
〈
特
集

「
ア
ジ
ア
に

お
け
る
平

和
の
思
想
」
１
〉

イ

ン

ド

の
人

々
の
平

和

観

―

北
イ
ン
ド
に
お
け
る
医
療
支
援
を
通
し
て
感
じ
た
も
の
―

は

じ

め

に

第
三
四

回
比
較
思
想
学
会
大
会
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る

平
和
の
思
想
」

の
中
で
、
私
が
イ

ン
ド
を
担
当

す
る
よ
う
に
指
名
さ
れ
た
理

由
の
一
つ
に

は
、
私
ど
も
が
一
九

八
七
年
よ

り
北
イ
ン
ド
の
農
村
部
に
お
け

る
医
療
支
援
活
動
を
行

っ
て
き

た
こ
と

に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
以

下

に
記
述
す
る
内
容

は
実
際

に
イ

ン
ド
に
お
い
て
の
医
療
活
動
の
体
験
を
通

し
て
、
私
が
感
じ
取

っ
た
イ

ン
ド
の
人

々
の
平

和
に
対
す
る
考
え
方
が
中
心

と
な
る
。
記
述

の
順
序
と
し
て

は
、
最

初
に
今
日
ま
で
行

っ
て
き
た
イ

ン
ド

に
お
け
る
医
療
支
援
活
動

の
実
際
を
述

べ
る
。
次
に
イ

ン
ド
の
人

々
、
特
に

庶
民
の
平
和
に
対
す

る
思
想

を
述
べ
。
更

に
イ
ン
ド
の
国
家
と
し
て
の
平
和

の
理
念
を
考
え

た
い
。
最
後

は
、
現
在

に
お
け

る
イ
ン
ド
の
政
治
、
経
済
の

状
況

を
述
べ
、
イ

ン
ド
が
今
後
平
和

に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
指
向
性
を
持
つ

か
を
論
じ
て
み
た

い
と
思
う
。

柴
　
田
　
昌
　
雄

一
　

イ
ン
ド
に
お
け

る

医
療
支

援
活
動

の
歩
み

私
ど
も

が
北
イ

ン
ド
の
農
村
部
に
医

療
施
設

（
病
院
）

を
建
設
し
よ
う
と

念
願
し

た
の
は
、
全
く
の
御
縁
で

あ
っ
た
と
思

っ
て

い
る
。
一
九
八
六
年
に

イ

ン
ド
の
現
地

の
人
々
か
ら
要

望
が
あ
り
、
一
九
八
七
年
五
月

に
病
院
建
設

委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
。
そ
の
折
の
趣
意
書
は
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

趣
　

意
　

書

先

の
太
平

洋
戦
争
よ
り
四
十

有
余
年
が
経

過
し
、
我

が
国

は
今
や
世

界
の
経

済
大
国

の
一
つ
と
し
て

の
地
位
を
占
め
る
に
至
り
、
我
々
日
本

インドの人々の平和観
９



国
民
は
未
だ

か
っ
て

経
験
し
な
か

っ
た
物
質

的
な
豊

か
さ
を
満
喫
し
て

お
り
ま
す
。
し

か
し

な
が
ら
、
ひ
と
た
び
視
野
を
地
球
的
規
模

に
拡
げ

た
と
き
、
貧
困

と
飢

餓
に
苦
し
む
数
多
く
の
人
達
が
存
在
し
て

い
る
こ

と
に
気
付
き
ま
す
。

こ
の
様
な
視

点
を
ア
ジ
ア
の
み
に
限
定
し
て
も
同
じ
状
況

に
あ
り

ま

す
。
日
本

は
ア
ジ
ア
の
一
員
と
し
て

、
ア
ジ
ア
の
人

々
と
と
も

に
歩
む

べ
き
責
務
が
あ

り
ま
す
。
特
に
中
国
お
よ
び
東
南
ア

ジ
ア

の
諸
国

に
つ

い
て
の
関
心

は
今
日
急
速
に
高
ま
り
つ
＆
あ
り
ま
す
が
、
ア

ジ
ア
の
中

央

に
位
置
し
、
中
国

に
つ
い
で
世
界

第
二
の
人
口
を
有
す

る
イ

ン
ド
に

つ
い
て

の
日
本
人

の
関

心
は
、
い
ま
一
つ
十

分
と
は
云
え
な

い
と
思

い

ま
す
。

云
う
ま
で
も

な
く

日
本
人
は
そ
の
九
割
以

上
は
信
仰
の
程
度
の
差

は

あ
れ
仏
教
徒
で
す
。

仏
教
は
イ
ン
ド
の
地
に
お
い
て

釈
尊

に
よ

っ
て

創

生
さ
れ

た
宗
教
で

あ
り
、
我
々
日
本
人
は
仏
教
を
有
形
無
形

の
形
で
そ

の
人
生

観
に
生
か
し
て

お
り
ま
す
。

い
ま
一
度

、
釈
尊
よ
り
二
千
五
百
年
を
経
過
し
た
今
日
の
イ

ン
ド
の

姿
、
と

く
に
そ
の
民
衆
の
生
活
を
見
た
と
き
、
そ
れ

は
我

々
の
想
像

を

越
え

た
苦
し

い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
特
に
人
間
生
活
の
基
本
条
件

の
一

つ
で

あ
る
医

療
の
面

で
は
そ
の
遅
れ
が
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

こ

の
度
、
釈
尊
成
道
の
地
で
あ
る
中
部
イ
ン
ド
、
ブ
ダ

ガ
ヤ
の
地
元

官
民

の
方
々
よ
り
、
是
非
と
も
近
代
的
医
療
施
設
の
建
設

の
要
望
が
寄

せ
ら

れ
て
き

ま
し
た
。
我

々
発
起
人
一
同
は
こ
の
地
元
よ
り

の
要
請

を

幾
度

に
も
わ
た
り
検
討
し
、
さ
ら
に
現
地
に
も
行
っ
て

調
査
し
た
結
果
、

我

々
の
手
で

仏
教
の
聖
地
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
地
に
規
模
は
小

さ
く
と
も
、
イ

ン
ド
の
民
衆

の
方
々
に
役
に
立
つ
医
療
施
設
（
病
院
）
を
建
設
す
る
こ

と
を
発
願
し

た
次
第
で

す
。
こ

の
た
め
に
は
建
設
の
た
め
の
資
金
が
必

要
で

あ
り
、
皆
様
方
に
募
金
を
お
願
い
致
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

何
卒
、
我
々
の
意
を
お
く
み
取
り
い
た
だ
き
御
懇
志
を
賜
り
ま
す
様
、

心
よ
り

お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

合
　
掌

一

九
八
八
年
七

月

そ
の
後
多
く

の
困
難
な
問
題
も
存
在
し
た
が
、
多
く
の
方
々
の
御
支
援

に

よ
り
一
九
九
八
年
一
一
月

に
病
院
が
オ
ー
プ
ン
で

き
、
診
療
を
開

始
す

る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
間
の
詳
細
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
本
比
較
思
想
研
究
2
7

号

に
投
稿
し
て

い
る
の
で

参
照
願

い
た
い
。
以

来
、
今
日
（
二
〇
〇

七
年
五

月
現
在
）

ま
で

の
約
八
年
半
の
間

に
総
数
一
七
万

人
の
地
域
の
患
者
を
治
療

す

る
こ
と

が
で
き

た
。
現
在
も
一
日
七
〇

～
一
〇
〇

名
の
患
者
が
来
院
し
て

お
り
、

そ
の
地
域

の
人
々
に
と
っ
て
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
病
院
と
な
っ
て

い
る
。
私

ど
も

は
今
後
と
も
何
と
し
て
で
も
医
療
支
援
活
動
を
継
続
す
る
考

え
で
あ
り

、
有
縁

の
方
々
の
御
支
援
を
切
に
お
願
い
す
る
次
第
で

あ
る
。

ニ
　

イ

ン

ド

国

民

の
平

和

の

思

想

イ

ン
ド
国
家

の
現
状
に
つ
い
て
概
略
を
ま
ず
述
べ
る
。
面
積
は
約
三
二

八

10



写 真１

写真２

病院の全景（病院名 インド福祉村病 院、現地名Ananda Hospital)

待合室の光景

11 1　 インドの人々の平和観



図 １

ANANDA HOSPITAL TEL : 91  -5564-217544/91 -5564-292935
住所:VILLAGE SIRSIA DIST KUSHINAGAR 274403.UP.INDIA

病院の所在地

万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
日
本
の
九
・
五
倍
）
で
あ
る
。
人
口
は
一
〇
億
三

〇
〇
〇
万
人
（
二
〇
〇
一
年
国
勢
調
査
に
よ
る
）
、
人
口
増
加
率
は
一
・
九

五
％

（
年
平
均
）
で

あ
る
の
で
二
〇
〇

七
年
現
在
で

は
約
一
一
億
五
〇
〇
〇

万
人
近
く
に
達
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
多
民
族
国
家
で
あ
り
、
連
邦

公
用
語
は

ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
で
あ
る
が
、
公

認
さ
れ
て

い
る
言
語
は
ニ

ー
も
あ

る
。
一
般
的
に
は
英
語
が
準
公

用
語
と
し
て
繁
用

さ
れ
て
い
る
。

宗
教

に
関
し
て

は

ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
徒

八
〇

・
五
％

、
イ

ス
ラ

ム
教
徒

一

三
・
四
％

、
キ
リ
ス
ト
教
徒
二
・
三
％

、
ス
ィ
ク
教
徒
一
・
九
％

、
仏
教
徒

〇

・
八
％

、
ジ
ャ
イ

ナ
教
徒
〇

・
四
％

（
二
〇
〇
一
年
国
勢
調
査
に
よ
る
）

で

あ
る
。
イ
ン
ド
の
民

衆
は
そ
れ
ぞ
れ

の
宗
教
を
信
仰
し
、
日
常
生
活

の
な

か
に
宗

教
が
あ

る
。
私
が

見
聞

し
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
日
々
の
生
活

の
中

心
に
神
が

あ
り
、
神

に
祈
り

な
が
ら
懸
命

に
生
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ

た
。

特
に
農

村
部
で

は
貧
困
、

カ
ー
ス
ト
な
ど

の
問
題
は
今
な
お
大
き

く
存
在
し

て

お
り

、
農
民
ら

の
生
き

る
力

の
根
源

に
は
宗
教
が
大
き
く
関
わ
っ
て

い
る
。

私
ど
も
が
病

院
を
建
設

し
た
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー

シ
ュ
州
（
Ｕ
Ｐ
州
）

は
人
ロ
一
億
人
、
面
積
は
日
本
全
土
よ
り
北
海
道
を
除
い
た
ぐ
ら
い
の
大
き

な
州
で

あ
る
。
こ
こ
で

も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
イ

ス
ラ

ム
教
徒
の
比
率
は
前

述
の
全
イ
ン
ド
の
比
率

と
大
差
は
な
い
。

彼
等
の
な
か
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

と
イ
ス
ラ

ム
教
徒
は
共

生
し
て

お
り
、

何
ら
問
題

は
起
こ

っ
て
い
な
い
。

彼

等
は
ま
ず

家
族
、
次

に
地
域

の
平
穏
無
事

を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
が
彼
等
の

平
和
の
思
想
の
原
点
と
思
わ
れ
る
。
彼
等
の
心
の
な
か
で
は
マ
ハ
ト
マ
・
ガ

ン
ジ
ー
は
今
な
お
尊
敬
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
平
和
思
想
は
生
き
て
い
る
。
ガ



ン
ジ
ー
の
平
和
思

想
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

の
不

殺
生
の
戒
律
の
影
響
を
少
か
ら

ず
受
け
て

い
る
と
私
は
思
っ
て

い
る
。

三
　

イ

ン

ド

の
基

本

的

外

交

姿

勢

イ

ン
ド
は
独

立
以

来
ネ
ー
ル
首
相
に
よ
っ
て

提
唱
さ
れ
た
平
和
五
原
則
を

外
交
の
基
本
と
し
て
い
る
。
（
一
）
世
界
各
国
と
友
好
関
係
を
構
築
し
、
共
存
を

探
る
。
（
二
）
国
際
問
題
は
あ
く
ま
で
も
平
和
裏
に
解
決
す
る
。
（
三
）
主
権
の
平
等

と
尊
重
。
（
四
）
国
家
の
思
想
と
行
動
の
自
由
。
（
五
）
国
家
間
の
関
係
は
あ
く
ま
で

も
平

等
対

等
の
原

則
を
重
視
す

る
。
以

上
の
五

項
目
で
あ
る
。

二
〇
〇

六
年
三
月
に
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ

シ
ュ
大
統
領
が
イ
ン
ド
を
訪
問
し
、

マ
ン
モ
（
ン
ー
シ
ン
首
相
と
の
間
で
「
ニ
一
世
紀
の
地
球
規
模
の
諸
問
題
に

対
応
し

得
る
戦

略
的
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
」
関
係
に
お
け
る
歴
史
的
な
合
意

に
達
し
た
。
そ
の
折
に
行
わ
れ
た
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
夫
妻
の
歓
迎
晩
餐
会
に

お
い
て

、

シ
ン
首
相
は
挨
拶
の
な
か
で

「
我

々
は
近
隣
諸
国

の
平
和
と
繁
栄

を
望
ん
で

お
り
、
こ
の
亜
大
陸
は
世
界
の
偉
大
な
数

々
の
宗
教

の
発
祥

の
地

で

あ
り

、
人
類

の
原
動
力

の
拠

点
で

あ

っ
た
。
知

恵
と
先

見
性

を
も

っ
て

我
々
は
こ
の
南
ア
ジ
ア
地
域
の
み
な
ら
ず
全
世
界
を
変
え

る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
イ
ン
ド
の
外
交
姿
勢
、
と
く
に
周
辺
諸
国

と
の
関
係
を
要
約
す

る
な
ら

ば
、
互
い
の
内
政
不
干

渉
の
立
場
を
明
確

に
示
し
、
互

い
の
主
権
と

領
土
の
保
全
の
原
則
を
守
る
こ
と
に
あ
る
。
し

か
し
、
現
実
的

に
は
カ

シ
ミ

ー
ル
地

方
の
帰
属
問
題
と
い
う
大
き
な
領
土
紛
争
が
あ

る
こ
と
も
事
実
で
あ

る

。

四
　

イ

ン

ド

の

核

を

め

ぐ

る

問

題

イ

ン

ド

は

独

立

以

来

核

の

全

面

廃

絶

と

軍

縮

を

強

く

叫

び

つ

づ

け

て

き

た

。

し

か

し

、

一
九

九

八

年

五

月

に

核

実

験

を

断

行

し

世

界

で

六

番

目

の

核

保

有

国

と

な

っ

た

。

そ

の

理

由

と

し

て

イ

ン

ド

は

中

国

と

パ

キ

ス

タ

ン

か

ら

の

軍

事

的

脅

威

に

対

処

す

る

た

め

で

あ

る

と

発

表

し

た

。

イ

ン

ド

は

核

保

有

は

あ

く
ま
で
も
抑
止
目
的
の
も
の
で
あ
り
「
先
制
不
使
用
」
を
宣
言
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
公
的
な
立
場
の
理
由
の
み
で
は
な
く
、
武
藤
は
次
の
よ
う
な
理

由

が

大

き

い

の

で

は

な

い

か

と

述

べ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

核

実

験

の

実

施

に

際

し

て

は

、

国

内

政

治

へ

の

配

慮

が

優

先

し

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

当

時

政

権

の

座

を

勝

ち

と

っ

た

イ

ン

ド

人

民

党

（
Ｂ

Ｊ

Ｐ

）

は

全

国

政

党

と

し

て

の

資

質

を

欠

く

と

い

う

状

況

に

あ

っ

た

。

Ｂ

Ｊ

Ｐ

の

選

挙

綱

領

に

は

「
政

権

担

当

の

暁

に

は

、

核

問

題

に

つ

い

て

の

態

度

を

明

確

に

し

、

核

実

験

を

実

施

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

安

全

保

障

の

面

で

の

イ

ン

ド

の

地

位

を

向

上

さ

せ

る

」

と

あ

り

「
公

約

を

守

る

強

い

政

党

」

と

の

イ

メ

ー

ジ

を

国

民

に

示

す

こ

と

が

重

要

で

あ

り

、

核

実

験

に

踏

み

切

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

更
に
も
う
一
つ
の
点
は
包
括
的
核
実
験
禁
止
条
約
（
C
T
B
T
:
 
C
o
m
p
r
e
-

ｈ
ｅ
ｎ
ｓ
ｉｖ
ｅ
　ｎ
ｕ
ｃ
ｌｅ
ａ
ｒ
　ｔｅ
ｓ
ｔ
　
ｂ
ａ
ｎ

　ｔ
ｒ
ｅ
ａ
ｔｙ

）

と

の

関

連

に

つ

い

て

で

あ

る

。

従

来
か
ら
イ
ン
ド
は
C
Ｔ
Ｂ
Ｔ
に
署
名
を
拒
否
し
て
き
た
。
し
か
し
国
際
的
な

批

判

も

高

ま

り

、

フ

ラ

ン

ス

の

例

に

習

っ
て

、

ｃ

Ｔ

Ｂ

Ｔ

に

署

名

す

る

前

に
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核
実
験

を
行

っ
て
核
保
有
国
に
な
る
方
が
有
利
と
の
考
え

に
立
っ
た
の
で

は

な

い
か
と
推
論
し
て

い
る
。
し

か
し
未
だ
Ｃ

Ｔ
Ｂ
Ｔ

に
は
署

名
し
て

い
な
い
。

世
界
で

唯
一
の
核
被
爆
国
で
あ
る
日
本
と
し
て
は
イ

ン
ド
の
核
実

験
に
対

し
て
反
対

の
立
場
を
と
る
こ
と

は
当
然
で
あ
り
、
イ

ン
ド
側
も

納
得
せ

ざ
る

を
え

な
い
と
思
う
。
し

か
し
、
日
本
は
現
在
ア

メ
リ

カ
の
核

の
傘
の
下

に
入

っ
て

お
り
、
国
内
の

エ
ネ
ル
ギ

ー
も
大
き
く
原
子
力

に
依
存
し
て

い
る
。
こ

の
現
実

を
イ
ン
ド
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
説
明
す
べ
き

か
？
　

今
一

度
わ
れ

わ
れ
も

深
く
考
え
る
時
機
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

五
　

ヒ
ン

ド

ゥ

ー
至

上

主

義

の

台

頭

一
九

九
〇
年
代

の
イ
ン
ド
の
Ｉ
Ｔ

産
業
は
驚
異
的
な
発
展
を
と
げ
た
。
そ

の
理
由
の
一
つ
と
し
て
榊
原
は
イ
ン
ド
に
は
知
や
精
神
性
に
対
す
る
高
い
評

価
を
伝

統
的
に
持
ち
続
け
て

き
た
こ
と
に
よ

る
で

あ
ろ
う
と
述
べ
て

い
る
。

そ
こ

に
は
精

神
文
明

の
一
つ
の
成
熟
し
た
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
宗
教
、

哲
学
、
数
学
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
一
つ
の
糸
で
つ
な
が
り
、
ニ
一
世
紀
の

新
し

い
知
の
時
代
に
イ

ン
ド
が
飛
躍
し
て
い
く
可
能
性
が
大
き

い
と
も
云

っ

て

い
る
。

こ

の
Ｉ
Ｔ

産
業
を
主
軸
と
し
て
の
経
済
成
長

に
よ

っ
て
イ

ン
ド
で

は
中
間

層
と
呼

ば
れ
る
人
々
が
全
体
の
二
〇
％

に
達
し
た
。
そ

の
数

は
約
二
億
人
で

あ
り
、
巨

大
な
消
費
者
が
出
現
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
こ

の
経
済
成
長

に
取
り

残
さ
れ
た
人
々
と
の
間
に
経
済
的
格
差
が
大
き
く
な

っ
て
き

た
。
二

〇
〇
五

年
の
国
連
の
調
査
に
よ
れ
ば
イ
ン
ド
で

は
一
日
ニ
ド

ル
以
下
で
生
活

す

る
貧
困
層
が
全
人
口
の
七
九
・
五
％

で
あ
り
、

さ
ら

に
そ
の
中
で
も
下

流

の
三
五
％

は
一
日
一
ド
ル
以
下

の
最
貧

レ
ベ
ル
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
約
四
億
人
の
人
々
が
貧
困
に
あ
え
い
で
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
に
お
け

る
社
会
的
背
景
の

な
か
で

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上

主

義
（
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
が
台
頭
し
て
き

た
。
こ
の
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
政
党
の
基
本

に
据
え
て

い
る
Ｂ
Ｊ
Ｐ
が
一
九
九
八

年

に
は
政
権
を
握
る
ま
で
に
な
っ
た
。
従
来
の
イ

ン
ド
が
国
家
政
策
の
基
本

と

し
て
き

た
世

俗
主
義
が
危
う
い
状
況

に
な

っ
て

い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
ま

た
ガ
ン
ジ
ー
が
独
立
運
動
を
展
開
し
て

い
っ
た
な

か
で
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

の
政
治
参

加
を
促
す
た
め
に
、
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
と
い
う
宗
教
を
政
治
の
次
元

に

持
ち
込

ん
だ
こ

と
が
、
今
日
イ

ン
ド
社
会
の
一
部
で
起
き
て
い
る
イ

ス
ラ
ム

教
徒
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
の
対
立
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
小
川
は
論
及
し

て

い
る
。

格
差

が
ま
す

ま
す
増
長
し
て

い
る
今
日
の
イ
ン
ド
に
お
い
て

は
、
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
至
上

主
義
は
下

流
に
生
き

る
民
衆
の
強
い
支
持
を
受
け
て

い
く
こ
と
で

あ
ろ

う
。

多
様
性
国
家
で

あ
る
イ

ン
ド
の
平
和
は
、
真
の
共
生
社
会
を
実
現

さ
せ

る
こ
と
以

外
に
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な

い
と
思
う
。
し
か
し
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
至

上
主
義
は
他
者
を
排
除
す
る
志
向
を
も

っ
て
お
り
、
今
後
の
動
向

に
注
意
し

、
イ
ン
ド
の
平

和
に
対
し
て
ど
の
よ
う

に
行
動
し
て

い
く
か
は
予

断

を
許

さ
な
い
と
思
わ
れ
る
。



お

わ

り

に

従
来
の
「
平
和
を
構
築
す

る
」
考
え
方

は
、
今
日

の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
（
Ｉ

Ｔ
）
の
時
代
に

は
必
ず
し
も
適
切
で

な
い
面
が
あ
る
と

考
え
ら

れ
る
。
つ
ま

り
今
や
世
界
は

グ
ロ
ー
バ

ル
化
が
進
み
、
地
球
上
の
ど
こ

か
で

起
き

た
現
象

は
瞬
時
に
し
て
全
地
球
上

に
そ
の
情
報

は
も
た
ら
さ
れ

、
直

ち
に
何
等
か
の

反
応
が
起
き
る
状
況
と

な
っ
て

い
る
。

今
日
の
イ
ン
ド
は
ア
ル
ビ
ン
ト
フ
ラ
ー
が
「
第
三
の
波
」
で
述
べ
て
い
る

論
旨
に
従
え
ば
、
第
一

の
波

（
農
業
社
会
）

か
ら
第
二

の
波

（
工

業
社
会
）

を
ス
キ

ベ
フ
し
て
第
三
の
波

（
Ｉ
Ｔ
時
代
）

に
入

っ
て

い
る
と

考
え
て

も
よ

い
。
今
世
紀
に
入
り
イ

ン
ド

は
飛
躍
的

な
経
済
成
長
を
し
て

い
る
も

の
の
、

そ
の
陰
で
は
格
差
の
増
大
、
宗
教
対

立
な
ど
問
題

は
山
積
し
て

お
り
、
こ
の

亜
大
陸
の
平
和
の
構
築

は
そ

ん
な
に
容
易
な
こ
と
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で

は
イ

ン
ド
の
国

民
一
人
ひ
と
り

の
理
性
と
大
き
な
努

力
が
必
要
で
あ

る
と
考
え

る
。

北
イ

ン
ド
の

ロ
ー
カ
ル
な
農
村
地
域

の
人

々
の
平
和

を
望
む
思
想
が
基
本

的
に
は
最
も
大
切
な
も

の
で

あ
る
と
考
え

る
。
こ

の
ロ
ー
カ
ル
な
地
域
で
の

平
和
の
構
築
の
集
積
が
イ

ン
ド
全
体

に
、
さ
ら

に
は
ア
ジ
ア
の
平
和
に
と
つ

な
が

っ
て
い
く
も
の
と

考
え
て

い
る
。

（
１
）
　
表
１
の
趣
意
書

に
は
建
設
場
所

を
ブ
ダ
ガ
ヤ
と
記
し

て
あ
る
が
、
そ
の
後
の

諸
般
の
事
情
に
よ
り
釈
尊
入
滅
の

地
ク
シ
ナ
ガ
ラ

に
変
更
し

た
。

（
２

）

『
比

較

思

想

研

究

』

第

二

七

号
別

冊

、

二
〇

〇

〇

年

五

一

～
五

四

頁

（
３

）
　
Ｐ
ｅ
ｍ
ａ
　Ｇ
ｙ
ａ
ｌｐ
ｏ
『
国

家

政

治
再

編

の
焦

点
　

イ

ン

ド

の
実

像

』
中

央
公

論
、

一

八

八

～
二

〇

一

頁

、
五

月

号
、

二

〇

〇

六

年

よ

り

引

用

（
４

）
　

武

藤

友

治

『
変

わ

る

イ

ン

ド
変

わ

ら

な

い
イ

ン

ド

』

九

〇

～
九

二
頁

、

二
〇

〇

六

年

（
勉

誠

出

版

）

（
５
）
　
榊
原
英
資
『
イ
ン
ド
Ｉ
Ｔ
革
命
の
驚
異
』
三
二
～
三
三
頁
、
二
〇
〇
一
年
、

文

春

新

書

（
６

）
　

中

島

岳

志

『
イ

ン

ド

の

時

代
、

豊

か
さ

と

苦

悩

の

幕

開

け

』

一

八

二
頁

、

二

〇

〇

六

年

、

新

潮

社

よ

り
引

用

（
７

）
　
小

川

忠

『
イ

ン

ド

多

様

性

大
国

の

最

新

事

情

』

一

四

九

頁

、

二
〇

〇

一
年

、

角
川

書

店

（
８

）

Ａ
ｌｖ
ｉｎ

　Ｔ
ｏ
ｆｆ
ｌｅ
ｒ

『
第

三

の

波

』

一

九

八
〇

年

、

日
本

放

送
出

版

協

会

（
し
ば
た
・
ま
さ
お
、
臨
床
医
学
、
元
愛
知
学
院
大
学
教
授
）
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