般
若
心
経
』。
ま
た
、
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
の
仏
教
講
座
な
ど
も
頼
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
活
動
の
中
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
仏
教
の
教
え
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
苦
し
い
局
面
で
「
あ

あ
、
救
わ
れ
た
な
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
こ
と
が
何
度
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
経
験
も
、
仏
教
が
趣
味
と
言
っ
て
憚
ら
な
い
境
地

に
至
っ
て
い
る
理
由
で
す
。

　

現
在
も
母
校
の
早
稲
田
大
学
で
客
員
教
授
を
務
め
て
い
ま
す
が
、
本
業
の
著
書
の
内
容
も
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
昨
年
『「
賢
い
愚
か
者
」
の
未
来
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
を
大
学
出
版
部
か
ら
上
梓
し
ま
し
た
。
内
容
は
本
業
の
政
治
経

済
や
公
共
政
策
に
関
す
る
も
の
で
す
。

　

一
昨
年
の
夏
に
原
稿
を
書
き
終
え
た
直
後
に
総
選
挙
に
な
り
、
野
党
が
分
裂
。
選
挙
後
に
事
態
収
拾
の
た
め
に
代
表
に
就
任
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
困
難
な
道
の
り
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
『「
賢
い
愚
か
者
」
の
未
来
』
の
中
に
「
第
五
章　

中
道
の
す
す
め
」
と
い
う
内
容
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
意
図
的
に
入
れ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
総
選
挙
前
に
書
き
終
え
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
全
く
偶
然
で
す
。
ど
の
よ
う
に
混
迷
を
収
斂
さ
せ
る
か
。
日
銀

で
十
八
年
、
国
会
議
員
と
し
て
十
八
年
、
仕
事
を
す
る
中
で
、
物
事
の
落
と
し
ど
こ
ろ
を
見
い
出
す
た
め
に
は
「
中
道
」
と
い
う
考
え
方
、

あ
る
い
は
思
考
方
法
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
、
自
然
に
そ
う
い
う
章
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
分
裂
騒
動
。
選
挙
後
は
混
乱
の
渦
中
の
存
在
と
な
り
、「
人
間
の
修
羅
と
は
こ
う
い
う
も
の
か
」
と
思
う
場
面
が

何
度
も
あ
り
ま
し
た
。
各
人
言
い
た
い
放
題
。
罵
詈
雑
言
も
浴
び
て
「
い
や
、
困
っ
た
も
ん
だ
」「
人
間
の
欲
と
業
と
は
か
く
な
る
も
の

か
」
と
思
い
な
が
ら
、
気
分
転
換
に
原
稿
の
校
正
を
し
て
い
ま
し
た
（
笑
）。
大
学
出
版
部
の
ベ
テ
ラ
ン
編
集
者
か
ら
は
「
こ
ん
な
本
を
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書
く
か
ら
、
お
釈
迦
様
か
ら
中
道
の
実
践
課
題
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
ね
」
と
冷
や
か
さ
れ
、「
い
や
い
や
、
そ
う
か
」
と
思
い
な
が
ら
今

日
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
所
長
様
と
の
ご
縁
を
い
た
だ
き
、
こ
う
し
て
こ
の
場
に
お
伺
い
し
て
い
る
次
第
で
す
。
本
日
は
、
政
治
家
と
し

て
の
み
な
ら
ず
、
研
究
者
の
端
く
れ
、
さ
ら
に
は
仏
教
を
趣
味
と
す
る
在
家
信
者
と
し
て
、
様
々
な
思
い
を
率
直
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
頂
戴
し
た
こ
と
に
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
で
は
、
本
題
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
人
間
」
と
は
何
か

　

政
治
家
は
森
羅
万
象
を
対
象
と
し
ま
す
。
私
の
場
合
、
研
究
者
や
大
学
の
教
員
と
し
て
の
活
動
も
続
け
て
い
ま
す
の
で
、
相
俟
っ
て
い

ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

大
学
の
授
業
で
最
初
に
学
生
に
問
い
か
け
る
質
問
が
あ
り
ま
す
。「
人
間
だ
け
が
、
地
球
上
の
生
物
の
中
で
、
言
語
を
持
ち
、
科
学
を

持
ち
、
芸
術
な
ど
の
文
化
を
持
ち
、
宗
教
を
持
っ
て
い
ま
す
。
人
間
は
地
球
上
で
一
番
優
れ
た
生
物
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
学
生
に
聞
き

ま
す
。
国
政
報
告
会
な
ど
で
も
、
参
加
者
に
問
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

私
の
授
業
は
約
百
人
で
す
が
、「
人
間
が
一
番
優
れ
て
い
る
」
と
回
答
す
る
学
生
の
割
合
は
約
半
分
の
印
象
で
す
。
個
別
に
意
見
を
求

め
る
と
、
機
転
の
き
く
学
生
は
「
そ
う
い
う
質
問
を
す
る
の
だ
か
ら
、
き
っ
と
違
う
答
え
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
、
い

ろ
い
ろ
考
え
て
発
言
し
ま
す
。
と
は
言
え
、
総
じ
て
「
人
間
が
一
番
優
れ
て
い
る
」
と
回
答
す
る
学
生
の
割
合
は
約
半
分
で
す
。

　
「
人
間
が
一
番
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
回
答
に
対
し
、
私
は
い
つ
も
次
の
よ
う
に
更
問
い
し
ま
す
。「
そ
う
で
す
か
。
生
き
る
た
め
に
他

の
生
物
を
捕
食
す
る
、
命
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、
生
物
の
宿
命
で
あ
り
、
食
物
連
鎖
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
し
か
し
、
生
き
る
目

的
以
外
で
他
の
生
物
を
殺
し
た
り
、
い
わ
ん
や
絶
滅
さ
せ
、
さ
ら
に
は
同
種
同
士
で
殺
し
合
う
の
は
、
地
球
上
の
生
物
の
中
で
人
間
だ
け

で
す
が
、
そ
れ
で
も
人
間
は
一
番
優
れ
て
い
ま
す
か
」
と
聞
く
と
、
驚
い
た
よ
う
な
表
情
を
見
せ
ま
す
。
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二
〇
一
五
年
に
カ
ナ
ダ
の
ビ
ク
ト
リ
ア
大
学
が
発
表
し
た
研
究
論
文
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。「
他
の
動
植
物
を
絶
滅
さ
せ
て
き
て
い

る
人
間
は
、
地
球
上
の
生
物
の
中
で
最
も
有
害
で
あ
り
、
ス
ー
パ
ー
捕
食
者
で
あ
る
」
と
い
う
内
容
の
科
学
論
文
で
す
。
絶
滅
さ
せ
た
履

歴
な
ど
も
具
体
的
に
示
し
た
内
容
で
、
偶
然
そ
れ
を
読
ん
で
「
な
る
ほ
ど
な
ぁ
」
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

　

学
生
に
問
い
か
け
ま
す
。
人
間
は
他
の
生
物
を
絶
滅
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
同
種
同
士
で
も
争
い
、
殺
し
合
う
。
ス
ー
パ
ー
捕
食
者
以

上
の
愚
か
者
で
す
。
な
ぜ
、
争
う
の
か
。
争
い
ご
と
に
は
当
然
原
因
が
あ
り
ま
す
。
争
い
ご
と
の
当
事
者
は
自
分
の
「
正
し
さ
」
を
主
張

し
ま
す
。「
正
義
」
と
「
正
義
」
を
主
張
し
合
っ
て
争
う
場
合
、
ど
ち
ら
の
「
正
義
」
が
「
正
義
」
な
の
か
。

　

国
内
で
も
、
国
家
間
で
も
、
争
い
ご
と
に
は
原
因
が
あ
り
ま
す
。
表
向
き
は
民
族
紛
争
や
大
義
の
争
い
で
あ
っ
て
も
、
ず
っ
と
掘
り
下

げ
て
い
く
と
、
結
局
は
経
済
的
な
利
害
対
立
が
本
質
的
原
因
で
あ
る
こ
と
が
大
半
で
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
皆
が
豊
か
に
な
れ
ば
争
い
ご
と
は
な
く
な
る
は
ず
で
す
が
、
現
実
に
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
豊
か
で
あ
っ
て

も
、
他
人
や
他
国
と
比
較
し
て
、
他
人
や
他
国
が
よ
り
豊
か
で
あ
れ
ば
、「
自
分
た
ち
は
不
利
益
を
被
っ
て
い
る
」「
許
せ
な
い
」
と
い
う

感
覚
に
な
り
が
ち
な
の
が
人
間
の
愚
か
さ
で
す
。
欲
の
為
せ
る
業
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

人
間
だ
け
が
、
言
語
、
科
学
、
文
化
、
宗
教
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
争
い
ご
と
を
す
る
こ
と
な
く
、
言
語
で
話
し
合
っ
て
理
解
し
合
い
、

落
と
し
ど
こ
ろ
を
探
す
。
あ
る
い
は
、
皆
が
豊
か
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
争
う
の
で
あ
れ
ば
、
科
学
で
豊
か
さ
を
高
め
、
そ
れ
を
共
有
し

合
え
ば
よ
い
。
芸
術
や
文
化
に
触
れ
て
心
を
涵
養
し
、
争
う
気
持
ち
を
和
ら
げ
る
。
宗
教
に
至
っ
て
は
、
ま
さ
し
く
争
い
ご
と
を
な
く
す

た
め
に
信
仰
心
を
高
め
る
の
が
本
来
の
役
割
。
お
そ
ら
く
神
仏
は
、
人
間
が
地
球
上
で
一
番
愚
か
で
有
害
で
あ
る
が
故
に
、
人
間
だ
け
に

言
語
や
科
学
や
文
化
や
宗
教
を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
は
そ
の
言
語
で
罵
り
合
い
、
科
学
で
殺
戮
兵
器
を
つ
く
り
、
芸
術
品
を

奪
い
合
い
、
宗
教
が
争
い
ご
と
の
も
と
に
な
る
場
合
も
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
説
明
し
た
う
え
で
、「
人
間
と
い
う
の
は
実
に
厄
介
な
生
き
物
で
す
ね
」
と
語
り
か
け
る
と
、
学
生
は
真
剣
に
聞
き
入
っ
て

く
れ
ま
す
。
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国
政
報
告
で
は
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。
原
発
の
問
題
に
せ
よ
、
安
全
保
障
の
問
題
に
せ
よ
、
直
接
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
語

る
前
に
、
で
き
る
限
り
今
の
よ
う
な
話
を
聞
い
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
政
治
好
き
な
人
の
中
に
は
「
自
分
の
考
え
が
正
し
い
」

「
自
分
が
正
義
な
ん
だ
」
と
主
張
す
る
タ
イ
プ
の
人
が
時
々
い
ま
す
。
異
な
る
意
見
を
聞
く
耳
を
持
た
な
い
と
い
う
雰
囲
気
の
人
も
結
構

い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
の
気
持
ち
を
和
ら
げ
る
た
め
に
も
、
そ
も
そ
も
「
人
間
と
は
ど
う
い
う
特
性
を
も
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と

を
聞
い
て
も
ら
い
ま
す
。

　

人
間
は
な
ぜ
争
い
合
う
の
か
。
少
し
硬
い
言
葉
で
す
が
、
唯
物
論
と
唯
心
論
。
物
に
こ
だ
わ
る
、
物
に
執
着
す
る
唯
物
論
。
欲
す
る
気

持
ち
、
欲
。
恐
ら
く
全
て
の
争
い
ご
と
の
深
層
の
原
因
で
す
。
唯
心
論
も
同
じ
で
す
。
心
す
ら
、
そ
の
思
い
は
個
人
的
な
こ
だ
わ
り
、
執

着
で
す
。
物
で
あ
れ
、
心
で
あ
れ
、
結
局
、
人
間
は
何
か
に
こ
だ
わ
り
ま
す
。「
正
し
い
」
こ
と
や
、「
正
義
」
に
も
こ
だ
わ
り
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
自
分
が
「
正
し
い
」「
正
義
」
と
思
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
ま
す
。

　
「
自
分
の
主
張
が
正
し
い
。
自
分
の
考
え
に
従
わ
な
い
限
り
、
許
さ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
ら
、
争
い
ご
と
は
な

く
な
ら
ず
、
何
の
答
も
見
い
出
せ
ま
せ
ん
。「
正
義
」
と
「
正
義
」
を
主
張
し
合
っ
て
争
い
ご
と
に
な
り
ま
す
。
ど
ち
ら
の
「
正
義
」
が

「
正
義
」
な
の
か
と
問
い
か
け
る
と
、
学
生
も
神
妙
な
面
持
ち
で
考
え
込
み
ま
す
。

「
正
し
い
」
と
は
何
か
、「
正
義
」
と
は
何
か

　

カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
の
仏
教
講
座
の
際
に
は
、
最
初
に
仏
教
用
語
の
こ
と
を
話
し
ま
す
。
今
日
は
本
職
の
ご
住
職
の
皆
さ
ん
を
前
に

し
て
い
る
の
で
ず
い
ぶ
ん
気
が
引
け
ま
す
が
、
掴
み
と
言
う
か
、
だ
い
た
い
次
の
よ
う
な
感
じ
で
話
し
始
め
ま
す
。

　
「
皆
さ
ん
、
今
日
は
よ
う
こ
そ
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
早
稲
田
大
学
客
員
教
授
と
い
う
肩
書
で
講
座
の
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
私
が
大
学
で
教
え
て
い
る
の
は
経
済
学
で
あ
り
、
仏
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
は
あ
く
ま
で
趣
味
。
そ
ん
な

私
の
よ
う
な
素
人
の
仏
教
講
座
に
ご
参
加
い
た
だ
い
て
い
る
皆
さ
ん
は
、
き
っ
と
日
常
生
活
の
中
で
何
か
不
満
や
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
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『
ま
あ
、
仏
教
の
話
し
で
も
聞
い
て
み
た
ら
、
少
し
ぐ
ら
い
気
が
休
ま
る
か
な
。
腹
の
立
つ
こ
と
、
我
慢
す
る
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、

ま
っ
た
く
嫌
に
な
る
。
何
で
自
分
だ
け
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
』
な
ど
と
思
っ
て
、
今
日
の
講
座
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

で
は
な
い
で
す
か
」
と
切
り
出
す
と
、
に
こ
や
か
に
頷
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。「
本
当
に
こ
の
世
の
中
、
我
慢
、
我
慢
っ
て
、
我
慢
す
る

こ
と
ば
か
り
多
く
て
、
嫌
で
す
よ
ね
ぇ
」
と
申
し
上
げ
た
う
え
で
、「
で
も
、
我
慢
と
い
う
言
葉
は
仏
教
用
語
と
い
う
こ
と
を
ご
存
じ
で

す
か
」
と
聞
く
と
、
皆
さ
ん
、
キ
ョ
ト
ン
と
し
た
お
顔
に
な
り
ま
す
。
そ
の
う
え
で
説
明
を
始
め
ま
す
。

　
「
仏
教
的
に
は
『
自
我
の
慢
心
』
を
略
し
て
『
我
慢
』
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、『
う
ち
の
亭
主
は
ひ
ど
い
』『
女
房
が
気
に
入
ら
な
い
』

『
隣
に
嫌
な
奴
が
引
っ
越
し
て
き
た
』『
あ
い
つ
、
何
で
あ
ん
な
こ
と
す
る
ん
だ
ろ
う
』
と
い
う
不
満
や
憤
り
は
、
そ
う
い
う
気
持
ち
が
湧

い
て
く
る
前
提
と
し
て
『
そ
も
そ
も
亭
主
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
』『
女
房
が
悪
い
』『
隣
の
奴
は
ひ
ど
い
』『
あ
い
つ
の

す
る
こ
と
は
お
か
し
い
』
等
々
、
自
分
の
価
値
観
や
物
差
し
で
予
め
裁
い
て
し
ま
っ
て
い
る
、
善
悪
を
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
、
判
断
を

下
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
」
と
問
い
か
け
る
と
、
皆
さ
ん
「
そ
う
い
え
ば
」
と
い
う
よ
う
な
表
情
に
な

り
ま
す
。

　

目
の
前
は
本
職
の
ご
住
職
ば
か
り
で
す
。
お
そ
ら
く
、
皆
様
方
も
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
寺
院
の
法
話
な
ど
で
、
よ
り
正
確
な
こ
と
を
お
伝
え

い
た
だ
い
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
も
う
少
々
素
人
の
話
に
お
つ
き
あ
い
く
だ
さ
い
。

　
「
ほ
ん
と
、
我
慢
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
よ
ね
。『
隣
に
変
な
人
が
引
っ
越
し
て
き
て
、
ゴ
ミ
出
し
の
ル
ー
ル
を
守
ら
ず
、
迷
惑
千
万
。

嫌
な
こ
と
ば
っ
か
り
で
、
愚
痴
の
ひ
と
つ
も
言
い
た
く
な
る
』
と
思
う
の
も
当
然
で
す
よ
ね
。
で
も
、
こ
の
『
迷
惑
』
も
『
愚
痴
』
も
、

仏
教
用
語
で
す
よ
」
と
申
し
上
げ
る
と
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
皆
さ
ん
の
興
味
が
一
段
と
高
ま
り
、
私
ご
と
き
の
話
を
さ
ら
に
し
っ
か
り
と

聞
い
て
く
れ
ま
す
。

　
「『
迷
惑
』
は
『
自
分
が
迷
い
惑
っ
て
い
る
』
こ
と
を
白
状
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
け
っ
こ
う
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
う
ろ

た
え
て
い
る
、
狼
狽
し
て
い
る
こ
と
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。『
愚
痴
』
は
読
ん
で
字
の
ご
と
く
『
愚
か
な
知
恵
』。
人
前
で
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『
愚
か
な
知
恵
』
を
話
す
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
。
聞
い
て
い
る
方
も
決
し
て
気
持
ち
の
い
い
も
の
で
は
な
い
で
す
ね
。

僕
自
身
は
『
我
慢
』『
迷
惑
』『
愚
痴
』
の
三
つ
が
仏
教
用
語
だ
と
知
っ
て
以
来
、
こ
の
三
つ
の
言
葉
を
人
前
で
言
え
な
く
な
り
ま
し
た

（
笑
）。
こ
の
三
つ
が
仏
教
用
語
だ
と
知
っ
た
だ
け
で
も
、
仏
教
講
座
に
来
た
甲
斐
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
で
終
わ
り

ま
す
」
と
言
っ
て
笑
い
を
誘
い
ま
す
（
笑
）。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
終
わ
り
ま
せ
ん
。
本
論
は
そ
こ
か
ら
で
す
。

　

つ
ま
り
、
争
い
ご
と
は
、
自
分
の
価
値
観
や
判
断
基
準
で
裁
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
と
、
我
慢
す

る
こ
と
も
、
迷
惑
に
思
う
こ
と
も
、
愚
痴
が
出
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
そ
の
点
に
気
づ
い
て
い
た
だ
き
、
ご
納
得
い
た
だ
い
て
、

本
論
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

現
在
の
米
国
と
中
国
、
ト
ラ
ン
プ
と
習
近
平
の
争
い
も
同
じ
こ
と
で
す
。
日
本
と
韓
国
、
日
本
と
中
国
、
そ
の
他
の
国
際
紛
争
も
、
次

元
こ
そ
違
え
、
構
造
は
一
緒
で
す
。
双
方
が
自
国
の
価
値
観
と
判
断
基
準
で
相
手
国
を
裁
き
、「
こ
っ
ち
が
正
し
い
」「
む
こ
う
が
間
違
っ

て
い
る
」
と
言
っ
て
、「
正
し
さ
」
の
角
を
突
き
合
わ
せ
、「
正
義
」
と
「
正
義
」
を
主
張
し
あ
っ
て
、
結
局
、
最
後
は
「
こ
ち
ら
の
言
う

こ
と
を
聞
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
一
発
殴
っ
て
や
る
」
と
い
う
展
開
に
な
る
の
が
人
間
社
会
。
だ
か
ら
、
人
間
だ
け
が
言
語
、
科
学
、
文

化
、
宗
教
を
与
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
他
の
生
物
が
到
底
や
ら
な
い
よ
う
な
残
虐
、
極
悪
非
道
な
こ
と
や
地
球
に
害
を
及
ぼ
す

こ
と
を
い
っ
ぱ
い
や
る
わ
け
で
す
。
果
て
は
、
他
の
生
物
で
は
あ
り
え
な
い
同
種
同
士
で
の
殺
戮
に
及
び
ま
す
。

　

政
治
家
と
し
て
仕
事
を
し
て
い
る
結
果
、
こ
う
い
う
こ
と
を
深
く
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
考
え
な
い
政
治
家

も
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
た
ま
た
ま
仏
教
と
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、「
正
し
い
」
と
は
何
か
、

「
正
義
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

お
手
元
に
「
仏
教
伝
来
と
日
本
の
仏
教
」
と
い
う
年
表
（
資
料
１
）
を
配
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
が
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
の

仏
教
講
座
で
使
っ
て
い
る
資
料
で
す
。
こ
の
よ
う
な
ま
と
め
方
で
仏
教
史
を
整
理
し
た
も
の
は
一
般
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
素

人
の
仏
教
研
究
家
と
し
て
の
私
の
勝
手
な
整
理
の
仕
方
で
す
の
で
、
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。
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私
の
仏
教
講
座
で
は
、
仏
教
史
を
六
段
階
に
分
け
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
第
一
は
お
釈
迦
様
の
生
涯
、
第
二
は
仏
教
が
西
域
や
中
国
、

朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
日
本
に
伝
わ
る
ま
で
、
第
三
は
日
本
へ
の
仏
教
公
伝
と
聖
徳
太
子
の
生
涯
、
第
四
は
日
本
仏
教
の
礎
と
な
っ
た
役

行
者
、
行
基
、
鑑
真
に
つ
い
て
、
第
五
は
最
澄
と
空
海
、
第
六
は
鎌
倉
六
宗
派
と
今
日
に
至
る
仏
教
、
の
六
つ
で
す
。

　

こ
れ
は
拙
著
『
仏
教
通
史
』
の
章
立
て
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
役
行
者
の
こ
と
は
ご
存
知
な
い
方
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
役
行
者
、
行

基
、
鑑
真
の
三
人
が
い
な
か
っ
た
ら
、
お
そ
ら
く
、
今
日
の
よ
う
な
日
本
固
有
の
仏
教
は
誕
生
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
澄
と
空
海
の
偉
大
さ
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
両
巨
人
が
い
な
け
れ
ば
、
仏
教
ど
こ
ろ
か
、
日
本
の
社
会
の
姿
が
大

き
く
変
わ
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

さ
き
ほ
ど
お
話
し
し
た
『「
賢
い
愚
か
者
」
の
未
来
』
と
い
う
拙
著
を
昨
年
二
月
に
上
梓
し
た
と
こ
ろ
、「
こ
の
本
の
内
容
で
講
座
や
講

演
を
や
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
ご
要
望
を
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
の
概
要
は
書
評
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
第
五

章
に
「
中
道
の
す
す
め
」
と
い
う
内
容
も
入
っ
て
い
る
せ
い
か
、
他
の
仏
教
宗
派
に
も
呼
ん
で
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際

の
レ
ジ
ュ
メ
が
資
料
２
の
「
仏
教
と
現
代
」
で
す
。
今
日
の
タ
イ
ト
ル
と
同
じ
で
す
が
、『「
賢
い
愚
か
者
」
の
未
来
』
を
題
材
に
七
回
シ

リ
ー
ズ
、
二
十
時
間
以
上
か
け
て
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時
の
レ
ジ
ュ
メ
で
す
。
今
日
は
一
時
間
で
す
の
で
、
一
枚
紙
の
レ
ジ
ュ
メ
に

沿
っ
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

世
界
地
図
（
参
考
１
）
も
お
配
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
地
図
の
右
の
○
印
の
と
こ
ろ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
お
釈
迦
様
が
活
動

さ
れ
た
地
域
、
つ
ま
り
八
大
聖
地
が
あ
る
場
所
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
講
演
で
お
釈
迦
様
の
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、

死
ぬ
ま
で
の
間
に
、
一
度
は
八
大
聖
地
を
巡
っ
て
御
礼
申
し
上
げ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
（
笑
）。

　

お
釈
迦
様
と
全
く
同
じ
時
代
に
、
左
側
の
○
印
の
と
こ
ろ
に
大
変
著
名
な
偉
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
誰
も
が
知
っ
て
い
る
偉
人

で
す
。
大
学
の
講
義
で
も
学
生
に
聞
く
の
で
す
が
、
今
ま
で
即
答
で
き
た
人
は
い
ま
せ
ん
。
答
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
。
調
べ
て
み
る
と
驚
き
で

す
が
、
お
釈
迦
様
と
全
く
同
じ
時
期
に
こ
の
世
に
生
を
受
け
て
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
。
数
年
違
い
で
す
。
ま
る
で
、
七
歳
違
い
だ
っ
た
最
澄
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さ
ん
と
空
海
さ
ん
の
よ
う
で
す
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
登
場
し
た
頃
、
地
中
海
沿
岸
で
都
市
国
家
が
誕
生
し
始
め
、
人
々
が
集
ま
り
、
議
論
し
て
物
事
を
決
め
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
税
を
集
め
、
何
に
使
う
か
。
ど
こ
の
国
と
外
交
関
係
を
結
び
、
ど
こ
の
国
と
戦
争
を
す
る
の
か
。「
自
分
の
意
見

が
正
し
い
」「
我
々
の
考
え
が
正
義
だ
」
と
言
っ
て
角
を
突
き
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
登
場
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
。「
正
し

い
」
と
は
何
か
、「
正
義
」
と
は
何
か
、
と
考
え
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
が
西
洋
哲
学
の
始
ま
り
で
す
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
お
釈
迦
様
と
活
動
時
期
が
一
緒
な
だ
け
で
は
な
く
、
お
釈
迦
様
と
同
じ
く
、
書
き
物
を
一
切
残
し
て
い
ま
せ
ん
。
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
言
葉
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
は
、
全
て
弟
子
の
プ
ラ
ト
ン
が
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
が
プ
ラ
ト

ン
、
プ
ラ
ト
ン
の
弟
子
、
つ
ま
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
孫
弟
子
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
す
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
考
え
方
は
次
の
と
お
り
で
す
。「
正
し
い
」
と
は
何
か
、「
正
義
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を

聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
絶
対
的
に
は
決
め
ら
れ
な
い
。
何
か
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
議
論
す
べ
き
こ
と
の
対
象
に
つ
い
て
、

ま
ず
は
事
実
を
十
分
に
公
開
共
有
し
、
そ
し
て
時
間
の
許
す
限
り
熟
議
を
尽
く
す
。
そ
し
て
、
決
ま
っ
た
こ
と
に
は
従
う
け
れ
ど
も
、
何

が
「
正
し
い
」
か
は
一
概
に
は
言
え
な
い
の
で
、
決
ま
っ
た
後
で
も
権
力
は
な
お
抑
制
的
に
運
用
す
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
に
至
っ
た
の

が
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
す
。
つ
ま
り
、
民
主
主
義
の
ル
ー
ツ
で
す
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
最
後
に
毒
を
飲
ん
で
自
ら
命
を
絶
ち
ま
す
。
罪
に
問
わ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
無
罪
を
主
張
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
定

め
ら
れ
た
手
続
き
を
経
て
、
議
論
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
結
論
に
従
う
こ
と
は
、
自
ら
も
参
加
し
て
決
め
た
ル
ー
ル
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
判
断
で
は
自
分
を
有
罪
と
す
る
結
論
は
「
正
し
い
」
と
は
思
わ
な
い
が
、
決
ま
っ
た
こ
と
に
は
従
わ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
、
自
分
は
判
決
ど
お
り
に
毒
を
飲
ん
で
自
ら
命
を
絶
つ
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
そ
う
い
う
思
考
で
無
罪
を
主
張
し
な
が
ら

判
決
に
従
っ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

以
来
、
西
洋
哲
学
は
進
化
を
続
け
て
い
ま
す
。
現
在
の
哲
学
者
の
中
で
は
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
と
か
が
有
名
で
す
が
、
現
時
点
で
の
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最
高
の
哲
学
者
は
イ
ン
ド
人
の
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
だ
と
思
い
ま
す
。
セ
ン
は
ア
ジ
ア
人
で
唯
一
の
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
者
。
今

年
、
八
十
六
歳
で
す
。
セ
ン
は
晩
年
に
哲
学
の
領
域
に
傾
倒
し
、「
正
義
の
ア
イ
デ
ア
」
と
い
う
本
を
二
〇
〇
九
年
に
著
し
、
日
本
語
版

も
二
○
一
一
年
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
読
ん
で
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
正
し
い
」
と
は
何
か
、「
正
義
」
と
か
何
か
は
、

一
概
に
は
決
め
き
れ
な
い
。
事
実
を
共
有
し
、
熟
議
を
尽
く
し
、
決
ま
っ
た
こ
と
に
は
従
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、
権
力
は

抑
制
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
二
千
五
百
年
前
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
学
者
や
政
治
家
の
罪
は
重
い
。
と
言
う
の
は
、
政
治
的
、
哲
学
的
な
概
念
を
誤
用
し
て
流
布
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、

「
保
守
」
と
「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
い
う
概
念
も
本
来
の
意
味
と
は
全
く
異
な
る
使
い
方
を
し
て
い
ま
す
。「
リ
ベ
ラ
ル
」
は
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
」
で
す
か
ら
、
自
由
主
義
で
す
。「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、「
人
に
優
し
い
」
と
か
「
平
和
主
義
」
と
い
う
概
念
は
直
接
的
に

は
導
き
出
せ
ま
せ
ん
。
誤
用
さ
れ
て
い
ま
す
。「
中
道
」
も
同
じ
で
す
。「
中
道
」
の
こ
と
を
「
足
し
て
二
で
割
る
」
よ
う
な
説
明
を
す
る

政
治
学
者
や
政
治
家
が
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
簡
単
な
意
味
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
中
道
」
と
い
う
言
葉
や
概
念
を
考
え
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
英
語
で
も
「
ザ
・
ミ
ド
ル
・
オ
ブ
・
ザ
・
ウ
ェ
イ
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
困
っ
た
も
の
で
す
。
今
日
の
皆
様
方
に
は
そ

れ
こ
そ
釈
迦
に
説
法
で
す
が
、「
中
道
」
は
「
異
な
る
意
見
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
時
々
の
対
処
の
仕
方
を
見
い
だ
し
て
い
く
」

思
考
方
法
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
諭
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
最
初
に
議
論
す
べ
き
対
象
に
関
し
て
事
実
を
公
開
共
有
し
合
う
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
事
実
で
す
ら
曖
昧

で
あ
る
と
こ
ろ
に
人
間
社
会
の
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
原
発
や
国
際
紛
争
の
問
題
。
国
政
報
告
で
こ
う
し
た
問
題
を
取
り
上
げ

た
り
、
国
会
で
議
論
し
て
い
て
も
、
自
分
の
意
見
が
絶
対
に
正
し
い
と
激
高
し
て
み
た
り
、
主
張
の
根
拠
と
な
る
事
実
を
明
示
し
な
か
っ

た
り
、
つ
ま
り
思
い
込
み
で
曖
昧
な
内
容
を
主
張
し
、
角
を
突
き
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
、
一
人
ひ
と
り
の
意
見
を
聞

い
て
い
る
と
、「
な
る
ほ
ど
」
と
思
う
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
何
か
の
結
論
や
方
針
を
ひ
と
つ
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
で
は
、

「
事
実
と
は
如
何
に
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
か
」「
正
し
い
と
か
正
義
は
、
断
じ
る
こ
と
が
如
何
に
難
し
い
も
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
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感
じ
ま
す
。

　

こ
の
「
中
道
」
の
意
味
と
難
し
さ
を
、
大
学
で
学
生
に
講
義
し
た
り
、
国
政
報
告
会
で
一
般
の
皆
さ
ん
に
説
明
す
る
時
に
、
考
え
て
も

ら
う
た
め
に
取
り
上
げ
る
の
が
中
近
東
の
事
例
で
す
。

　

皆
さ
ん
の
お
手
元
に
は
中
近
東
の
地
図
（
参
考
２
）
を
配
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
地
図
の
領
域
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
に

は
概
ね
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
帝
国
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
は
ド
イ
ツ
の
味
方
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
ド
イ
ツ
側
で
参
戦
。
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
と
戦
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
の
敵
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
は
領
土
が
広
大
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
中
に
は
、
ア
ラ
ブ
人
も
い
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
異
民
族
を

支
配
し
て
い
た
の
が
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
で
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
は
そ
こ
に
目
を
つ
け
ま
し
た
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
ア
ラ
ブ
人
に
は
「
自
分
た
ち
に
協
力
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
勝
っ
た

場
合
に
は
ア
ラ
ブ
人
の
国
を
つ
く
る
」
と
い
う
密
約
を
結
び
ま
し
た
。
フ
サ
イ
ン
・
マ
ク
マ
ホ
ン
協
定
で
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
同
じ
よ
う

に
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
を
つ
く
る
」
と
密
約
。
バ
ル
フ
ォ
ア
宣
言
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ
ア
の
間
で
は
「
第
一
次
世
界
大
戦

で
勝
利
し
た
後
に
、
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
を
三
国
で
三
分
割
統
治
す
る
」
と
い
う
サ
イ
ク
ス
・
ピ
コ
協
定
を
結
び
、
三
重
外
交
を
展
開
し
ま

し
た
。
そ
の
時
に
暗
躍
し
た
の
が
、
日
本
で
は
映
画
の
影
響
で
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
っ
て
い
る
「
ア
ラ
ビ
ア
の
ロ
レ
ン
ス
」
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス

陸
軍
の
諜
報
員
、
ロ
レ
ン
ス
中
尉
で
す
。

　

そ
れ
以
前
の
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
の
歴
史
、
十
字
軍
の
歴
史
ま
で
遡
る
と
さ
ら
に
複
雑
な
過
去
が
あ
り
ま
す
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
起

点
に
し
て
考
え
る
と
以
上
の
と
お
り
で
す
。
そ
し
て
戦
後
、
イ
ギ
リ
ス
寄
り
の
国
、
フ
ラ
ン
ス
寄
り
の
国
、
ロ
シ
ア
寄
り
の
国
に
バ
ラ
バ

ラ
に
さ
れ
た
の
が
中
近
東
の
近
代
史
の
始
ま
り
で
す
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
二
十
一
年
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
。
ア
メ
リ
カ
も
戦
勝
国
と
な
り
、
中
近
東
の
支
配
構
造
に
割

っ
て
入
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
中
近
東
で
一
番
ア
メ
リ
カ
寄
り
の
国
と
し
て
イ
ラ
ン
を
支
援
し
、
現
在
の
六
十
歳
代
以
上
の
世
代
に
は
馴
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染
み
の
深
い
パ
ー
レ
ビ
国
王
が
イ
ラ
ン
に
君
臨
し
ま
し
た
。
親
ア
メ
リ
カ
時
代
の
イ
ラ
ン
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
「
ア
メ
リ
カ
寄
り
の
体
制
、
白
色
革
命
は
気
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
イ
ラ
ン
国
民
が
増
え
、
一
九
七
九
年
、
イ
ス
ラ
ム
教
原

理
主
義
者
を
中
心
に
し
た
イ
ス
ラ
ム
革
命
が
起
こ
り
、
国
外
亡
命
し
て
い
た
ホ
メ
イ
ニ
師
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
教
指
導
者
を
担
ぎ
出
し
、
パ

ー
レ
ビ
国
王
を
国
外
追
放
し
ま
し
た
。
私
が
予
備
校
生
の
時
で
し
た
が
、「
何
だ
か
よ
く
分
か
ら
な
い
け
ど
、
す
ご
い
こ
と
が
起
き
て
る

な
」
と
思
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

外
交
、
国
際
関
係
は
国
家
の
「
欲
」
の
為
せ
る
業
で
す
か
ら
、
深
層
は
シ
ン
プ
ル
で
す
。
敵
の
敵
は
味
方
。
味
方
の
敵
は
敵
。
ア
メ
リ

カ
に
と
っ
て
、
今
ま
で
味
方
だ
っ
た
パ
ー
レ
ビ
国
王
を
倒
し
た
新
し
い
イ
ラ
ン
政
府
は
も
は
や
敵
。
イ
ラ
ン
の
隣
国
イ
ラ
ク
は
、
そ
れ
ま

で
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
友
好
国
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
敵
の
敵
は
味
方
。
つ
ま
り
イ
ラ
ン
と
敵
対
し
て
い
た
イ
ラ
ク
は
、
ア
メ
リ

カ
の
味
方
に
な
り
ま
し
た
。「
イ
ラ
ク
に
威
勢
の
い
い
軍
人
が
い
る
ら
し
い
。
名
前
は
フ
セ
イ
ン
と
言
う
ら
し
い
が
、
彼
に
武
器
と
資
金

を
与
え
て
イ
ラ
ン
と
闘
わ
せ
よ
う
」
と
ア
メ
リ
カ
が
画
策
し
て
始
ま
っ
た
の
が
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
、
略
し
て
イ
ラ
イ
ラ
戦
争
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
想
定
以
上
に
イ
ラ
ク
が
強
く
な
り
す
ぎ
、
イ
ラ
イ
ラ
戦
争
終
盤
頃
に
は
イ
ラ
ク
は
世
界
第
四
の
軍
事
大
国
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
言
う
こ
と
を
聞
か
ず
、
隣
国
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
油
田
獲
得
を
狙
っ
て
突
如
侵
攻
。

　

ク
ウ
ェ
ー
ト
は
親
ア
メ
リ
カ
。
味
方
の
敵
は
敵
で
す
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
国
連
軍
を
組
織
し
て
イ
ラ
ク
と
開
戦
。
湾
岸
戦
争
の
始
ま
り

で
す
。
最
終
的
に
は
フ
セ
イ
ン
を
捕
縛
し
、
処
刑
し
ま
し
た
。

　

イ
ラ
ン
革
命
が
起
き
た
際
、
困
っ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ソ
連
の
影
響
下
に
あ
っ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
も
イ
ラ
ン

の
隣
国
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
イ
ラ
ン
革
命
が
波
及
し
そ
う
な
情
勢
を
憂
慮
し
た
ソ
連
は
突
如
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
侵
攻
。

　

す
る
と
、
ソ
連
に
蹂
躙
さ
れ
る
危
険
性
を
感
じ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
王
家
は
親
交
の
深
い
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
家
に
助
け
を
求
め
ま
し

た
。
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
家
は
、
若
く
て
血
筋
の
良
い
一
族
の
ひ
と
り
を
派
遣
し
、
義
勇
軍
を
作
ら
せ
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
ウ
サ
マ
・
ビ

ン
ラ
デ
ィ
ン
。
敵
の
敵
は
味
方
の
原
則
に
則
り
、
ア
メ
リ
カ
は
ソ
連
に
対
峙
す
る
ウ
サ
マ
・
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
に
武
器
と
資
金
を
供
与
。
つ

03-01　大塚.indd   99 2020/07/10   9:00



現代宗教研究　第54号（2020.3）　　100

ま
り
、
ウ
サ
マ
・
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
が
作
っ
た
ア
ル
カ
イ
ー
ダ
を
最
初
に
支
援
し
た
の
が
ア
メ
リ
カ
。
今
と
な
っ
て
は
不
思
議
な
構
図
で
す
。

　

英
雄
と
な
っ
て
凱
旋
帰
国
し
た
ウ
サ
マ
・
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
で
し
た
が
、
湾
岸
戦
争
の
た
め
に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
国
内
に
ア
メ
リ
カ
の
基

地
が
で
き
て
い
た
こ
と
に
憤
慨
。
お
そ
ら
く
「
神
聖
な
る
王
家
の
土
地
に
外
国
の
軍
事
基
地
を
置
く
と
は
許
し
難
い
」
と
い
う
理
屈
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
王
家
と
対
立
し
、
出
国
。
そ
の
後
は
地
下
に
潜
り
、
世
界
各
国
に
ア
ル
カ
イ
ー
ダ
の
組
織
を
増
殖
さ
せ
、
そ
の
過
程
で

様
々
な
テ
ロ
を
主
導
。
二
○
○
一
年
に
は
九
・
一
一
を
起
こ
し
ま
し
た
。

　

中
近
東
は
既
に
述
べ
た
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
今
も
イ
ス
ラ
エ
ル
と
対
立
。
十
分
に
民
主
化
も
進
ん
で
お
ら
ず
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
降

は
混
乱
と
迷
走
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
二
○
一
一
年
、
今
度
は
北
ア
フ
リ
カ
も
含
む
地
域
で
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
が
勃
発
し
ま

す
。
エ
ジ
プ
ト
を
筆
頭
に
、
各
国
で
独
裁
政
権
や
王
権
が
揺
ら
ぎ
、
民
主
化
運
動
が
連
鎖
。
大
半
の
国
で
民
主
化
運
動
側
が
勝
利
し
ま
し

た
が
、
シ
リ
ア
だ
け
は
独
裁
政
権
側
、
つ
ま
り
ア
サ
ド
大
統
領
が
勝
利
し
ま
し
た
。

　

ウ
サ
マ
・
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
が
作
っ
た
ア
ル
カ
イ
ー
ダ
の
分
派
組
織
の
ひ
と
つ
が
民
主
化
運
動
側
を
支
援
し
た
Ｉ
Ｓ
で
す
。
ア
サ
ド
政
権

は
ロ
シ
ア
寄
り
。
そ
う
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
ア
サ
ド
政
権
と
対
立
す
る
Ｉ
Ｓ
は
敵
の
敵
な
の
で
味
方
。
そ
の
構
図
の
結
果
と
し

て
、
ア
メ
リ
カ
は
Ｉ
Ｓ
に
武
器
と
資
金
を
提
供
し
、
Ｉ
Ｓ
を
強
化
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
途
中
か
ら
Ｉ
Ｓ
は
ア
メ
リ
カ
と
反
目
。
シ
リ
ア

情
勢
は
今
や
、
お
互
い
に
誰
が
敵
か
味
方
か
わ
か
ら
な
い
混
沌
と
し
た
状
況
で
す
。

　

何
が
「
正
義
」
か
、
何
が
「
正
し
い
」
か
は
、
か
く
も
曖
昧
で
意
味
不
明
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
争
い
ご
と
の
源
流
を
ど
こ
ま

で
遡
る
か
に
よ
っ
て
も
、
見
え
方
も
理
屈
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。「
正
義
」
と
「
正
義
」
を
主
張
し
合
い
、「
こ
っ
ち
が
正
義
だ
」「
そ
っ

ち
が
悪
だ
」
と
罵
り
合
っ
て
い
る
と
、
人
間
は
永
遠
に
地
球
上
で
最
も
有
害
で
愚
か
な
生
物
で
あ
り
続
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
神
仏
か
ら

天
罰
が
下
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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公
共
政
策
と
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え

　

現
在
教
壇
に
立
っ
て
い
る
早
稲
田
大
学
と
藤
田
医
科
大
学
の
ほ
か
に
、
二
○
○
五
年
か
ら
二
○
一
七
年
ま
で
中
央
大
学
大
学
院
公
共
政

策
研
究
科
で
修
士
論
文
の
指
導
を
し
て
い
ま
し
た
。
公
共
政
策
で
す
か
ら
何
を
テ
ー
マ
に
選
ん
で
も
よ
く
、
学
生
の
選
択
し
た
内
容
に
合

わ
せ
て
考
え
方
や
論
文
の
書
き
方
を
指
導
し
て
い
ま
し
た
。

　

十
三
年
間
に
約
六
十
人
指
導
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
う
ち
数
人
の
選
択
し
た
テ
ー
マ
が
「
お
寺
の
今
日
的
役
割
」
で
し
た
。
い
ず
れ

の
学
生
も
お
寺
の
子
弟
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
地
域
の
た
め
、
困
っ
て
い
る
人
の
た
め
に
、
お
寺
が
も
っ
と
公
共
的
な
役
割
を
果
た
す

べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
う
共
通
す
る
問
題
意
識
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
指
導
教
官
の
僕
の
趣
味
が
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
の

選
択
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
（
笑
）、
学
生
た
ち
は
「
昔
の
お
寺
は
地
域
に
根
差
し
て
い
た
そ
う
な
の
で
、
そ
れ
を
復
元
す
る
と
地

域
が
良
い
方
向
に
行
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
等
々
の
問
題
意
識
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
そ
の
テ
ー
マ
を
掘
り
下
げ
る
な
ら
、
仏
教
の
歴
史
や
仏
教
そ
の
も
の
も
少
し
勉
強
し
な
い
と
良
い
論
文
が
書
け
な
い
ね
。
先
生
も
調

べ
て
み
る
の
で
、
一
緒
に
考
え
よ
う
」
と
い
う
展
開
に
な
っ
た
こ
と
も
、
私
自
身
が
仏
教
を
さ
ら
に
深
く
知
る
こ
と
の
助
け
と
な
り
ま
し

た
。
奇
遇
で
す
ね
。

　

公
共
政
策
の
中
に
ペ
イ
オ
フ
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
い
う
専
門
用
語
が
あ
り
ま
す
。
参
考
３
の
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ペ
イ
オ
フ
・
マ
ト

リ
ッ
ク
ス
は
言
わ
ば
「
利
得
表
」
で
す
。

　

選
択
肢
①
と
選
択
肢
②
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
、
選
択
肢
①
は
「
地
域
を
良
く
す
る
た
め
に
、
道
幅
を
も

っ
と
広
く
す
る
」
と
い
う
内
容
だ
と
し
ま
す
。
選
択
肢
②
は
「
地
域
を
良
く
す
る
た
め
に
、
子
育
て
支
援
や
学
童
保
育
な
ど
の
住
民
サ
ー

ビ
ス
拡
充
を
行
う
」
と
い
う
内
容
と
し
ま
し
ょ
う
。

　

Ａ
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
選
択
肢
①
か
ら
得
ら
れ
る
直
接
的
利
益
は
五
。
選
択
肢
②
の
場
合
は
、
直
接
的
利
益
は
四
で
す
が
、
後
々
に
な
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っ
て
得
ら
れ
る
間
接
的
・
中
長
期
的
利
益
は
二
。
合
計
で
六
と
し
ま
す
。

　

Ｂ
さ
ん
の
場
合
も
、
選
択
肢
①
で
は
直
接
的
利
益
五
の
み
、
選
択
肢
②
の
場
合
は
、
直
接
的
利
益
三
、
間
接
的
・
中
長
期
的
利
益
三
の

合
計
六
。

　

地
域
や
社
会
全
体
で
み
る
と
、
選
択
肢
①
の
利
益
は
合
計
十
、
選
択
肢
②
で
は
十
二
。
地
域
や
社
会
全
体
に
と
っ
て
は
選
択
肢
②
の
方

が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
個
々
人
や
個
社
は
常
に
直
接
的
利
益
を
意
識
す
る
の
で
、
選
択
肢
①
を
選
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
が
人
間
の
愚
か
さ
を
公
共
政
策
的
に
示
す
ペ
イ
オ
フ
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
で
す
。

　

こ
の
事
例
の
場
合
、
選
択
肢
②
は
Ｂ
さ
ん
に
と
っ
て
は
別
の
意
味
で
も
許
し
難
い
選
択
肢
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
Ａ
さ
ん
よ
り
直
接
的
利

益
の
少
な
い
選
択
肢
は
、
常
に
人
と
の
比
較
で
損
得
を
判
断
す
る
愚
か
な
人
間
に
と
っ
て
は
我
慢
で
き
な
い
選
択
肢
で
す
。
こ
こ
で
も

「
我
慢
」
が
出
て
き
ま
し
た
ね
（
笑
）。

　

結
局
、
選
択
肢
①
が
実
現
し
、
社
会
全
体
で
本
当
は
も
っ
と
プ
ラ
ス
が
得
ら
れ
る
も
の
を
失
っ
て
い
く
。
様
々
な
事
象
や
ケ
ー
ス
・
ス

タ
デ
ィ
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
現
象
を
公
共
政
策
の
中
で
ペ
イ
オ
フ
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
い
う
手
法
で
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

公
共
政
策
の
中
で
も
う
ひ
と
つ
、「
ニ
ム
ビ
ィ
（
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｂ
Ｙ
）
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
Ｎ
ｏ
ｔ 

Ｉ
ｎ 

Ｍ
ｙ 

Ｂ
ａ
ｃ
ｋ 

Ｙ
ａ
ｒ
ｄ
」
の
各
単
語
の
頭
文
字
を
と
っ
て
「
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｂ
Ｙ
」。
ア
メ
リ
カ
の
公
共
政
策
の
用
語
と
し
て
一
九
六
〇
年
代
に
誕

生
し
ま
し
た
。

　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
で
ゴ
ミ
焼
却
場
を
建
設
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
ご
承
知
の
と
お
り
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
は
ス
ト
リ
ー
ト

と
ア
ベ
ニ
ュ
ー
で
ブ
ロ
ッ
ク
が
整
然
と
分
か
れ
て
い
ま
す
。
各
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
町
内
会
長
が
い
る
わ
け
で
す
が
、
全
て
の
町
内
会
長
が

「
自
分
た
ち
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
作
る
な
」
と
主
張
。「
で
は
、
ゴ
ミ
焼
却
場
は
要
ら
な
い
で
す
か
」
と
聞
く
と
「
ゴ
ミ
焼
却
場
は
要
る
。
し

か
し
、
う
ち
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
作
る
な
」
と
繰
り
返
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
契
機
に
誕
生
し
た
言
葉
が
「
Ｎ
ｏ
ｔ　

Ｉ
ｎ　

Ｍ
ｙ　

Ｂ

ａ
ｃ
ｋ　

Ｙ
ａ
ｒ
ｄ
」、
つ
ま
り
「
俺
の
庭
で
は
余
計
な
こ
と
は
す
る
な
」「
嫌
な
こ
と
は
よ
そ
で
や
れ
」
と
い
う
人
間
心
理
を
表
す
概
念
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で
す
。

　

ペ
イ
オ
フ
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
と
ニ
ム
ビ
ィ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
か
。
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
が
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
ら

れ
な
い
の
が
人
間
で
す
。
こ
れ
を
ど
う
や
っ
て
乗
り
越
え
る
の
か
。「
民
主
主
義
的
に
話
し
合
っ
て
落
と
し
ど
こ
ろ
を
見
つ
け
ろ
」
と
ソ

ク
ラ
テ
ス
や
お
釈
迦
様
が
教
え
て
く
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
「
正
し
い
」
と
思
う
結
論
に
到
達
し
な
い
限
り
、
反
対
し
続
け

る
愚
か
さ
。「
正
義
」
と
「
正
義
」
を
主
張
し
合
い
な
が
ら
、
最
後
は
争
う
。
平
和
を
実
現
す
る
た
め
に
「
正
義
」
を
主
張
し
、
最
後
は

結
局
戦
争
を
す
る
。
こ
れ
で
は
何
の
た
め
の
「
正
義
」
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

学
生
時
代
の
専
門
は
経
済
学
で
し
た
。
恩
師
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
大
家
で
し
た
が
、
私
は
卒
論
で
ケ
イ
ン
ズ
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

政
治
家
に
な
っ
て
か
ら
、
あ
る
時
、
ケ
イ
ン
ズ
の
弟
子
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
と
い
う
経
済
学
者
の
足
跡
を
知
っ
て
驚
き
ま

し
た
。
イ
ギ
リ
ス
石
炭
公
社
に
就
職
し
た
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
は
、
か
つ
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
、
ビ
ル
マ
政
府
か
ら
経
済
顧
問
と
し
て
招

聘
を
受
け
、
現
地
に
赴
き
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
先
進
国
は
高
度
成
長
期
。
公
害
等
の
成
長
の
マ
イ
ナ
ス
面
が
深
刻
化
し
、
地
球
と
人
類

の
未
来
を
憂
う
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
と
い
う
有
識
者
会
議
が
立
ち
上
が
っ
て
話
題
に
な
っ
て
い
た
頃
で
す
。
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
は
、
ビ
ル
マ
が
貧

し
い
国
で
あ
り
な
が
ら
人
々
が
幸
せ
そ
う
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
理
由
を
探
究
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
が

到
達
し
た
答
は
、
人
々
の
価
値
観
や
生
活
の
中
に
仏
教
的
な
考
え
方
が
浸
透
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
つ
ま
り
、
少

欲
知
足
。
先
進
国
の
よ
う
な
大
量
生
産
・
大
量
消
費
を
欲
せ
ず
、
強
欲
で
も
な
く
、
お
互
い
に
助
け
合
い
、
自
然
を
敬
っ
て
生
活
す
る
ビ

ル
マ
の
人
々
。
最
少
消
費
で
最
大
幸
福
を
実
現
し
て
い
る
背
景
に
は
仏
教
が
影
響
し
て
い
る
と
い
う
の
が
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
の
結
論
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
生
き
方
、
人
間
の
あ
り
方
こ
そ
が
、
地
球
と
人
類
が
未
来
永
劫
続
い
て
い
く
た
め
の
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
考
え
、
シ

ュ
ー
マ
ッ
ハ
は
「
仏
教
経
済
学
」
を
提
唱
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
未
完
の
ま
ま
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
は
亡
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
私
が
老
後

に
追
求
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
（
笑
）。
お
釈
迦
様
の
教
え
に
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
、
し
か
も
近
代
経
済
学
の
申
し

子
の
よ
う
な
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
が
少
欲
知
足
に
気
づ
き
、
こ
う
し
た
境
地
に
至
っ
て
い
た
こ
と
は
驚
き
で
す
。
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そ
の
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
が
書
い
た
有
名
な
本
が
、
私
よ
り
少
し
上
の
世
代
が
結
構
読
ん
で
い
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
ス
モ
ー
ル
・
イ
ズ
・
ビ

ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
』。
日
本
で
は
一
九
六
八
年
に
「
大
き
い
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
」
と
い
う
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
ヒ
ッ
ト

し
た
直
後
で
あ
り
、
人
々
や
社
会
の
琴
線
に
触
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
日
本
は
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
の
警
鐘
を

活
か
せ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
で
す
ね
。

科
学
は
人
間
を
幸
福
に
す
る
の
か

　

次
に
レ
ジ
ュ
メ
の
五
番
目
、「
科
学
は
人
間
を
幸
福
に
す
る
の
か
」
に
つ
い
て
で
す
。
科
学
を
発
展
さ
せ
、
豊
か
に
な
れ
ば
、
人
間
の

欲
を
満
た
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
神
仏
が
人
間
だ
け
に
科
学
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
、
そ
の
科
学
で
豊
か
に
な
れ
ば
、
争
い
ご
と
を
し

な
く
て
も
済
む
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
は
逆
方
向
に
進
ん
で
い
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
に
記
載
し
て
あ
る
「
キ
ュ
リ
ー
と
マ
イ
ト
ナ
ー
」。
前
者
は
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
キ
ュ
リ
ー
夫
人
で
す
。
マ
イ
ト
ナ
ー
も

女
性
で
、
二
人
と
も
物
理
学
者
で
す
。
核
兵
器
は
キ
ュ
リ
ー
と
マ
イ
ト
ナ
ー
と
い
う
二
人
の
女
性
が
い
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
世
に
は
存
在

し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

二
人
に
悪
意
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
キ
ュ
リ
ー
夫
人
が
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
を
探
し
て
い
た
際
、
偶
然
夫
が
机
の
引
き
出
し
に
入

れ
て
い
た
石
の
横
に
置
い
て
あ
っ
た
写
真
の
フ
ィ
ル
ム
が
感
光
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
そ
の
原
因
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
石

か
ら
何
ら
か
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
出
て
い
る
こ
と
を
発
見
。
そ
れ
が
放
射
線
で
し
た
。
石
は
天
然
ラ
ジ
ウ
ム
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
キ
ュ
リ
ー

夫
人
は
放
射
線
と
放
射
性
物
質
を
発
見
し
た
の
で
す
。
奇
し
く
も
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
ッ
ペ
が
ピ
プ
ラ
ー
ワ
ー
で
ご
真
骨
を
発
見
し
た
一
八

九
八
年
で
し
た
。

　

キ
ュ
リ
ー
夫
人
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
リ
ー
ゼ
・
マ
イ
ト
ナ
ー
は
ユ
ダ
ヤ
人
。
キ
ュ
リ
ー
夫
人
の
発
見
を
受
け
、
多
く
の
科
学
者
が
放
射

線
や
放
射
性
物
質
を
研
究
し
ま
し
た
。
マ
イ
ト
ナ
ー
も
そ
の
ひ
と
り
。
放
射
性
物
質
が
核
分
裂
を
す
る
時
に
、
一
グ
ラ
ム
で
石
油
二
千
リ
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ッ
ト
ル
分
の
熱
量
を
発
す
る
こ
と
を
計
算
上
発
見
し
ま
し
た
。
一
九
三
八
年
の
こ
と
で
す
。
そ
の
情
報
を
知
っ
た
ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
、
ド

イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
等
は
、
そ
の
性
質
を
利
用
し
て
爆
弾
を
作
る
こ
と
を
画
策
。
ア
メ
リ
カ
で
は
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
と
な
り
、

原
爆
開
発
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
キ
ュ
リ
ー
夫
人
も
マ
イ
ト
ナ
ー
も
、
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
と
は
想
像
も
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

核
兵
器
は
地
球
と
人
類
に
滅
亡
の
危
機
を
も
た
ら
し
続
け
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
来
て
新
た
な
科
学
技
術
と
し
て
世
界
を
揺
る
が
し
て

い
る
の
が
人
工
知
能
で
す
。
参
考
４
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
発
展
の
経
過
を
表
す
「
ム
ー
ア
の
法
則
」
の
グ
ラ
フ
で
す
。
世
界
で
初
め
て

電
子
式
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
作
ら
れ
た
の
は
一
九
四
六
年
、
人
工
知
能
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
登
場
し
た
の
は
一
九
五
六
年
。
計
算
速
度

に
加
え
、
記
憶
容
量
の
増
大
分
も
加
味
す
る
と
、
何
と
一
昨
年
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
一
九
七
○
年
比
、
つ
ま
り
約
五
十
年
前
と
比
べ
て

四
千
七
百
兆
倍
の
性
能
に
達
し
て
い
ま
す
。

　

私
が
日
銀
に
就
職
し
た
の
は
一
九
八
三
年
で
す
が
、
そ
の
年
に
日
銀
に
初
め
て
パ
ソ
コ
ン
が
一
台
入
り
ま
し
た
。
日
本
人
の
ほ
と
ん
ど

が
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
概
念
も
言
葉
も
知
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
慶
應
大
学
と
東
京
工
業
大
学
の
間
で
初
め
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

が
敷
設
さ
れ
た
の
は
翌
一
九
八
四
年
。
携
帯
電
話
は
Ｓ
Ｆ
の
世
界
の
想
像
物
で
し
た
。

　

参
考
４
に
記
載
し
て
あ
る
と
お
り
、
イ
ン
テ
ル
創
業
者
の
ゴ
ー
ド
ン
・
ム
ー
ア
が
「
半
導
体
の
集
積
率
は
一
年
半
で
倍
に
な
る
」
と
い

う
経
験
則
を
発
表
。
矢
印
の
線
が
そ
の
動
き
を
示
し
、
等
比
級
数
的
に
性
能
が
向
上
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
計
算
速
度
の
劇
的
向
上
で

す
。

　

加
え
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
記
憶
容
量
の
能
力
向
上
。
私
が
日
銀
に
入
行
し
た
頃
は
、
Ｌ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
の
よ
う
な
大
き
な
シ
ー
ト
の

記
憶
媒
体
に
デ
ー
タ
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
保
存
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
シ
ー
ト
の
サ
イ
ズ
が
小
型
化
し
、
や
が
て
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス

ク
が
普
及
し
、
今
は
ス
テ
ィ
ッ
ク
メ
モ
リ
ー
。
さ
ら
に
最
近
の
若
者
は
ス
テ
ィ
ッ
ク
メ
モ
リ
ー
す
ら
使
わ
な
く
な
り
、
ク
ラ
ウ
ド
で
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
上
に
デ
ー
タ
を
保
存
。
ど
こ
の
国
の
ど
の
サ
ー
バ
ー
に
自
分
の
デ
ー
タ
が
保
存
さ
れ
て
い
る
か
す
ら
分
か
ら
な
い
状
態
で
す
。

こ
う
し
た
進
歩
の
結
果
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
二
〇
一
七
年
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
性
能
を
一
九
七
〇
年
比
で
測
る
と
、
計
算
速
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度
と
記
憶
容
量
の
両
方
を
加
味
し
て
四
千
七
百
兆
倍
。
嘘
の
よ
う
な
現
実
の
話
で
す
。

　

二
〇
〇
〇
年
頃
、
私
も
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
ノ
ー
ト
型
パ
ソ
コ
ン
「
シ
ン
ク
パ
ッ
ド
」
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
個
人
ユ
ー
ザ
ー
が
持
つ

ノ
ー
ト
型
パ
ソ
コ
ン
の
性
能
は
、
一
九
六
九
年
に
人
類
初
の
月
着
陸
に
成
功
し
た
ア
ポ
ロ
十
一
号
が
司
令
船
、
着
陸
船
、
サ
タ
ー
ン
ロ
ケ

ッ
ト
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
等
に
装
備
さ
れ
て
い
た
全
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
計
算
能
力
と
記
憶
容
量
を
は
る
か
に

上
回
っ
て
い
ま
し
た
。
今
皆
さ
ん
が
持
っ
て
い
る
ス
マ
ホ
は
、
そ
れ
を
更
に
何
百
万
倍
か
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
一
兆
倍
ぐ
ら
い
上
回
る
性

能
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

人
工
知
能
は
早
い
話
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
人
工
知
能
の
能
力
が
更
に
向
上
す
る
と
、
人
間
を
超
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
始
め
て
い
る
の
で
す
。
参
考
５
を
見
て
い
た
だ
く
と
「
全
脳
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
今
ま
で

の
人
工
知
能
は
、
人
間
の
脳
の
パ
ー
ツ
を
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
、
そ
れ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
論
理
的
な
回
路
に
す
る
と
い
う
構
造
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
３
Ｄ
コ
ピ
ー
が
登
場
し
、
最
近
で
は
人
間
の
脳
を
ス
キ
ャ
ン
し
て
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
シ
ナ
プ
ス
で
で
き
て
い
る
人
間
の
脳
の

構
造
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
実
現
す
る
鍵
が
、
最
近
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
時
々

報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
」
で
す
。「
電
子
」
よ
り
も
遥
か
に
能
力
の
高
い
「
量
子
」
と
い
う
素
子
を
使
っ

て
作
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
こ
れ
が
実
用
化
さ
れ
る
と
、
い
よ
い
よ
人
間
を
超
え
る
能
力
を
有
す
る
人
工
知
能
、
す
な
わ
ち
著
し

く
能
力
の
高
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
実
現
で
き
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
手
法
は
「
全
脳
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
二
十
世
紀
末
頃
に
は
、
こ
う
し
た
動
き
は
二
十
一
世
紀
終
盤
に
や
っ
て
く
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
相
当
前
倒
し

で
到
来
し
つ
つ
あ
る
状
況
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
社
会
も
世
界
も
激
変
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

　

三
年
ほ
ど
前
に
怖
い
Ｔ
Ｖ
番
組
を
見
ま
し
た
。『「
賢
い
愚
か
者
」
の
未
来
』
を
執
筆
し
て
い
る
最
中
で
し
た
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
人
工
知

能
、
天
使
か
悪
魔
か
」
と
い
う
番
組
で
し
た
。「
韓
国
で
は
Ａ
Ｉ
政
治
家
を
開
発
し
て
い
る
」
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
そ
の
人
工
知
能
の

名
前
は
「
ロ
バ
マ
」。
ロ
ボ
ッ
ト
・
オ
バ
マ
の
略
称
だ
そ
う
で
す
。
開
発
の
た
め
に
招
聘
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
Ａ
Ｉ
専
門
家
ベ
ン
・
ゲ
ー

03-01　大塚.indd   106 2020/07/10   9:00



107

仏教と現代（大塚）

ツ
ェ
ル
と
い
う
科
学
者
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
こ
う
言
っ
て
い
ま
し
た
。
曰
く
「
Ａ
Ｉ
政
治
家
な
ら
正
し
い
判
断
が
で
き
る
」。

　

そ
れ
を
聞
い
て
ゾ
ッ
と
し
ま
し
た
。
生
身
の
政
治
家
は
、
核
兵
器
の
ボ
タ
ン
を
押
す
時
に
躊
躇
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
Ａ
Ｉ
政
治

家
は
「
合
理
的
か
否
か
」
だ
け
で
判
断
し
、
お
そ
ら
く
躊
躇
し
な
い
で
し
ょ
う
。
論
理
回
路
で
あ
る
人
工
知
能
は
、
宗
教
に
と
っ
て
一
番

大
事
な
「
非
合
理
」
と
い
う
も
の
を
理
解
で
き
な
い
は
ず
で
す
。「
不
合
理
」
は
理
解
で
き
て
も
、「
非
合
理
」
は
理
解
で
き
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
、「
Ａ
Ｉ
政
治
家
な
ら
正
し
い
判
断
が
で
き
る
」
と
科
学
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
い
る
の
を
見
て
、
背
筋
が
寒
く
な
り
ま

し
た
。
神
仏
が
人
間
だ
け
に
与
え
た
科
学
を
、
人
間
自
身
が
使
い
間
違
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
滅
び
る
の
で
す
。

　

最
近
で
は
グ
ー
グ
ル
ス
ピ
ー
カ
ー
で
高
齢
者
の
独
り
暮
ら
し
サ
ポ
ー
ト
の
実
験
が
始
ま
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
グ
ー
グ
ル
ス
ピ
ー
カ
ー

に
「
お
風
呂
に
入
り
た
い
」
と
言
え
ば
「
は
い
、
お
風
呂
を
沸
か
し
ま
す
。
風
邪
を
引
か
な
い
よ
う
に
入
っ
て
く
だ
さ
い
」
な
ど
と
し
ゃ

べ
っ
て
く
れ
る
の
で
、
高
齢
の
被
験
者
は
「
こ
れ
は
い
い
」
と
思
っ
て
は
ま
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
グ
ー
グ
ル
ス
ピ
ー
カ
ー

も
人
工
知
能
で
す
。

　

三
年
前
に
、
ホ
ロ
グ
ラ
ム
を
投
影
し
て
話
を
さ
せ
る
機
能
を
装
備
し
た
初
歩
的
な
Ａ
Ｉ
製
品
を
開
発
・
販
売
す
る
際
に
、
論
争
に
な
っ

た
点
が
あ
り
ま
す
。
既
に
値
段
は
三
十
万
円
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
お
り
、
一
般
ユ
ー
ザ
ー
が
購
入
可
能
な
価
格
水
準
で
し
た
が
、
そ
の
ホ
ロ

グ
ラ
ム
の
映
像
を
何
に
す
る
か
と
い
う
論
争
で
す
。

　

ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
が
「
お
帰
り
な
さ
い
、
今
日
は
遅
か
っ
た
ね
」「
お
は
よ
う
、
今
日
も
頑
張
っ
て
ね
」
と
話
し
か
け
る
の
は
、
許
容

範
囲
で
す
。
可
愛
い
ア
ニ
メ
キ
ャ
ラ
な
ら
、
喜
ぶ
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、「
実
写
映
像
」「
人
間
の
ホ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
使
用
可
否
が
論
争
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
ホ
ロ
グ
ラ
ム
で
他
界
し
た
奥
さ

ん
や
親
が
出
て
き
た
ら
、
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
、
奥
さ
ん
も
親
も
ず
っ
と
存
在
し
続
け
る
わ
け
で
す
。
人
間
の
死
生
観
や
人
間
自
身
の
実

体
と
は
何
か
と
い
う
根
本
認
識
に
関
係
す
る
大
問
題
で
す
。

　

国
会
や
霞
が
関
で
も
Ａ
Ｉ
の
影
響
は
広
が
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
か
つ
て
は
「
こ
の
法
律
の
こ
の
条
文
を
変
更
す
る
と
ど
う
い
う
影
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響
が
出
る
か
」
と
言
う
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
職
人
気
質
の
官
僚
が
知
識
と
練
度
を
発
揮
し
て
整
理
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
今
で
は
条
文

検
索
ソ
フ
ト
で
瞬
時
に
結
果
が
出
ま
す
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
も
言
え
ま
す
が
、
言
わ
ば
人
間
の
作
業
を
代
替
す
る
Ａ
Ｉ
と
も
言
え
ま
す
。

何
し
ろ
、
全
て
の
法
律
、
全
て
の
条
文
を
記
憶
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
明
ら
か
に
人
間
を
凌
駕
し
て
い
ま
す
。

　

弁
護
士
、
税
理
士
、
公
認
会
計
士
等
の
士
業
の
世
界
で
も
、
Ａ
Ｉ
が
人
間
を
代
替
す
る
可
能
性
が
現
実
味
を
増
し
て
い
ま
す
。
銀
行
や

証
券
会
社
等
の
投
資
ア
ド
バ
イ
ス
の
よ
う
な
分
野
で
は
既
に
Ａ
Ｉ
に
よ
る
代
替
は
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
愛
知
県
出
身
で
す
。
一
昨
年
、
愛
知
県
は
将
棋
の
天
才
少
年
、
藤
井
聡
太
君
の
話
題
で
持
ち
切
り
で
し
た
。
彼
が
強
く
な
っ
た
理

由
は
、
人
間
の
師
匠
に
つ
か
ず
、
Ａ
Ｉ
将
棋
ソ
フ
ト
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
年
に
、
佐
藤
天
彦
名
人

が
将
棋
Ａ
Ｉ
「
ポ
ナ
ン
ザ
」
に
負
け
、
と
う
と
う
将
棋
で
も
人
間
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
勝
て
な
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
た
矢
先
に
藤
井

君
が
登
場
し
ま
し
た
。「
ポ
ナ
ン
ザ
」
は
Ａ
Ｉ
将
棋
ソ
フ
ト
同
士
で
七
百
万
回
対
戦
し
て
構
築
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
七
百
万
回
が
ど
う
い

う
回
数
か
と
言
え
ば
、
将
棋
の
プ
ロ
同
士
が
一
日
十
局
を
二
千
年
打
ち
続
け
て
到
達
す
る
回
数
だ
そ
う
で
す
。
多
分
、
本
当
に
一
日
十
局

打
っ
た
ら
疲
れ
て
死
ん
じ
ゃ
い
ま
す
よ
ね
（
笑
）。
つ
ま
り
、
人
間
で
は
到
達
で
き
な
い
回
数
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
戦
術
を

蓄
積
し
た
の
が
ポ
ナ
ン
ザ
で
す
。
藤
井
君
が
対
戦
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
使
っ
た
の
は
ポ
ナ
ン
ザ
ほ
ど
の
Ａ
Ｉ
将
棋
ソ
フ
ト
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
が
、
そ
れ
で
も
十
分
に
強
く
な
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

弘
法
大
師
空
海
は
「
虚
空
蔵
求
聞
持
法
」
を
実
践
し
、
ご
真
言
を
百
万
遍
唱
え
た
ら
経
典
を
全
部
記
憶
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
実
際
に
は
生
身
の
人
間
が
長
い
経
典
を
全
部
記
憶
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
あ
る
Ａ
Ｉ
は
現
実

に
全
部
記
憶
で
き
ま
す
。
人
々
の
悩
み
の
相
談
に
応
じ
る
こ
と
も
、
様
々
な
ケ
ー
ス
を
記
憶
し
、
自
己
学
習
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま

す
。

　

そ
う
す
る
と
、
官
僚
や
士
業
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
以
外
で
も
、
Ａ
Ｉ
は
様
々
な
影
響
を
も
た
ら
し
ま
す
。
多
分
、
宗
教
の
世
界
も
例
外

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

03-01　大塚.indd   108 2020/07/10   9:00



109

仏教と現代（大塚）

「
賢
い
愚
か
者
」
の
未
来

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
私
が
拙
著
『「
賢
い
愚
か
者
」
の
未
来
』
の
中
で
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
読
者
に
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
る

の
か
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

拙
著
の
中
で
丸
山
眞
男
や
山
本
七
平
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
若
い
世
代
の
皆
さ
ん
は
、
丸
山
眞
男
と
い
う
学
者
や
山
本
七
平
と
い
う

作
家
を
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
二
人
と
も
日
本
社
会
の
体
質
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
後
、
多
く
の
人
が
「
日
本
は
ど
う
し
て
無
謀
な
戦
争
に
踏
み
切
っ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
き
ま
し
た
。
丸
山
眞
男
も
そ
の
ひ
と

り
で
す
。

　

丸
山
眞
男
は
自
著
の
中
で
「
無
責
任
の
体
系
」
と
い
う
体
質
を
指
摘
し
ま
し
た
。
簡
単
に
言
う
と
、「
み
ん
な
が
そ
う
す
る
か
ら
そ
う

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」「
そ
う
い
う
方
向
だ
っ
た
か
ら
仕
方
な
か
っ
た
」「
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
」
等
々
、
何
か

が
起
き
た
こ
と
を
人
の
責
任
、
社
会
の
責
任
と
し
て
捉
え
、
当
事
者
意
識
を
持
た
な
い
無
責
任
な
姿
勢
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。「
長

い
物
に
巻
か
れ
る
」
的
な
性
質
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
こ
の
国
、
ど
の
民
族
に
も
、
似
た
よ
う
な
性
質
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本

及
び
日
本
人
は
そ
の
傾
向
が
強
い
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
戦
争
の
災
禍
の
一
因
は
そ
こ
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

丸
山
眞
男
か
ら
十
年
ぐ
ら
い
経
た
頃
に
、
山
本
七
平
が
「
空
気
の
論
理
」
と
い
う
本
を
出
版
し
ま
し
た
。「
日
本
に
は
『
空
気
の
論
理
』

と
い
う
も
の
が
あ
り
、
社
会
の
空
気
、
場
の
空
気
、
仲
間
の
空
気
に
逆
ら
う
と
『
抗
空
気
罪
』
と
い
う
罪
に
問
わ
れ
る
。
世
の
中
全
体
の

雰
囲
気
や
流
れ
に
棹
さ
す
言
動
は
『
抗
空
気
罪
』
と
な
り
、
村
八
分
に
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
傾
向
が
強
い
の
が
日
本
社
会
で
あ
り
、
日
本

人
で
あ
る
」
と
分
析
し
ま
し
た
。

　
「
無
責
任
の
体
系
」
も
「
空
気
の
論
理
」
も
、
本
質
的
な
日
本
社
会
及
び
日
本
人
の
病
根
、
体
質
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。

　

実
は
同
じ
よ
う
な
概
念
を
、
ド
イ
ツ
の
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
ノ
イ
マ
ン
と
い
う
女
性
社
会
学
者
が
唱
え
て
い
ま
す
。
ノ
イ
マ
ン
は
「
ド
イ
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ツ
に
は
『
沈
黙
の
螺
旋
（
ら
せ
ん
）』
と
い
う
逆
ら
え
な
い
渦
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
や
ナ
チ
ス
の
惨
禍
の
ひ
と
つ
の

原
因
と
し
て
指
摘
し
ま
し
た
。「
無
責
任
の
体
系
」「
空
気
の
論
理
」「
沈
黙
の
螺
旋
」、
い
ず
れ
も
よ
く
似
て
い
ま
す
。

　
「
正
常
化
バ
イ
ア
ス
」
に
つ
い
て
も
お
伝
え
し
て
お
き
ま
す
。
三
・
一
一
の
際
に
、
私
は
厚
生
労
働
副
大
臣
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
災

害
救
助
法
の
担
当
で
あ
り
、
救
命
・
救
助
・
復
旧
・
復
興
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　

津
波
に
よ
っ
て
最
大
の
犠
牲
者
を
出
し
、
死
亡
率
が
最
も
高
か
っ
た
の
が
仙
台
市
の
閖
上
（
ゆ
り
あ
げ
）
地
区
で
す
。
閖
上
地
区
を
津

波
が
襲
っ
た
の
は
地
震
が
発
生
し
て
か
ら
一
時
間
半
後
。
十
分
に
逃
げ
る
時
間
が
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
逃
げ
な
か
っ
た
の
か
。

　

地
震
直
後
は
住
民
が
屋
外
に
飛
び
出
し
、
皆
一
様
に
「
大
変
だ
」
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。
当
然
で
す
。
と
こ
ろ
が
し
ば
ら
く
す
る
と
、

落
ち
た
瓦
な
ど
の
後
片
付
け
が
始
ま
り
、
多
く
の
住
民
が
「
大
変
だ
ね
」「
大
丈
夫
か
な
」
な
ど
と
話
を
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
静
か
に

黙
々
と
行
動
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

大
変
な
災
害
が
起
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、「
こ
こ
は
絶
対
大
丈
夫
」
と
何
の
根
拠
も
な
く
思
い
込
む
こ
と
を
心
理
学

の
分
野
で
は
「
正
常
化
バ
イ
ア
ス
」
と
言
う
そ
う
で
す
。
災
害
の
み
な
ら
ず
、「
自
分
は
大
丈
夫
」「
こ
こ
は
大
丈
夫
」「
自
分
の
家
族
は

大
丈
夫
」「
う
ち
の
会
社
は
大
丈
夫
」
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
「
正
常
化
バ
イ
ア
ス
」
は
生
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
や
は
り
日
本
は
そ
の

傾
向
が
強
い
国
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

社
会
学
的
に
は
「
無
責
任
の
体
系
」「
空
気
の
論
理
」「
沈
黙
の
螺
旋
」、
心
理
学
的
に
は
「
正
常
化
バ
イ
ア
ス
」。
い
ず
れ
も
よ
く
似
て

い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
傾
向
や
体
質
を
ど
の
よ
う
に
制
御
し
、
乗
り
越
え
て
い
く
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
宗
教
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
と
思

い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
仏
教
の
役
割
は
大
き
い
気
が
し
ま
す
。
私
は
他
の
宗
教
の
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
に
興
味
を
持
っ

て
い
る
者
、
仏
教
に
救
わ
れ
て
い
る
者
の
ひ
と
り
と
し
て
、
仏
教
の
果
た
す
役
割
、
仏
教
の
潜
在
的
可
能
性
の
大
き
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
こ
の
よ
う
な
機
会
を
頂
戴
し
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
個
人
と
し
て
も
、
政
治
家
、
学
者
と
し
て
も
、
悩
み
を
抱
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え
な
が
ら
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
中
、
こ
う
し
て
皆
さ
ん
の
前
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
今
こ
の
瞬
間
は
、
何
と
申
し
ま

す
か
、
気
持
ち
や
思
考
の
整
理
が
で
き
、
胸
の
つ
か
え
が
少
し
和
ら
い
だ
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
永
田
町
に
戻
る
と
、
ま
た
真

綿
で
首
を
締
め
ら
れ
る
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
向
き
合
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
の
拙
い
話
を
聴
い
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
、

心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
て
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会　

あ
ま
り
お
時
間
も
な
い
の
で
、
も
し
、
ど
う
し
て
も
質
問
が
あ
る
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
挙
手
を
お
願
い
し
ま
す
。

Ａ　

先
生
、
非
常
に
分
か
り
や
す
い
お
話
を
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

大
変
、
変
な
質
問
で
、
お
答
え
し
づ
ら
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
「
一
蓮
托
生
」
と
か
、
今
日
の
お
話
も
出
ま
し
た
「
迷
惑
」
と

か
「
愚
痴
」
と
か
も
そ
う
で
す
け
ど
も
、
素
晴
ら
し
い
仏
教
用
語
が
、
ほ
と
ん
ど
悪
い
例
え
に
使
わ
れ
て
る
の
が
現
実
な
ん
で
す
。
こ
れ

に
対
し
て
、
先
生
、
ど
の
よ
う
な
お
考
え
を
、
お
持
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

大
塚　

そ
れ
は
鋭
い
ご
質
問
で
す
。
先
ほ
ど
の
三
つ
以
外
に
も
た
く
さ
ん
の
仏
教
用
語
を
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
言
葉
は
本
来
の
意
味
と
逆
向
き
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
背
景
は
、
や
は
り
人

間
の
体
質
と
関
係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
都
合
の
い
い
方
向
に
解
釈
し
て
、
意
味
が
転
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
「
分
別
」
と
「
無
分
別
」
は
典
型
例
で
す
よ
ね
。
仏
教
的
に
は
「
分
別
」
は
良
く
な
い
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
価
値
観
で
分
け
隔
て
し

な
い
「
無
分
別
」
の
方
が
良
い
意
味
で
す
が
、
日
常
的
に
は
完
全
に
逆
の
使
い
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。「
こ
の
子
は
分
別
が
あ
る
」
と
表
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現
す
る
時
に
は
、
自
分
の
常
識
や
価
値
観
に
照
ら
し
て
評
価
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
自
分
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。
こ
う
い
う
事
例
は
挙
げ
れ
ば
切
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

大
半
の
仏
教
用
語
、
特
に
判
断
に
関
わ
る
言
葉
は
逆
向
き
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
逆
に
、
判
断
に
関
わ
ら
な
い
言
葉
、
例
え
ば
「
玄

関
」
と
か
、
事
実
や
事
象
を
表
現
す
る
言
葉
は
、
割
と
本
来
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
私
な
り
の
印
象
と
し
て
は
、

善
悪
や
是
非
の
判
断
に
関
わ
る
仏
教
用
語
は
大
体
逆
向
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
結
局
、
人
間
が
「
賢
い
愚
か
者
」
だ
か
ら
そ
う
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
反
省
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
な
と
。
発
信
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
も
原
因
だ
な
と
思
っ
て
、
反
省
し
ま
す
。

大
塚　

反
省
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
多
く
の
皆
さ
ん
に
仏
教
用
語
の
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
よ
う
な

素
人
が
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
仏
教
用
語
の
話
を
し
て
も
、
皆
さ
ん
が
大
変
関
心
を
示
し
て
く
れ
ま
す
。
た
し
か
す
ご
く
分
厚
い
「
仏

教
用
語
辞
典
」
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
ま
り
専
門
的
な
言
葉
は
一
般
の
人
に
は
分
か
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
が
、
お
伝
え
す
べ
き
単
語
は

相
当
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
尽
力
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

司
会　

一
時
間
に
わ
た
り
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
一
度
、
先
生
に
拍
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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仏教と現代（大塚）

 
日蓮宗現代宗教研究所 
研究員・顧問・嘱託会議 

平成 31 年 1 月 30 日 
参議院議員 大塚耕平（※） 

 
 
 

仏教と現代 
― これまでの経験に基づく私見 ― 

 
 

１．覚王山日泰寺とご真骨 
   ▼ ピプラーワー、ウィリアム・ペッペ、チュラロンコン国王 
 

２．「人間」とは何か 
   ▼ 言語・科学・文化・宗教、スーパー捕食者、唯物論と唯心論 
 

３．「正しい」とは何か、「正義」とは何か 
   ▼ 我慢・迷惑・愚痴、西洋哲学と東洋哲学、アラビアのロレンス 
 

４．公共政策とお釈迦さまの教え 
   ▼ ペイオフ・マトリックス、二ムビィ・シンドローム、仏教経済学 
 

５．科学は人間を幸福にするのか 
   ▼ キュリーとマイトナー、ロバマの正義論、AI（人工知能）と宗教 
 

６．「賢い愚か者」の未来 
   ▼ 無責任の体系、空気の論理、沈黙の螺旋、正常化バイアス 
 

 
（※）1959 年生、日本銀行勤務を経て参議院議員（2001 年～）、元内閣府副大臣、元厚生労働副

大臣、早稲田大学大学院博士課程修了（学術博士）、現在、早稲田大学客員教授（2006 年～）、

藤田医科大学客員教授（2016 年～）、元中央大学大学院客員教授（2005～2017 年）、中日

文化センター仏教講座講師（2016 年～）ほか。仏教関係の著書に「覚王山と弘法大師の生

涯」「仏教通史」「四国霊場と般若心経」（いずれも大法輪閣）。 

03-01　大塚.indd   113 2020/07/10   9:00



現代宗教研究　第54号（2020.3）　　114

03-01　大塚.indd   114 2020/07/10   9:00



115

仏教と現代（大塚）

2019年1月30日

参議院議員大塚耕平

仏教と現代

日蓮宗現代宗教研究所

ーこれまでの経験に基づく私見 ー

（研究員・顧問・嘱託会議）

（資料１）仏教伝来と日本の仏教
Copyrights©

Kouhei Ohtsuka Office
All Rights Reserved.

（
資
料
１
）
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― 仏教と現代 ― 

第 1 回「仏教と世界の変遷から何を感じ取るか」 

１．仏教誕生から日本仏教に至る仏教通史 

２．人間誕生から現代社会に至る世界通史 

３．経済・経済理論・経済政策の変遷と現実 

４．政治の誕生 ― 保守とリベラルの誤用と迷走 ― 

５．科学史と産業革命と現代 

６．人間及び現代人にとって仏教とは何か 

 
 

第 2 回「公共政策と仏教の教え」 

１．お寺の果たしてきた役割（仏教通史再論） 

２．公共政策とは何か 

３．官民公私と仏教 

４．ペイオフ・マトリックスと仏教 

５．ニムビィ・シンドロームと仏教 

６．仏教の教えがなぜ穏やかな社会を導くのか 

 
 

第 3 回「日本への仏教伝来と国際社会」 

１．過去２回で「仏教と現代」について何を感じたか 

２．アラビアのロレンスとトランプ大統領 

３．アヘン戦争とチャイナ２０４９ 

４．日本への仏教伝来と聖徳太子 

５．氏族仏教―国家仏教―大衆仏教―現代仏教 

６．仏教の教えは平和にどのように寄与するのか 

 
 

第 4 回「『最澄と空海』の偶然と現代への影響」 

１．最澄と空海の一生 

２．最澄と空海の交流 

３．最澄と空海は後世に何を残したのか 

４．鎌倉六祖から現代仏教への流れ 

５．宗教と哲学と思想 

６．仏教の教えは人々の安寧にどのように寄与するのか 

 
 

第 5 回「科学は人間を幸福にするのか」 

１．現代という時代―科学の功罪― 

２．ＡＩ（人工知能）とは何か 

３．ＡＩ（人工知能）は仏教を理解できるか 

４．科学はどこまで進歩できるか 

５．人間と宗教と科学 

６．仏教の教えは科学の進歩とどう向き合うべきか 

 
 

第 6 回「中道と民主主義」 

１．宗教とは何か 

２．世界の宗教の中における仏教 

３．仏教の本質とは何か －「中道」を考える－ 

４．西洋哲学と東洋哲学 

５．世界（人間）はなぜ争いが絶えないのか 

６．仏教は現代（現実）社会とどう向き合うべきか 

 
 

第 7 回「何が明らかになったのか」 

１．「正しい」「正義」とは何か 

２．なぜ宗教が誕生したのか（必要なのか） 

３．仏教とは何か 

４．仏教は何を教えているのか 

５．法華経と般若心経 

６．私たちはどのように生きるべきか 

中日文化センター 
講師 早稲田大学客員教授 大塚耕平 

Copyrights©
Kouhei Ohtsuka Office
All Rights Reserved.

（資料２）仏教と現代

（
資
料
２
）

（参考1）民主主義と中道
Copyrights©

Kouhei Ohtsuka Office
All Rights Reserved.

（
参
考
１
）
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（参考2）中近東を巡る国際情勢

ア
サ
ド
政
権

反
政
府
勢
力

・

米
国

ロ
シ
ア

イラン

中
国

英
仏

Copyrights©
Kouhei Ohtsuka Office
All Rights Reserved.

（
参
考
２
）

（参考3）ペイオフ・マトリックス

①自利的・短期的

直接
効用

間接
効用 合計

Aさん ５ ０ ５

Bさん ５ ０ ５

合計 １０ ０ １０

②利他的・中長期的

直接
効用

間接
効用 合計

Aさん ４ ２ ６

Bさん ３ ３ ６

合計 ７ ５ １２

Copyrights©
Kouhei Ohtsuka Office
All Rights Reserved.

（
参
考
３
）
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（参考4）ムーアの法則

「ムーアの法則（Moore’s Law）」とは、インテル創業者のひとりであるゴードン・ムーア
が1965年の論文で提唱した「半導体の集積率は18ヶ月で2倍になる」とする経験則。

Copyrights©
Kouhei Ohtsuka Office
All Rights Reserved.

（
参
考
４
）

（参考5）全脳ＡＩ
Copyrights©

Kouhei Ohtsuka Office
All Rights Reserved.

（
参
考
５
）
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