
〈
基

調

講

演

〉

ア
ジ
ア
に
お
け

る
平
和
の
思
想

―

仏
教
を
中
心
と
し
て
―

一

タ
イ

国

に

Ｗ
ａ
ｌｋ
ｉｎ
ｇ
　
Ｂ
ｕ
ｄ
ｄ
ｈ
ａ

と

称

す

る

仏

像

が

あ

る
。

詳

し

い

由

来

は

分

か

ら

な

い

が

、

そ

れ

程

古

い
も

の

で

は
な

い
よ

う

で

あ

る
。

私

の

手

元

に
あ

る
の

は

、

高

さ

二

七

セ

ン

チ

の
ブ

ロ

ン

ズ
製

で

あ

る
。

仏

像

と

い
え

ば
、

通

例

、

立

像

・

坐

像

・

涅

槃

像

（
臥

像

）

の

い
ず

れ

か
で

あ

ろ

う

か
ら

、

歩

行

中

と

い

う

の

は

珍

し

い

。

右

手

を

後

ろ

へ
振

り

、

左

手

は
前

に
突

き

出

し

て

、

何

か

を

制

止

し

て

い

る

よ

う

に

見

え

る

。

人

は

こ

れ

を

Ｓ
ｔｏ
ｐ
　
ｔ
ｈ
ｅ

Ｗ
ａ
ｒ

の

姿

で

あ

る
と

い

う

（
写

真

）
。

仏

伝

の

中

に

、

釈

尊

が

戦

い

を

抑

止

し

よ

う

と

実

際

に

働

き

か
け

た
例

と

し

て

は
、

二

例

程

考

え

ら

れ

る
。

一

つ

は

『
長

部

第

一

六

経

、

大

般

涅

槃

経

』

の

冒

頭

に

出

る
話

で

あ

る

。

マ

ガ
ダ

の

国

王

Ａ
ｊａ
ｔａ
ｓ
ａ
ｔ
ｔｕ

が

ヴ

ァ

ッ

ジ

―
族

を

征
服

し

よ
う

と

釈

尊

に

意

見

を

求

め

た

。

こ

の

時

釈

尊

は

、

ヴ

ア

前
　
田
　
惠
　
學

ツ
ジ

―
族

の
す

ぐ

れ

た
点

を

七

か
条

あ

げ

て

、
戦

さ

を
し

な

い
方

が

よ

い
と

説

い

た
。

い

わ
ゆ

る
七

不

退

法

と

か
七

不

衰

法
と

か

い
わ

れ

る
も

の
で

あ

る

。

今

一

つ

は

資

料

的

に

は

古

く

は

な

い
が

、

こ

れ

も

有

名

な

話

で

あ

る
。
『
島

史

注

』

Ｉ
，　ｐ
ｐ

．　
３
４
６
ｆ

．
に

よ

れ

ば

、

コ

―

サ

ラ
国

Ｐ
ａ
ｓ
ｅ
ｎ
ａ

王

の

子

で

。

釈
迦
族
出
身
の
母
を
も
っ
が
V
i
d
u
d
a
b
h
a
王
は
、
故
あ
っ
て
釈
迦
族
を
亡
ぼ

さ
ん
と
し
て
三
度
軍
を
出
し
た
。
釈
尊
は
こ
の
時
、
出
か
け
て
三
度
S
ｔ
ｏ
ｐ

を

か
け

三

度

こ
れ

を
抑

え

た
。

し

か
し

四

度

目

に

は

つ

い

に
抑

え

る
こ

と

を

や

め

た
。

そ

の

た

め
釈

迦

族

は
亡

ぼ

さ

れ

る

に

い

た

っ
た
と

い
う

。

釈

尊

晩

年

の
悲

劇

と

い
わ

れ

る
。

二

平

和

を

実

現

す

る

に
は

、

ま

ず

は

争

い

を
起

こ

さ

な

い
こ

と

で

あ

る

。

争

い
が

あ

る

と

こ

ろ

に
怨

み

が

生

ま

れ

る
。

怨
み

を

な

く

す

れ

ば

平

和

と

な

る

。

アジアにおけ る平和 の思想
１



タイ、歩行中の釈尊

(Stop the War)

釈

尊

は

怨

み

を

な

く

し

て

平

和

を

実

現

し

た

い

と

考

え

た
。
『
法

句

経

』

五

に

は
、お

よ

そ
こ

の
世

に

お

い
て

、

怨
み

は

怨

み

に

よ

っ
て

や
む

こ

と

は

な

い

。

怨

み

を

棄

て

て

（
ａ
ｖ
ｅ
ｒ
ａ
）

こ

そ

や

む

の

で

あ

る
。

こ

れ

は

永

遠

不

変

の

真

理

で

あ

る

。

と

述

べ

て

い

る

。

釈

尊

は

、

こ

の

怨

み

を

棄

て

る

修

行

の

方

法

を

教

え

た

。

瞑

想

に

よ

っ
て

煩

悩

を

断

ず

る

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

釈

尊

の

教

え

は

、

長

く

仏

教

の

中

に
生

き

て

き

た
。

我

が

国

に

お

い

て

も

、

法

然

の

場

合

、

子

供

の

時

、

闇

討

ち

に
遭

っ

た
父

の

口

か
ら

こ

の
言

葉

を

聞

い
た

の

が

出

家

求

法

の

動

機

と

な

っ

た
。

現

代

で

は
、

太

平

洋

戦

争

の

あ

と

サ

ン

フ

ラ

ン

シ

ス

コ
講

和

条

約

の
際

、

セ
イ

ロ
ン
代

表

と

し

て

日

本

の

立

場

を
支

持

し

て

く

れ

た

Ｊａ
ｙ
ｅ
w
ａ
ｒ
ｄｅ
ｎ
ｅ

氏

か
ら

こ

の
言

葉

を
聞

い

た

。

こ

れ

に
感

謝

し

て

い

る
日

本

人

は
少

な

く

な

い

。

三

し
か
し
考
え
て
み

る
と
、
こ
の
釈
尊
の
言
葉
も
、
実
は
状
況

に
よ
っ
て
言

い
に
く
い
こ
と
が
あ
る
。
加
害
者
と
被
害
者
の
あ
る
場
合
、
加
害
者
か
ら
被

害
者
に
は
言
い
出
し
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
日
韓
関
係
の
よ

う
な
場
合
で
あ
る
。

比
較
思
想
学
会
は
、
平
成
七
年
、
韓
国
ソ
ウ
ル
の
東
国
大
学
校
に
お
い
て

、

韓
国
思
想
史
学
会
と
日
韓
国
際
学
術
会
議
を
開
催
し

た
。
私
も
誘
わ
れ
て

、

日
本
側
の
一
員
と
し
て
研
究
発
表
に
参
加
し
た
。
時

の
比
較
思
想
学
会
小

山

宙
丸
会
長
は
、
両
国
の
過
去
の
歴
史
と
将
来
に
つ
い
て
述
べ
、
日
本
の
反

省

す
べ
き
点
を
縷
々
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
記
憶
し
て

い
る
。

平
成
一
四
年
、
同
じ
く
韓
国
ソ
ウ
ル
の
東
国
大
学
校

に
お
い
て
、
日
本
印

度
学
仏
教
学
会
が
開
催
せ
ら
れ
、
私
は
特
別
講
演
を
す

る
こ
と
と
な

っ
た
。

小
山
会
長
と
同
じ
よ
う
な
立
場

に
立
た
さ
れ
た
。
私

も
や

は
り
、

か
つ
て
の

日
韓
の
残
念
な
過
去
の
歴
史

に
触
れ
、
日
本
の
仏
教
と
仏
教
学
の
中

に
反
省

す

べ
き

点
の
あ

っ
た
こ
と

を
述

べ
、
改
む
べ
き
を
改
め
て

、
今
後

の
仏
教
研

究

の
あ
る
べ
き
方
向
を
論
じ

た
。

そ
れ
に
つ
い
て
思

い
出

す
の
は
、
昭
和
四
七
年
、
私
が
初
め
て

韓
国

を
訪

問
し
た
時
、
各
地

諸
寺

院
の
参

観
に
当

た
り
、
必
ず
五
〇
〇

年
前
、
加
藤
清

正

軍
に
よ
っ
て

焼
失
し

た
後
の
現

在
の
諸

堂
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
あ
と
で

、

「
過
去
の
こ
と

を
忘

れ
ず

に
、
お
互

い
仲
よ
く
し
ま
し
ょ
う
」
と
言

わ
れ

た

言
葉
で

あ
る
。
日
本
人
は
仲
直
り
す
る
時
、
過
去

の
こ
と
は
忘
れ
、
水
に
流

２



し
て
仲
よ
く
し
ま
し

ょ
う
と
言
う
。
こ
こ

に
は
民
族

的
エ
ー
ト
ス
の
違

い
が

あ
る
。
中
国
で
も
や

は
り
「
過
去
の
こ
と

は
忘

れ
ず

に
仲
よ
く
」
と

い
う
立

場
で

あ
る
。
『
法
句
経
』

の
「
怨
み

」

に
つ
い
て
考
え

る
時
、
ま
ず
は

「
他

の
怨
み
」

に
対
し
て
処
理
が
先
行
す

る
必
要
が

あ
る
。

そ
こ

に
は
、
謝
罪
と

か
懺
悔

の
問
題

が
あ

る
。
日
本
の
仏
教
で

は
己

れ
の
懺

悔
滅
罪

は
よ
く
口

に

す
る
が
、
他

へ
の
謝
罪

に
つ

い
て

は
弱

い
。
こ

れ
は
日
本
人

の
エ
ー
ト
ス
と

絡
ん
で
、
戦
後

の
日
本

の
処
理
の
ま
ず

さ
に
な
っ
て
現

わ
れ
て

い
る
。

四

も
と
も
と
こ
の
世

は
競
争
の
世
界
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ

る
分
野

に
お
い
て
競

争
が
あ
る
。
政
治
・
経
済
・
社
会
・
学
問
・
文
化
・

ス
ポ
ー
ツ

か
ら
宗
教

に

い
た
る
ま
で
、
競
争
の
な
い
分
野
は
な

い
。
適

度
の
競
争

は
人
間
の
励
み

に

な
る
が
、
過
度

に
陥
り
や
す

い
。
競
争
で

は
、

相
手

に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
そ
こ

に
争

い
が
起
こ
り
、
怨
み

を
は
ら
む

。
こ

れ
が
平
和

を
乱

し
、
戦
争
の
も
と
と
も
な
る
。

か
つ
て
日
本
学
術
会
議
（
会
員
ニ
一
○
名
）
の
本
会
議
場
で
、
こ
れ
が
問
題

と
な

っ
た
。
競
争
の
世
界
に
秩
序
あ
ら
し

め
、
平
和

を
維
持
す

る
に
は
い
か

が
す
べ
き
か
。
会
議

は
一
時
間
も
つ
づ

い
た
で

あ
ろ

う
か
。
妙
案
も
出

な
い

ま
ま
、
会
議
は
行
き
づ
ま
り
を
見
せ
た
。
そ
こ
で
私

は
挙
手
し
て
発
言
を
求

め
た
。
仏
教
の
開
祖
は
釈
尊
で
あ
る
が
、
自
ら

を
「
勝
利
者
」
で
あ

る
と
言

わ
れ
た
。
仏
教
に
お
い
て
勝
利
と
は
、
相
手

に
勝
つ
こ
と
で

は
な
く
「
己
れ

に
克
つ
」
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
に
す
べ
て
の
人
が
勝
利
者
と
な

る
道
が
開

か

れ
て

い
る
、
と
。
会
議
場

は
一
瞬
静
ま
り
、
こ
の
論
議
は
そ
こ
で
終

わ
っ
た
。

五

私
が
ア
ジ
ア
の
国
々
に
関
心
を
抱
い

た
の
は
、
戦
争
の
結
果
で
あ

っ
た
。

小
学
校
の
時
（
昭
和
一
二
年
）
蘆
溝
橋
事
件
が
起
き
、
中
学
の
時
太
平
洋
戦

争
と
な
り
、
旧

制
高
校

の
時
（
昭
和
二
〇
年
）
終
戦
と
な

っ
た
。

戦
後
間
も
な
く
ア
ジ
ア
で

は
多
く
の
国
が
独
立
し
た
。
イ
ン
ド
は
イ

ギ
リ

ス
の
植
民
地
で

あ

っ
た
が
、
分
離
独
立
し
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
イ

ン
ド
と
イ

ス
ラ

ム
教
の
東
・
西

の
パ
キ
ス
タ
ン
、
東

パ
キ
ス

タ
ン
は
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ

に
な
っ
た
。
セ
イ

ロ
ン
（
ス
リ
ラ

ン
カ
）
と
ビ
ル

マ
　（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
は
、

仏
教
で
独

立
し

た
。

マ
レ
ー
シ
ア
や
オ
ラ
ン
ダ
領
の
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
は
イ
ス

ラ

ム
教
で

立
ち
。
自
由
な

シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
も

マ
レ
ー

シ
ア
か
ら
分

か
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
領
で

あ

っ
た
イ

ン
ド

シ
ナ
半
島
で
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

ー
ラ

オ
ス

ー

カ
ン
ボ
ジ

ャ
等
が
独
立
し

た
。
ま

た
フ
ィ
リ

ピ
ン
も
独
立
し
た
。

タ
イ
国
は

戦
前
か
ら
の
独
立
国
で

あ
っ
た
し
、
中
国

は
毛
沢
東
と
蒋
介
石
の
内
戦
が
っ

づ
き
、
共
産
主
義
の
中
国
と
自
由
な
台
湾
と
な

っ
た
。
こ

れ
ら
戦
後
独
立
し

た
ア
ジ
ア
の
国
々
の
特
徴

は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
の
根

拠
を
多
く
宗
教
か
共
産
主
義
に
求

め
た
こ
と
で
あ
る
。

六

し
ば
ら

く
し
て

、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
ア
ジ
ア
研
究
が
盛
ん
と
な
り
、

や
が
て
我

が
国
で

も
経
済
復
興
が
緒
に
就
く
と
共
に
、
こ
れ

に
追
随
す
る
こ

アジアにおける平和の思想
３



と
と
な
る
。
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
、
名
古
屋
に
ア
ジ
ア
・
エ
ー
ト
ス
研

究
会
が

生
ま
れ
た
こ
と
は
、
私
の
研
究
に
と

っ
て
誠

に
幸

い
で
あ

っ
た
。
名

古
屋
地
域

の
諸
大
学
の
研
究
者
お
よ
そ
四
〇

名
、
倫
理
学

・
社
会
学

・
文
化

人
類
学

・
仏
教
学
・
宗
教
学
・
教
育
学
・
法
律
学

・
経
済
学

な
ど
、
あ
ら
ゆ

る
分
野

か
ら
ア
ジ

ア
に
対
す
る
関
心
か
ら
参
加
し

た
。
壮

観
で
あ

っ
た
。
明

治
以
降

の
日
本
で
は
、
西
洋
の
見
方
・
考
え
方
を
よ
し
と
し
、

そ
れ
を
規
準

と
し
て

き
た
が
、

ア
ジ

ア
に
は

ア
ジ
ア
特
有
の

エ
ー
ト
ス
が
あ

っ
て
、
価
値

意
識
も

異
な
る
。
現
代

に
対
応
す
る
仕
方
も
そ
れ
ぞ
れ

に
異

な
る
も
の
が
あ

っ
て
当

然
で
あ

る
と
し

て
、

マ
レ
ー

シ
ア
・
ス
リ

ラ
ン

カ
・
イ

ン
ド
ネ

シ

ア
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
、

ア
ジ

ア
諸
地
域
の
現
地
調
査
を
し

た
。
大
き
な
主

題

は
、

ア
ジ
ア
の

エ
ー
ト

ス
と
近
代
化
の
問
題
で
あ

っ
た
。
一
九

六
〇
年
代

か
ら
約
四

〇
年

間

に
多

く
の

成
果

を
あ
げ

た
（
『
ア
ジ
ア
・
エ
―
ト
ス
研
究
会

―

そ
の
四
十
年
の
軌
跡
―

』
二
〇
〇
三
年
、
あ
る
む
刊
参
照
）
。

私
共

は
こ
れ

に
よ

っ
て
、

ア
ジ
ア
に
は

ア
ジ

ア
的
価
値
意
識
が

流
れ
て
お

り

、
己

れ

に
対
立
す
る
も

の
の
価
値
を
認

め
、
そ
れ
と
共

生
し
て

い
こ
う
と

い
う
相
手
を
尊
重
す

る
精
神
が
あ

る
と
考
え
た
。
西
洋

の
価
値

観
は
、
自
己

以

外
の
価
値
を
厳
し
く

排
除
し
よ
う
と
し
て
き

た
。
し

か
し
ア
ジ
ア
で

は
、

欧
米
の
価
値
観

に
と
っ
て
代

わ
ら

な
け
れ
ば

な
ら

な
い
と
は
、
考
え
て

い
な

い
の
で
あ

る
。七

私
共

の
研
究

の
大
き

な
主
題

は
、
ア

ジ
ア
の
近
代
化

に
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア

に
と

っ
て

も
、
日

本
に
と

っ
て
も
、
近
代
化
と
は
西

洋
化

の
謂
で
あ
る
。
近

代

は
西
洋

に
始
ま

っ
た
。
宗

教
改
革
、
自
然
科
学
の
発
達

と
産
業
革
命
、
新

大
陸

の
発

見
と
植

民
地
支
配

な
ど
、
そ
こ
に
は
、
西

洋
先

進
諸
国
の
繁
栄
が

見
ら

れ
る
。

明
治

に
な
っ
て
開

国
し

た
日
本
は
、
文
明
開
化
を
は
か
り
、
富
国
強
兵
を

国
策
と
し
て

、
西

洋
に
追

い
つ
け
、
追
い
越
せ
と
走
り
出

し
た
。
日
本
に
と

っ
て
近
代

と
は
、
実
は
近
代
化

に
苦
し
ん
だ
時
代
で
あ
っ
た
。
私

は
、
日
本

が

ア
ジ
ア
の
他
の
国

々
よ
り

も
少
し
く
先
に
近
代
化
で
き
た
の
は
、
日
本
人

の
性
癖

に
よ
る
と
こ

ろ
が
多

か
っ
た
と
考
え

て
い
る
。
そ
の
性
癖
と

は
、
純

粋
性

を
好
む

潔
癖
症

に
あ

る
。
西
洋
の
自
然
科
学
を
見
る
と
、
要
素

に
分
析

す

る
能
力

が
重
要
で

あ
る
。

日
本
人
の
純
粋
好
み

や
潔
癖
症

は
こ
れ

に
か
か

わ

っ
て

い
る
。

韓
国
や
中
国

の
大

陸
の
人

々
は
、
包
容
性
や
総
合
力
に
す
ぐ
れ
て

い
る
。

こ

の
こ
と

は
、
卑
近

な
と
こ
ろ
で
日

々
の
料
理
の
仕
方
を
見
て
も
分

か
る
。

私

は
世
界

の
各
地

を
旅
行
す

る
時
、
そ
の
国
の
典
型
的
な
料
理
は
何

か
を
考

え

る
。

料
理
は
毎
日
三
度
三

度
ど
う
す
れ
ば
お
い
し
く
で
き
る
か
考
え
る
。

そ
れ
故

、
そ
の
国
の
民
族
性
が
よ
く
現
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

日
本
料
理

は
一

つ
一
つ
の
素
材
の
味
を
生
か
す
こ
と
を
考
え
る
。
韓
国
と
中
国

の
料
理

は
、
ず

い
ぶ
ん
違

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
素
材
を

ミ

。
ク
ス
し
て

融
合
調

和

の
味
を
作
り
出

す
点

は
同
じ
で
あ

る
。
「
味

の
素
」
は
日
本
人
の
発
明
だ

と

言
わ
れ
る
。
宜
な
る
か
な
と
思
う
。

か
つ
て
私
が
イ

ン
ド
ネ

シ
ヤ
に
行

っ

た
時
、

ジ

ョ

ク
ジ

ャ

カ
ル

タ
の
街

角
で
、

遊

ん
で

い

た
子

供

か
ら

Ｍ
ｒ
・
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と
呼
び

か
け
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

料
理

の
話
は
と
も
か
く
、
学
問
的
な
話
と
し
て

は
、
日
本
の
国
立
大
学
の

中
国
哲
学
の
教
授
が
、
葬
儀
を
仏
教
か
ら
切
り
離
し
て
、
葬
儀
は
仏
教
で
は

な
い
、
と

真
面

目
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
困
り
も
の
で
あ
る
。
仏
教

に
は

教
義
仏
教

と
民
衆
仏
教
の
二
面
あ
る
こ
と
を
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
。
中
国

で

は
、
北

京
居
士

林
の
理
事
長
夏

法
聖
氏
が
、
仏
教
も
儒
教
も
一
致
し
て
い

る
と
述

べ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
力
強
い
融
合
が
あ
る
。

因
み

に
、
日
本
仏
教
の
特
徴
は
、
宗
派
に
分

か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ

は
鎌
倉
期

の
祖
師

た
ち
が
「
選
択
」

し
て

仏
教
の
優
劣
を

は
か

っ
た
結

果
で
あ

る
。
日
本

仏
教

の
源
泉
を
な
す
比

叡
山

の
仏
教
は
、
韓
国
仏
教
を
見

て
も
分

か
る
よ

う
に
、

総
合
仏
教
で

あ
る
。
天

台
・
密
教
・
禅
・
戒
律
か
ら

浄
土
教
ま
で
総

合
し
て

い
る
。

し
か
る
に
比
叡
山

に
学
ん
だ
鎌
倉
仏
教
の
祖

師

た
ち

は
、
例
え

ば
、
法

然
・
親
鸞
は
念
仏
を
、
道
元

は
禅
を
、
日
蓮

は
法

華

を
、
そ

れ
ぞ
れ
に
選

び
出
し
て
宗
派
が
生
ま
れ
た
。
選
択

は
廃
立

に
通
じ
、

弊
害
を
生
じ

た
。
選

び
捨
て
て

顧
り
み

な
い
の
は
、
日
本
人
の
潔
癖
性

に
は

よ
く
適
合
し

た
が
、
真

の
仏
教
な
ら
ば
、
捨
て

た
筈
の
も
の
も
救
い
取
ら
ね

ば
な
ら
な

い
。

そ
れ
で

な
け
れ
ば
一
切

の
衆
生
を
救
い
取
る
慈
悲
の
仏
教
に

な
ら
な

い
。
大
乗

の
精

神
に
合
わ
な
い
の
で

あ
る
。
仏
教
の
宗
派
は
、
日
本

人
を
分
断
す
る
働
き

を
し
て

い
る
。
日
本
の
仏
教
徒
は
、
宗
派
の
信
者
で
あ

る
よ
り
も
前

に
、
ま
ず

仏
教
徒
で

あ
る
こ
と
を
自
覚
す
べ
き
で
は
な
い

か
。

八

さ
て
、
明
治

か
ら
走
り
出
し
た
日
本
の
近
代
化

（
西
洋
化
）
と
富
国
強
兵

の
道
は
、
西
洋

の
い
い
処
ば
か
り
で

な
く
、
悪

い
処
も
見
習
う
結
果
と
な
っ

た
。
そ
の
最
た

る
も
の

は
、
領
土
の
拡
大
と
植
民
地
支
配
で
あ

っ
た
。
西

洋

の
先
進
諸
国
の
繁

栄
が
そ
こ
に
あ
る
の
を
見

た
日
本
も
、
そ
れ
を
見
習
う
結

果
と
な

っ
た
。
私

の
小
学
校
時
代
、
学
校
で

は
世
界
地
図
を
見
せ
て
、
日
本

の
国
が
い

か
に
小

さ
い
か
、
資
源
が
少

な
い
か
、

を
教
え
、
西
洋
の
よ
う
に

領
土
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
、
日
本
の
繁
栄

は
な
い
、
と
教
え
ら
れ
た
。
ま

さ

に
侵
略
の
す
す

め
で
あ
る
。
日
清

・
日
露
な
ど
、
戦
争
の
結
果
、
日
本
は
樺

太
・
千
島
か
ら
、
台
湾
・
朝
鮮
を
領
土
と
し
、
満
州

に
も
手
を
延
ば
し
、
中

学
時
代
に

は
太
平
洋
戦
争
と
な
っ
て
、
大
東
亜
共
栄
圏
を
礎
く
の
が
、
日
本

の
正

義
だ
と
教
え
ら
れ
た
。
私
が
疑
う
こ
と

を
知

っ
た
の

は
、
旧
制
高
校

の

時
で
あ
る
。
敗
戦

に
よ

っ
て
自
分
の
考
え

の
正
し

い
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
よ

う

に
思

っ
た
。

近
代
思
想
の
特

徴
の
一
つ
は
、
人
間

は
自
然
科
学

の
力

に
よ

っ
て
、
地
球

上
の
資
料
を
利
用
し
、
無
限
に
利

益
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

考

え
方
で
あ

っ
た
。
こ
の
考
え
が
、
領
土
拡
張
・
植
民
地
支
配
に
つ
な
が
っ
て

い
た
。
こ
の
考
え

は
、
今
で
も
地
球
上

に
残

っ
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
考
え

が
通
用
し
な
く
な

っ
た
の
が
現
代
で
あ
る
。

５ １　アジアにおけ る平和の思想



九

太

平

洋

戦

争

に
よ

っ
て

近

代

は

終

わ

る

が

、

大

戦
後

し

ば

ら

く

は

混

乱

が

つ

づ

い

た
。

は

っ
き

り

と

現

代

が

発
現

す

る

の

は

、
一

九

七

二
年
（
昭
三
五
）

の

ロ

ー

マ

ク
ラ

ブ

に

よ

る

『
成

長

の

限
界

』

が

発

表

さ

れ

て

か

ら

で

あ

る
、

と

私

は
考

え

て

い

る
。

地

球
上

の

人

口

が

増

大

し

、

食

糧

は

不

足

す

る
。

石

油

な

ど

地

球

上

の

あ
ら

ゆ

る
資

源

が

枯

渇

し

て

、

数
十

年

し

か

も

た
な

い
。

地

球

は
温

暖

化

し

、

環

境

は

破

壊

さ

れ

る

。

水

も

空

気

も

汚

染

さ

れ

る
。

人

類

は
宇

宙

船

地

球

号

に
乗

り

合

わ

せ

、

共

通

の

運

命

に

あ

る

。

人

類

は

今

ま

で

の

よ

う

な

成

長

を

期

待

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

今

は

ｓ
ｕ
ｓ
ｔａ
ｎ
ａ
ｂ
ｌｅ

ｄ
ｅ
ｖ
ｅ
ｌｏ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
（
持

続

可

能

な
発

展

）

を

考

え

な

く

て

は
な

ら

な

い

、

と

言

う

の

で

あ

る
。

こ

の

ま

ま

で

は

、

人

類

は

生
き

残

り

を

か
け

て

争

い

、

地

球

上

は
恐

ら

く
修

羅

場
と

化

す

こ

と

で

あ

ろ

う

。

そ

の
時

代

は

す

で

に

始

ま

っ

て

い

る
。

一

〇

世
界

中

到

る

処

で

紛

争

が

起

こ

り

、

そ

の
原

因

が

し

ば

し

ば

宗

教

に
あ

る

と

せ

ら

れ

る
。

異

な

る

宗

教

間

の
協

調

が

必
要

で

あ

る

。

大

戦

後

世

界

最

大

の

融

和

の

運

動

に

ｅ
ｃ
ｕ
ｍ
ｅ
ｎ
ｉｃ
ａ
ｌ
　
m
oｖ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
（
教

会

一

致

運

動

）

が

あ

る

。

ロ
ー

マ
法

王

が

発

信

し

て

、

キ
リ

ス

ト
教

内

部

は
も

ち

ろ

ん
、

ユ

ダ

ヤ
教

か

ら

ギ

リ

シ

ャ
正

教

な

ど

広

く

一
神

教

と

の
間

の
対

話

を

行

っ
て

き

た
。

仏

教

に

ま

で

呼

び

か

け

が

あ

り

、

か

つ
て

マ

レ

ラ
枢

機

卿

が

日
本

に
派

遣

さ

れ
て

ア
ピ
ー
ル
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

こ
の
種
の
運
動
の
中
に
、
統
一
と
か
帰
一

を
呼
び

か
け
る
も
の
が
あ
る
。

平
和
や
融
和
を
謳

っ
て
、
一
神
教
へ
導
こ

う
と
す
る
も
の
が
あ

っ
て
、
注
意

を
要

す
る
。
こ
の
動
き
を
利
用
し
て
、
勢
力

の
拡
大
を
は

か
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
点
「
一
致
」
を
呼
び
か
け
る
の
は
、
相
互
の
立
場
を
認
め
合

っ

た
上
で
、
互
い
の
一
致
点
を
見

い
だ
し
、
対
話

に
よ

っ
て
理
解
を
深

め
よ
う

と
す
る
趣
が
あ

っ
て

い
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で

は
私
の
経
験
を
述

べ
る
。

デ
ン

マ
ー

ク
の
聖
書
協
会
が
日
本
聖
書
協
会
を
通
じ
て
、
日
本
仏
教
会
に

『
聖
書
』
を
贈

り
た

い
と

言

っ
て
き
た
。
日
本
仏
教
会
で

は
、
こ

ち
ら
か
ら

も
仏
書
を
贈
る
か
ら
、
そ
れ

を
受
け
て
く
れ
れ
ば

い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
、
と

い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
中
外
日
報
社
が
仲

介
し
て
仏
書
贈
呈
親
善
使
節
団
が

結
成
せ
ら

れ
、
三
回

に
わ

た
っ
て
デ
ン
マ
ー
ク
・

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・

ノ
ル
ウ

ェ
ー
の
北

欧
三
国

に
、
仏
書

を
携
え
て
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
回
は
、

昭
和
三

九
年
（
一
九
六
四
）
六
月
か
ら
三
か
月

に
わ
た

っ
て
、

デ
ン

マ
ー

ク

か
ら
世
界
一
周
し
て
仏
基

の
交
流
が
行
な
わ
れ
た
。
使
節
団

は
、
駒
沢
大
学

保
坂
玉
泉
総
長
を
団
長
と
す

る
超
宗
派
の
お
よ
そ
三
〇
名
で

あ
っ
た
。
私
も

ま
た
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
北
欧
三
国
の
大
主
教
（
B
i
s
h
o
p
）

に
よ

る
歓
迎
を
受
け

、
さ
ら

に
ロ
ー
マ
法
王
に
閲

見
、
そ
れ
に
Ｗ
Ｃ
Ｃ

（
ス

イ

ス
、
世
界

教
会
協
議

会
）
・
Ｎ
Ｃ

Ｃ

（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
合
衆
国
教
会
協

議
会
）
本
部
等

々
、
世
界

の
キ
リ
ス
ト
教
の
中
枢
部
を
歴

訪
す
る
を
得
て
、

キ
リ

ス
ト
教
が
世
界

に
働

く
様
を
、
具
さ
に
体
験
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ

６



れ

は
、

仏

教

と

キ

リ

ス

ト
教

と

の
大

戦

後

最

初

の
平

和

友

好

の

交

流

と

言

う

こ

と

が

で

き

る

。

第

二

回

の

親

善

使

節

団

（
団

長
末

広
愛

邦

師

）

は

、

ス

ウ

ェ

ー
デ

ン
、

第

三

回

の

使

節

団

（
真

如

苑

の
方

々
）

は

ノ

ル

ウ

ェ

ー

を

そ

れ

ぞ
れ

中

心

に
し

て

行

な

わ
れ

た

（
『
前
田
惠
學
集
』
第
六
巻
第
２
章
の
報
告
参
照
）
。

第

一

回
の

デ

ン

マ

ー

ク
訪

問

に
参

加

し

た
私

の
印

象

に

つ

い

て

述

べ

た

い

。

デ
ン
マ
ー
ク
は
、
今
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
玄
関
と
い
わ
れ
る
が
、
船
で
渡
欧

し

た
時

代

に

お

い
て

は

、

ヨ

ー

ロ
ッ

パ

の

中

で

も
最

も

奥
地

の

遠

い

国

で

あ

っ
た
。

日
本

人

に
と

っ
て

は
未

知

の
世

界

と

言

え

た

。

そ

の

国

の

キ

リ

ス
ト

教

は
、

日

本

の
仏

教

と

は
全

く

無
縁

の

も

の

で

あ

っ
た

。
こ

の

場

合

、

ヒ

ュ

ー

マ

ニ
テ

ィ

ー

に
対

す

る
信

頼

を
も

っ
て

交

流

す

る

こ

と

は
可

能

で

あ

り

、

事

実

そ

う

し

た

考

え

方

が

日

デ

双
方

に

見

ら

れ

た

こ

と

は
当

然

で

あ

っ
た

。

し

か
し

私

は
む

し

ろ

逆

に
、

双

方

全

く

異

な

る

立

場

に

立

つ

こ

と

を

認

め
、

そ

の
上

で

一
致

点
を

見

い

だ

す

よ

う

に

す

る

方

が

、

は

る

か

に

新

鮮

で

あ

り

、

効
果

が

多

い

と

知

っ

た

。

こ

れ

は

私

に
と

っ
て

新

し

い
発

見

で

あ

っ

た
。

最

近

、
比

叡
山

で

は

世
界

各

国

か

ら

宗

教

者

が

集

ま

っ
て

、

世

界

平

和

を

祈
る
宗
教
サ
ミ
ッ
卜
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
）
か

ら

始

ま

っ
て

今

年

は

二
〇

周

年

を

む

か
え

た

。

八
月

三

日

・
四

日

「
世

界

宗

教

者
平

和

の

祈

り

の

集

い
」

を

謳

い

、

世

界

一

九

か
国

、

仏

教

・
神

道

・

キ

リ

ス

ト

教

・

イ

ス

ラ

ム
教

・

ユ
ダ

ヤ
教

・

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
教

等

の

宗

教

者

二
〇

〇

〇

人

が

参

加

し

た

。

対

話

を
通

じ

て

相

互

理

解

を

深

め

、
「

愛

と

慈

悲

に

基

づ

く
和

解

と

許
し

」

に

よ

っ
て

世

界

平

和

を

祈

る

の

で

あ

る
と

い

う
。

平

和

の

集

い
と

か
平

和

会

議

と

か

は

、

世

界

の

各

地

で

行

な

わ

れ

て

い

る

が

、

目
で
見
え

る
形

の
成
果

は
現

わ
れ
に
く

い
に
し
て
も
、
人
々
の
平
和

へ
の
願

い
を
象
徴
的
に
示
し
て
お
り
、
宗
教
サ
ミ
ッ
卜
が
比
叡
山
で
継
続
さ
れ
る
こ

と
は
、
そ
の
意

義
は
少

な
く
な
い
。

世
界
の
各
地
で
開
か
れ
て
い
る
平
和
会
議
や
集
い
の
一
々
に
つ
い
て
、
記

録
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
単
な
る
宣
伝
で
は
な
く
、
真
面
目
な
企
画

が
多
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
て

い
る
。
そ
れ
だ
け
、
世
界
の
情
勢
が
深
刻
な

の
で
あ
る
。

一
　一

平
成
八
年
、
日
本
学
術
会
議
主
催
で

、
第
三
回
ア
ジ
ア
学
術
会
議
が
開
催

さ

れ
た
。

主
題

は
「
多
元

的

ア
ジ
ア
世
界

を
支
え

る
倫
理
の
基

盤

に
つ

い

て
」
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
共
生
の
問
題
で
、
イ
ス
ラ

ム
の
側

か
ら
は
板
垣
雄
三
氏
が
「
イ
ス
ラ

ム
と
共
生
」

に
つ
い
て
述
べ
、
仏

教
の
側

か
ら
私
が

「
仏
教

に
お
け

る
共
生
」
を
論
じ
た
。
板
垣
氏

の
論
述
の

中
心
は
、
t
a
w
h
i
d
、
で
あ
っ
た
。
タ
ウ
ヒ
ー
ド
は
、
神
が
唯
一
で
あ
る
と
信

じ

、
そ
れ

を
表
明
す

る
こ
と
と

い
わ
れ
る
。
仏
教
の
共
生
が
、
人
と
自
然
、

人
と
人
と

の
間

を
取
り
上
げ

る
の
に
、
イ

ス
ラ

ム
で

は
い
つ
も
神

の
前

に
立

た
さ
れ

る
。
何
と

か
な
ら

な
い
で

あ
ろ
う

か
、
と
い
う

の
が
率
直

な
感
想
で

あ
っ
た
。

私
は
平

成
三
年

か
ら
九
年
ま
で

、
第
一
五
期
・
第
一

六
期
の
日
本
学
術
会

議
会
員
で

あ
っ
た
。
当
時

、
共
生

の
思
想
が

マ
ス
コ
ミ
に
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
、
連

日
共

生
の
文
字

を
見

な
い
日

は
な
か
っ
た
。
し

か
し
共
生
の
思
想

アジアにおけ る平和の思想
７



が
実
は
仏
教

に
由
来
す

る
こ
と

は
、
ま
だ
よ
く
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
私

が
共
生
思
想

の
発
生
が
仏
教

に
あ
る
と
発
言
し
て
、
大
方
の
注
目
を
集

め
る

と
こ
ろ
と

な
っ
た
。
学
術
会
議

に
お
け

る
い
く
つ
か
の
会
合
に
出
席
を
求

め

ら

れ
、
説
明

を
す

る
こ
と
と
な

っ
た
（
『
『
前
田
惠
學
集
、
第
六
巻
、
核
の
時
代
に

お
け
る
平
和
と
共
生
』
第
１
章
等
参
照
）
。
詳
細

は
省
略
す

る
が
、
共
生

は
も
と

も
と
名
古
屋

に
根
ざ
し

た
思
想
で
、

大
正

期
の
椎
尾
辨
匡
師
の
共
生
運
動
に

渕
源
し
、
最
近

は
黒
川
紀
章
氏

の

『
共

生
の
思
想
』
に
よ

っ
て

マ
ス
コ
ミ
に

乗

り
、
そ
れ
が
共
感
を
呼
ん
で

た
ち

ま
ち
に
全
国
に
ひ
ろ
が

っ
た
。
共
生
は

一
方
で
人
と
自
然
と
の
共
生

に
関

わ
る
。
人

間
も
自
然
の
一
部
で
あ
り
、
人

間
は
自
然

か
ら
酸
素
を
受
け
、
自
然

は
人
間

の
吐
く
炭
酸

ガ
ス
を
必
要

と
し

て
い
る
。
仏
教
で
は
、
自
然
界
の
山
川
草
木

も
生
き

て
お
り

、
生
あ

る
者
は

成

仏
す
る

（
山
川
草
木
悉
皆
成
仏
）
と
考
え

る
。
こ

こ
に
環
境
世
界
と
共

に

生
き
る
人
間
の
姿
が
あ
る
。
他
方
共
生

は
人
間

と
人
間

と
の
間

に
関

わ

っ
て

い
る
。
こ
こ
で

は
身
近
な
地
域
社
会

の
問
題

か
ら
国
家
や
民
族
、
人
類

の
幸

不
幸
が
問
題
と
な
る
。
今
日
の
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
長
寿
社
会
と

な

っ
て

い
る
が
、
そ
こ
で
大
切
な
こ
と
と
し
て
私
は
、
(
1
)
　
モ
ノ
の
命
を
大
切
に
す

る
こ
と
（
ゴ
ミ
も
モ
ノ
で
あ
る
）
、
(
2
)
　
お
互
い
に
嘘
を
言
わ
な
い
こ
と

（
隣
人
の
信
頼
）
、
(
3
)
　
思
い
や
り
慈
し
み
の
心
が
大
切
で
あ
る
（
住
み
よ
い

地
域
）
、
と
訴
え
て
き
た
。

共
生

の
問
題

は
、
さ
ら
に
地
域
環
境

か
ら
人

類
の
運

命
や

地
球
の
未

来
に

関
わ
る
。
す
で

に
こ
の
地
球
が
宇
宙
船
地
球

号
と
し
て
運
命
共
同
体
で

あ
る

こ
と
を
知
れ
ば
、
人
間

は
欲
望

の
充
足

を
無
限

に
は
か
る
こ

と
は
不
可

能
で

あ
る
。

今
日
の
「
持
続
可

能
な
発
展
」
と

い
う
こ
と
で
、
こ
の
煩

悩
の
世
界

を
制
御
し
切
れ

る
で
あ
ろ

う
か
。
仏
教

は
昔

か
ら
「
知
足
」

の
思

想
を
主
張

し
て
き

た
。
人
間

は
生
き

る
た
め
の
最
小
限
の
と
こ
ろ
で

満
足
す

る
の
で

な

く
て

は
な
ら

な
い
。
世
界

は
成
住
壊
滅
を
く
り
返
す
。
終
わ
り

は
な
い
。
従

っ
て
ま

た
絶
望
も

な
い
。
し

か
し

い
つ

か
は
ま
た
輪
廻

す
る
こ
と

に
な

る
。

そ
う
し

た
世
界

は
苦
の
世
界
で
あ

る
。
そ
れ
か
ら
の
解
脱
を
説
く

の
が
仏
教

で

あ
る
。

思

い
つ
く
ま
ま

に
ア

ジ
ア
に
お
け
る
平
和
の
思
想
に
つ
い
て
、

い
く
つ

か

の
論
点
を
取
り
上
げ
て
き
た
。

ア
ジ
ア
の
諸
地
域
に
は
、
係
争
の
地
域
が
な

く

は
な
い
が
、
中
東
な
ど
、
他
の
地
点
に
比
す
れ
ば
ま
だ
ま
し
で
あ
る
。
か

つ
て
の
日
本
は
、
ア
ジ
ア
の
平

和
を
攪
乱
し
て
き

た
責
任
を
も
つ
。
日
本
人

の
中
に
は
そ
の
血
が
流
れ
て
い
る
。
血
気
を
静
め
る
た
め
に
は
、
仏
教
の
役

割

は
小
さ
く
な
い
。
国
際
協
調
性
を
具
え

、
平
和

へ
の
意
志
を
強
く
具
え
て

い
る
こ
と

は
、
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
与
え
ら
れ
た
紙
数
も
尽

き
た
の
で
、
こ
の
辺
で
筆
を
措
く
。

（
ま
え
だ
・
え
が
く
、
現
代
ア
ジ
ア
仏
教
・
原
始
仏
教
・
上
座
仏
教
、

愛
知
学
院
大
学
名
誉
教
授
）
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