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序
　
生
命
倫
理
学
と
は

　

新
し
い
生
命
工
学
が
進
展
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
技
術
を
ど

の
よ
う
に
用
い
れ
ば
、
生
命
の
尊
さ
を
守
る
こ
と
に
な
る
の
か
が
問

わ
れ
て
い
る
。
二
十
一
世
紀
の
世
界
は
、
ア
モ
ラ
ル
、
無
倫
理
の
時

代
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
た
だ
ち
に
、
経
典
や
聖
書
に
明
確
な

倫
理
指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
法
律
自
体
も

時
代
と
と
も
に
変
遷
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
今

を
生
き
る
私
た
ち
が
、
約
二
千
五
百
年
も
つ
づ
い
て
き
た
仏
教
の
真

理
に
照
ら
し
て
、
い
の
ち
の
尊
さ
を
守
る
道
に
つ
い
て
真
摯
に
考
え

つ
づ
け
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
と
は
、
ジ
ュ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
ケ
ネ
デ
ィ
研

究
所
の
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
辞
典
』（
一
九
七
八
年
初
版
）
の
編

集
者
代
表
の
Ｗ
・
Ｔ
・
ラ
イ
ク
（Reich, W

. T.

）
に
よ
れ
）
1
（

ば
、「
生

命
科
学
と
保
健
医
療
（
ヘ
ル
ス
ケ
ア
）
に
お
け
る
人
間
の
行
為
を
倫

理
的
価
値
と
原
則
の
見
地
か
ら
検
討
す
る
体
系
的
な
研
究
」
と
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
生
命
倫
理
と
は
、
生
命
操
作
に
つ
い
て
人
と
し
て

歩
む
べ
き
道
筋
を
示
す
学
問
で
あ
り
、
保
健
医
療
に
関
す
る
倫
理
指

針
や
政
策
を
方
向
づ
け
る
総
合
的
研
究
で
あ
る
。
世
界
の
国
々
に
お

け
る
倫
理
指
針
は
、
患
者
と
医
師
と
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ

ン
ト
や
生
命
の
安
全
性
を
重
視
し
、
医
療
や
畜
産
な
ど
の
諸
関
係
機

パ
ネ
ル
発
表
２
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関
に
お
け
る
倫
理
審
査
委
員
会
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。

一
　
仏
教
か
ら
の
生
命
倫
理
研
究
の
目
的
と
意
義

　

日
本
に
お
け
る
生
命
倫
理
研
究
は
、
欧
米
の
生
命
倫
理
を
中
心
に

輸
入
紹
介
さ
れ
て
き
た
た
め
、
日
本
文
化
や
仏
教
生
命
観
に
基
づ
く

独
自
の
生
命
倫
理
が
充
分
に
確
立
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
反
省

が
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
医
師
会
第
Ⅷ
次
生
命
倫
理
懇
談
会
報
告
書

『
医
療
の
実
践
と
生
命
倫
理
』
に
お
い
て
、
森
亘
座
長
は
、
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　

最
近
の
日
本
で
は
、
や
や
も
す
れ
ば
欧
米
先
進
諸
国
で
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
そ
こ
で
理
想
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
が
国
に
と
っ
て
も
有
益
、
理
想
で
あ
る
と
し
て
、
必
ず

し
も
思
慮
深
い
検
討
を
経
る
こ
と
な
く
そ
れ
に
倣
お
う
と
す
る

傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
適
当
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
医
療

の
実
践
と
生
命
倫
理
」
に
つ
い
て
も
わ
が
国
に
は
わ
が
国
に
、

東
洋
に
は
東
洋
に
、
独
自
の
も
の
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

り
、
も
う
少
し
自
ら
の
伝
統
、
文
化
、
人
々
の
考
え
方
を
見
直

し
、
そ
れ
ら
に
相
応
し
い
医
療
倫
理
を
模
索
す
べ
き
で
あ
ろ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
い
わ

ゆ
る
東
対
西
、
東
か
西
か
と
い
っ
た
対
立
的
な
構
図
で
は
な

く
、
仮
に
東
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
、
西
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
、

そ
れ
ら
の
根
底
に
は
少
な
か
ら
ず
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
わ

れ
わ
れ
は
東
で
も
西
で
も
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
基
礎
を
な

す
、
よ
り
根
源
的
、
人
間
的
医
療
倫
理
を
こ
そ
探
る
べ
き
で

あ
）
2
（
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
研
究
は
、
ま
ず
西
洋
に
お
け
る
生
命
倫
理
の
成
果

を
学
び
、
そ
の
欧
米
の
生
命
倫
理
と
仏
教
の
生
命
観
と
を
う
ま
く
組

み
合
わ
せ
な
が
ら
、「
縁
起
の
生
命
倫
理
」
の
理
念
と
方
向
性
を
樹

立
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
そ
の
目
的
と
意
義
が
あ
る
。

二
　
西
洋
に
お
け
る
生
命
倫
理
の
四
つ
の
原
則

　

西
洋
に
お
け
る
生
命
倫
理
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
第
一

に
、
生
命
倫
理
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
伝
統
的
な
生
命
観
を
尊
重
す

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
異
な
り
、
独
自
の
展
開
を
見
せ

て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
よ
り
Ｈ
・
Ｔ
・
エ
ン
ゲ
ル

ハ
ー
ト
ら
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
功
利
主
義
的
な
生
命
倫
理
が
主

流
と
な
り
、
医
療
の
臨
床
に
お
い
て
は
、
個
人
の
自
己
決
定
権
が
尊

重
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ド
イ
ツ
胚
保
護
法
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に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
に
授
け
ら
れ
た
生
命
の
神
聖
性
を
受
精

卵
や
胚
そ
の
も
の
の
中
に
見
出
す
の
で
、
個
人
の
自
己
決
定
権
よ
り

も
、
神
の
摂
理
が
重
ん
じ
ら
れ
、
先
端
医
療
技
術
の
応
用
を
め
ぐ
っ

て
慎
重
な
姿
勢
を
と
る
。
ア
メ
リ
カ
が
契
約
を
尊
重
す
れ
ば
、
目
的

に
応
じ
て
生
命
操
作
を
可
能
と
す
る
方
向
に
あ
る
の
に
対
し
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
伝
統
的
な
生
命
観
を
尊
重
し
、
保
守
主
義
に
あ
る
と
こ
ろ

は
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
功
利
主
義
は
、
最
大
多
数
の
最
大
幸

福
を
求
め
、
パ
ー
ソ
ン
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヒ
ト
の
生
命
を
そ

の
症
状
に
応
じ
て
差
別
化
す
る
の
で
、
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
、
功
利
主

義
の
生
命
倫
理
は
優
生
思
想
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
、
遺
伝
子
組
み
換
え
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
活
用
な
ど
に
、
特

許
を
認
め
る
世
界
の
趨
勢
が
あ
る
。
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
施
政
方
針

に
も
あ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
産
業
に

お
い
て
世
界
の
主
流
を
め
ざ
し
て
い
る
。
そ
の
点
、
生
命
は
「
操
作

と
企
業
化
の
対
象
」
に
な
っ
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
医
療
を
進
め
る
た
め
に
、
四
つ
の
原
則
が
、
生

命
倫
理
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
3
（
た
。
そ
の
生
命
倫
理
の

四
つ
の
原
則
と
は
、

　

⑴　

自
律
尊
重
（autonom

y

）

　

⑵　

善
行
（beneficence

）

　

⑶　

公
正
（justice

）

　

⑷　

無
害
（nonm

aleficence

）

の
四
つ
で
あ
）
4
（
る
。

　

⑴
自
律
尊
重
（autonom

y

）
と
は
、
患
者
の
意
思
を
尊
重
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
ア
メ
リ
カ

に
お
い
て
、
医
師
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
、
患
者
の
オ
ー
ト
ノ

ミ
ー
へ
と
医
療
が
方
向
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
（paternalism

）
と
は
、
父
親
的
温
情
主
義
を
指
し
、

父
親
が
子
ど
も
を
護
る
よ
う
な
愛
情
で
、
医
師
の
裁
量
権
に
ま
か
せ

て
、
患
者
を
治
療
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
患
者
の
オ
ー
ト
ノ

ミ
ー
（patient autonom

y

）、
す
な
わ
ち
自
律
性
が
重
視
さ
れ
、

患
者
の
自
発
的
な
意
思
決
定
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ

る
患
者
の
人
権
、
患
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
で
あ
る
。
こ
の
自
律
尊

重
の
思
想
は
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（Kant, I. 1724 –1804

）

の
「
自
律
（autonom

y

）」
の
概
念
と
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル

（M
ill, J. S. 1806 –1873

）
の
「
個
人
の
自
由
の
権
限
は
、
他
人
に

危
害
を
加
え
な
い
限
り
何
を
し
て
も
よ
い
」
と
い
う
二
つ
の
思
想
を

背
景
と
し
て
い
）
5
（
る
。
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⑵
善
行
（beneficence

）
と
は
、「
恩
恵
」
と
も
訳
さ
れ
、
医

療
者
が
患
者
の
最
善
な
利
益
を
求
め
て
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
幼
児
、
ま
た
は
認
知
症
や
知
的
障
害
に
あ
る
患
者
な
ど

が
自
己
決
定
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
場
合
に
、
こ
の
善
行
の
法
則

が
求
め
ら
れ
、
医
療
者
は
、
患
者
の
家
族
と
相
談
し
な
が
ら
、
患
者

に
と
っ
て
最
良
の
治
療
法
を
選
ん
で
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　

⑶
公
正
（justice

）
と
は
、
正
義
と
も
訳
さ
れ
、
生
命
倫
理
の
政

策
が
、
個
人
を
尊
重
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
お
い
て
公
正
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
医
療
資
源

の
適
切
な
配
分
や
、
先
端
医
療
技
術
に
関
す
る
倫
理
指
針
を
策
定

し
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
に
公
正
で

あ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

⑷
無
害
（nonm

aleficence

）
と
は
、
害
を
与
え
な
い
、
殺
さ

な
い
、
痛
み
を
も
た
ら
さ
な
い
、
誰
か
に
と
っ
て
よ
い
機
会
を
見
逃

さ
ず
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
中
絶
や

自
殺
、
安
楽
死
や
尊
厳
死
の
在
り
方
を
考
え
る
に
際
し
て
、
害
を
与

え
な
い
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ピ
ポ
ク
ラ
テ
ス
以
来
つ
づ
い
て
き
た
「
専
門

家
中
心
の
医
の
倫
理
」
か
ら
、「
患
者
中
心
の
医
の
倫
理
」
へ
と
重

心
を
移
し
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
）
6
（
う
。

　

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
よ
る
自
己
決
定
は
、
患
者
の

意
思
を
尊
重
す
る
道
筋
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
新
生
児
や
植
物
状

態
の
患
者
、
痴
呆
症
の
患
者
の
よ
う
に
、
自
己
決
定
で
き
な
い
患
者

の
場
合
や
、
患
者
の
自
己
決
定
が
極
め
て
患
者
に
と
っ
て
不
利
に
な

る
場
合
、
ま
た
、
貧
困
を
背
景
と
し
た
臓
器
売
買
の
よ
う
に
、
患
者

の
自
己
決
定
が
生
か
さ
れ
て
い
る
い
の
ち
の
尊
さ
を
傷
つ
け
る
よ
う

な
場
合
な
ど
は
、
患
者
に
す
べ
て
を
任
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
、
自
己
決
定
に
限
界
が
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。三

　
仏
教
か
ら
み
た
自
己
決
定
と
生
命
の
尊
厳

　

自
己
決
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
日
本
医
師
会
の
報
告
書
に
よ
れ

ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

自
己
決
定
と
は
、
結
局
、
医
師
と
患
者
と
の
対
話
を
通
じ

て
、
患
者
が
十
分
に
納
得
で
き
る
決
定
を
と
も
に
探
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
時
間
の
ゆ
と
り
、
人
の
ゆ
と
り
と
と

も
に
、
医
師
・
患
者
と
も
に
真
意
を
述
べ
あ
え
る
信
頼
関
係
の
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存
在
が
望
ま
れ
る
。
医
師
は
、
患
者
が
多
か
れ
少
な
か
れ
心
理

的
な
危
機
に
面
し
た
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
を
解
決
し
支
え
る
立

場
に
あ
る
の
が
医
師
で
あ
る
こ
と
を
、
常
に
、
十
分
に
心
得
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
）
7
（
る
。

　

こ
の
よ
う
に
医
師
は
自
ら
の
治
療
方
針
を
押
し
付
け
る
こ
と
な

く
、
患
者
の
希
望
に
耳
を
傾
け
、
最
善
の
治
療
を
患
者
と
と
も
に
選

択
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
患
者
が
自
己
決

定
で
き
な
い
場
合
や
、
患
者
の
一
方
的
な
自
己
決
定
に
よ
っ
て
生
命

の
危
機
に
つ
な
が
る
よ
う
な
場
合
は
、
医
師
や
家
族
の
知
識
と
判
断

を
総
合
し
て
組
み
入
れ
て
い
く
こ
と
が
あ
わ
せ
て
大
切
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
自
己
決
定
と
は
、
医
師
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
患
者
個
人
に

お
い
て
単
独
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
医
師
と
患
者
と
家
族
と

の
相
互
の
関
わ
り
の
中
で
、
患
者
に
と
っ
て
よ
い
治
療
法
を
選
択
さ

れ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

仏
教
の
知
見
か
ら
見
る
と
、
一
つ
の
生
命
の
尊
厳
は
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
相
互
に
支
え
あ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
縁
の
中
で
育

ま
れ
る
。
他
に
依
ら
ず
に
存
在
す
る
も
の
は
な
い
。
す
べ
て
の
い
の

ち
は
数
限
り
な
い
因
と
縁
が
相
互
に
関
係
し
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
縁
と
愛
情
と
努
力
に
よ
っ
て
、
か

け
が
え
の
な
い
人
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

個
人
の
自
己
決
定
権
や
患
者
の
尊
厳
は
、
医
療
者
と
患
者
、
患
者

と
家
族
と
の
思
い
や
り
に
満
ち
た
絆
の
な
か
で
育
ま
れ
る
。
他
に
願

わ
れ
、
相
互
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
実
感
す
る
と
き
、
一
つ
の
命
は

か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
な
る
。

四
　
仏
教
の
生
命
観
の
独
創
性

１
　
仏
教
生
命
観
の
特
質

　

欧
米
に
お
け
る
生
命
の
尊
厳
が
、
神
の
似
姿
（im

age of 
G

od

）
で
あ
る
個
人
に
見
出
そ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
仏
教
に
お
け

る
生
命
の
尊
厳
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
相
互
関
係
性
の
中
で
成
立
し

醸
成
さ
れ
る
。

　

す
べ
て
が
支
え
あ
っ
て
い
る
と
い
う
縁
起
の
真
理
は
、
こ
の
世
界

を
た
だ
客
観
的
に
観
察
し
た
も
の
で
は
な
い
。
縁
起
の
自
覚
は
、

「
相
互
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
一
体
感
」「
生
命
へ
の
感
謝
・
慈

愛
」
を
積
極
的
に
生
み
出
し
て
い
く
。
そ
の
仏
教
生
命
観
は
、
縁
起

思
想
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

仏
教
の
生
命
観
は
、
時
間
と
空
間
を
超
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
相
互
に
関
係
し
、
支
え
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
感
謝
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し
て
生
き
る
こ
と
を
教
え
る
。
ま
た
、
そ
の
と

き
、
人
が
他
の
生
命
を
奪
っ
て
し
か
生
き
え
な
い

悲
し
み
を
知
り
、
相
互
に
傷
つ
け
あ
っ
て
い
る
現

実
を
も
知
る
こ
と
な
る
。
人
間
は
、
そ
れ
ら
あ
り

の
ま
ま
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
中
心

的
な
あ
り
方
を
反
省
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
へ
の
わ

け
へ
だ
て
な
い
慈
愛
を
育
ん
で
い
く
よ
う
に
願
わ

れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
仏
教
生
命
観
か
ら
ど
の
よ
う
な
姿
勢
が

生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
仏
教
生
命
観
は
、
自
己

が
他
の
す
べ
て
の
存
在
と
の
相
互
関
係
の
中
に
あ
る
こ

と
を
知
り
、
自
己
中
心
的
な
在
り
様
を
反
省
し
て
、
自

利
利
他
の
恵
み
を
願
っ
て
生
き
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
こ

の
仏
教
生
命
観
を
、
海
野
大
徹
は
次
の
よ
う
に
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　

相
互
に
支
え
合
う
縁
起
の
は
て
し
な
い
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
、
単
に
空
間
的
に
だ
け
で
は
な
く
て
、

時
間
的
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
縁
起
の
つ
な
が

り
は
、
す
で
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
人
々
と
、
こ
れ

仏教における生命観

他の人々 動植物・自然 
生物・非生物

個人 
縁起的な存在

人はひとりで生きているのではない。 
他の誰かに、自然に生かされている。 
すべては相互に支えあって、移り変わり、循環していく。 

「一切衆生悉有仏性」『涅槃経』 
「この如来、微塵世界にみちみちたまへり」『唯信鈔文意』

あらゆるものは仏に成る可能性、仏性を有している。 
あらゆるものに仏の慈悲が満入している。
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か
ら
後
に
来
る
で
あ
ろ
う
人
々
と
を
と
も
に
現
在
に
お
い
て
結

び
つ
け
る
。
そ
の
よ
う
な
相
互
の
結
び
つ
き
を
理
解
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
い
の
ち
に
対
す
る
感
謝
の
心
は
限
り
な
き
も
の
に

な
る
。

　
　
　

The vast netw
ork of interdependence is not only 

spatial but also tem
poral. It connects people in 

the present w
ith those w

ho have gone before and 
those w

ho w
ill com

e after. In such an understand-
ing of interconnectedness one ’s appreciation for 
life is l

）
8
（

im
itless.

　

縁
起
の
見
方
は
、
万
物
一
体
感
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
相
手
の

中
に
自
己
を
発
見
し
、
相
互
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
自
己
が
知
ら
れ

て
く
る
。
人
は
、
個
人
の
幸
福
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、
い
っ
た

ん
、
自
己
の
人
生
が
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
環
境
に
支
え
ら
れ
て
い
る

か
を
理
解
で
き
た
な
ら
、
真
実
の
理
解
を
よ
り
大
き
く
広
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
広
大
な
縁
起
の
視
座
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
い
の

ち
と
つ
な
が
る
分
け
隔
て
な
い
慈
悲
の
心
を
育
ん
で
い
く
。
あ
ら
ゆ

る
生
命
の
普
遍
的
な
苦
し
み
の
連
鎖
に
気
づ
く
こ
と
を
通
し
て
、

翻
っ
て
、
普
遍
的
な
生
命
の
連
帯
感
が
育
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
仏
教
の
生
命
倫
理
学
者
で
あ
る
ロ
ナ
ル
ド
・
ナ
カ
ソ

ネ
と
マ
ル
コ
ム
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
エ
ッ
ケ
ル
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が

ら
、
縁
起
思
想
の
生
命
倫
理
学
の
特
質
を
考
え
た
い
。

２
　
縁
起
の
生
命
倫
理
学
の
独
創
性 

　
─
─
ロ
ナ
ル
ド
・
ナ
カ
ソ
ネ
の
場
合

　

縁
起
（pratītya-sam

utpāda

）、
複
合
語
「
プ
ラ
テ
ィ
ー

テ
ィ
ャ
・
サ
ム
ウ
ト
ゥ
パ
ー
ダ
」
は
、
二
つ
の
言
葉
か
ら
成
っ
て
い

る
。
プ
ラ
テ
ィ
ー
テ
ィ
ャ
と
は
、「
〜
に
依
存
す
る
」
こ
と
を
語
義

と
し
、
サ
ム
ウ
ト
ゥ
パ
ー
ダ
は
、「
共
に
生
じ
る
、
つ
な
が
り
の
中

で
生
起
す
る
」
こ
と
を
語
義
と
す
る
。
原
始
仏
教
に
お
け
る
縁
起
説

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み
が
無
知
な
い
し
執
着
を
縁
と
し
て
起
こ
る

こ
と
を
指
し
示
し
、
ま
だ
明
確
に
は
相
依
性
を
示
し
て
い
な
）
9
（

い
。
そ

れ
が
龍
樹
の
中
観
派
に
な
る
と
、
縁
起
が
相
依
相
関
性
の
意
義
を

持
っ
た
思
想
と
し
て
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
）
10
（

る
。
縁
起
と
は
、「
す

べ
て
の
事
物
と
生
き
と
し
生
け
る
も
の
（
衆
生
）
は
、
時
間
と
空
間

の
な
か
に
お
い
て
相
互
に
関
連
し
、
相
互
に
依
存
し
て
い
る
」
と
い

う
真
理
で
あ
る
。

　

ロ
ナ
ル
ド
・
ナ
カ
ソ
ネ
（Ronald Y. N

akasone

）
は
、
こ
の
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縁
起
の
思
惟
方
法
に
、
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
す
）
11
（
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
縁
起
の
思
惟
方
法
に
は
、

　

⑴　

転
変
す
る
中
心
（Shifting Centers

）、

　

⑵　

曖
昧
性
（Am

biguity

）、

と
い
う
二
つ
の
も
の
の
見
方
の
特
徴
が
あ
る
。
⑴
転
変
す
る
中
心
、

と
い
う
特
徴
は
、
縁
起
の
思
惟
方
法
が
、
異
な
る
意
見
を
受
容
し
、

新
し
い
発
見
に
つ
い
て
オ
ー
プ
ン
に
受
け
入
れ
る
。
縁
起
の
見
方

が
、
偏
執
性
を
う
ま
ず
に
、
柔
軟
な
思
考
を
う
む
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
⑵
曖
昧
性
、
と
い
う
特
徴
は
、
縁
起
の
思
惟
方
法
が
、
唯
一
絶

対
の
中
心
を
設
定
し
な
い
。
す
べ
て
の
存
在
が
等
し
く
重
要
で
あ
る

こ
と
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
仏
教
の
思
惟
方
法
か
ら
、

世
界
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
、
相
互
に
共
生
す
る
道
を
ひ
ら
く
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
経
済
・
政
治
の
地
球
規
模
化
、
貧
困
、
老
人
や
子
供

の
苦
悩
、
先
端
医
療
な
ど
の
課
題
に
対
し
、
古
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
あ

て
は
め
て
考
え
ず
、
豊
か
な
見
方
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
応
え

て
ゆ
け
る
。
境
界
域
の
も
の
の
見
方
、
縁
の
見
方
が
、
今
後
培
わ
れ

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

縁
起
的
視
座
は
、
一
つ
の
執
着
し
た
見
解
に
縛
ら
れ
な
い
た
め
、

想
像
性
と
創
造
性
を
う
み
だ
す
。
す
な
わ
ち
、
縁
起
の
思
惟
方
法

は
、
偏
見
の
な
い
心
と
謙
虚
さ
を
う
み
だ
す
と
い
う
特
質
を
有
し
て

い
る
。

３
　
智
慧
と
慈
悲
の
生
命
倫
理
学
の
独
創
性 

　
─
─
マ
ル
コ
ム
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
エ
ッ
ケ
ル
の
場
合

⑴
　
智
慧
の
二
つ
の
働
き

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
縁
起
の
自
覚
か
ら
生
ま
れ
る
智
慧
と
慈
悲
が
、

生
命
倫
理
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
生
命
倫
理
に
お
け
る
仏
教
の
智
慧
の
二
つ
の
働
き
に
つ
い

て
、
マ
ル
コ
ム
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
エ
ッ
ケ
ル
（M

alcolm
 D

avid 
Eckel

）
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　

大
乗
仏
教
に
お
い
て
、
中
道
の
思
想
は
、
真
俗
二
諦
、
す
な

わ
ち
、
二
つ
の
真
実
の
特
徴
に
表
さ
れ
て
い
る
。
究
極
的
な
真

実
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
空
で
あ
る
。
世
俗

的
、
相
対
的
な
真
実
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
は

す
べ
て
存
在
し
大
切
に
み
な
さ
れ
る
。
智
慧
あ
る
こ
と
は
、
こ

れ
ら
二
つ
の
も
の
の
見
方
か
ら
同
時
に
世
界
を
知
る
こ
と
で
あ

る
。
あ
た
か
も
あ
な
た
が
手
の
中
に
宝
石
を
も
て
ば
、
そ
の
宝
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石
と
あ
な
た
の
手
の
ひ
ら
と
が
両
方
同
時
に
輝
く
の
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
。
こ
の
智
慧
は
自
由
を
与
え
る
。
そ
し
て

智
慧
は
ま
た
、
道
徳
的
な
誠
実
さ
と
責
任
の
自
覚
を
も
た
ら

す
。
も
し
我
々
が
こ
の
智
慧
の
理
解
を
中
絶
に
つ
い
て
の
議
論

や
幹
細
胞
を
め
ぐ
る
議
論
に
導
入
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
こ
と

を
す
る
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
智
慧
の
理
解
は
、

胚
の
生
命
に
対
す
る
あ
る
種
の
極
端
な
執
着
か
ら
我
々
を
自
由

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
究
極
的
な
真
実
か
ら
見
れ
ば
、
生
命

は
た
だ
一
連
の
移
り
変
わ
り
つ
づ
け
る
生
物
学
的
プ
ロ
セ
ス
を

名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
世

俗
的
な
真
実
か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
生
命
は
、
そ
の
源
に
お

い
て
も
、
人
間
と
し
て
の
可

能
性
に
お
い
て
も
、
深
遠
に

し
て
道
徳
的
な
重
要
性
を
有

し
て
い
る
。
智
慧
は
、
こ
れ

ら
の
両
方
の
見
方
を
尊
重
す

る
だ
ろ
う
。

　
　
　

In the M
adhyam

aka tradition that I know
 best, 

this idea of the M
iddle Path is expressed in a dis-

tinction betw
een tw

o truths. From
 the standpoint 

of ultim
ate truth, everything is em

pty of identity. 
From

 the standpoint of conventional or relative 
truth, things exist and have to be taken seriously. 
To be w

ise is to see the w
orld from

 both these 
view

points at the sam
e tim

e, as if you w
ere holding 

a jew
el in your hand and could see radiance of the 

jew
el and the palm

 of your han d sim
ultaneously. 

This w
isdom

 gives freedom
, and it also gives a 

sense of m
oral seriousness and responsibility. If w

e 
bring this understanding of w

isdom
 to the debate 

about abortion and the stem
 cell controversy it can 

help us do tw
o things. It can free us from

 a kind of 
obsessive clinging to the “life ” of an em

bryo. From
 

the ultim
ate point of view, “life ” is just a nam

e 
w

e apply to a series of im
p erm

anent biological 
processes. But from

 the conventional point of view, 
this “life ” has profound m

oral significance, both 
in its origin and in its potential as a hum

an being. 
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W
isdom

 w
ould hold both of these points of view

 
t

）
12
（

ogether.

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
智
慧
の
二
つ
の
働
き
と
は
、
一
つ
は
、

ヒ
ト
胚
の
生
命
を
特
別
に
神
聖
視
す
る
よ
う
な
極
端
な
執
着
か
ら
自

由
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
生
命
を
成
長
変
化
す
る
プ

ロ
セ
ス
全
体
の
中
で
捉
え
、
道
徳
的
な
誠
実
さ
と
責
任
の
自
覚
を

も
っ
て
、
生
命
を
護
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑵
　
慈
悲
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
三
つ
の
姿
勢

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
智
慧
は
、
ど
の
よ
う
に
慈
悲
の
行
動
に
移
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
コ
ム
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
エ
ッ
ケ
ル
は
、
中

道
の
智
慧
が
、
現
実
世
界
に
お
い
て
慈
悲
と
な
っ
て
働
き
だ
す
と
き

に
は
、
三
つ
の
要
素
を
帯
び
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
慈
悲
か

ら
生
み
だ
さ
れ
る
三
つ
の
姿
勢
と
は
、

　
　

第
一
に
は
、
十
分
に
効
果
的
行
動
（effective action
）
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

第
二
に
は
、
縁
起
的
（dependent arising

）
に
あ
ら
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

第
三
に
は
、分
析
を
必
要
と
し
な
い
状
態
で
満
足
で
き
る
（sat-

is fies w
ithout analysis

）。

　
　
　

O
ne 

branch 
of 

the 
tradition 

proposed 
three 

criteria: an action w
as conventionally real if it has 

effective 
action 

(arthakriyā ), 
arises 

dependently 
(pratītyasam

utpanna ), and satisfies w
hen it w

as 
not analyzed (avicāram

anohara ) ）13
（

.

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
「
十
分
に
効
果
的
な
行
動
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
は
、
生
命
操
作
を
行
う
場
合
に
、
そ
の
結
果
が
ど

う
な
る
か
を
予
測
し
、
そ
の
効
用
性
を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
生
命
操
作
に
あ
た
っ
て
は
、
動
機
だ
け
で
な
く
、
結
果
も
ト
ー

タ
ル
で
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
第
二
の
「
縁
起
的
に
あ

ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
は
、
一
つ
の
行
動
が
一
つ
の
結
果

を
生
み
出
す
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
結
果
を
も
た
ら
し
、
い
ろ

ん
な
存
在
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
第
三
の
「
分
析
を
必
要
と
し
な
い
状
態
で
満
足
で
き
る
」
と

は
、
中
道
の
智
慧
に
よ
り
な
が
ら
相
手
に
接
す
る
時
、
つ
い
に
は
、

も
う
分
析
の
必
要
も
な
く
な
っ
て
、
た
だ
そ
こ
に
い
る
だ
け
で
十
分

で
あ
る
状
態
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
懸
命
に

相
手
の
た
め
に
配
慮
を
尽
く
し
た
最
後
に
は
、
そ
ば
に
い
る
だ
け
で

十
分
の
慈
悲
に
移
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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⑶
　
智
慧
か
ら
慈
悲
へ
─
─
分
析
の
い
ら
な
い
愛
情

　

き
め
細
や
か
に
配
慮
す
る
智
慧
か
ら
慈
悲
に
移
る
と
き
、
最
終
的

に
は
、
た
だ
そ
こ
に
い
る
と
い
う
慈
悲
の
み
が
、
深
い
意
味
を
持
っ

て
く
る
。
マ
ル
コ
ム
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
エ
ッ
ケ
ル
は
、
智
慧
か
ら
慈

悲
へ
の
働
き
に
移
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　

分
析
が
尽
き
、
議
論
を
必
要
と
し
な
い
状
態
が
生
じ
た
時
、

は
じ
め
て
我
々
は
細
や
か
に
心
を
配
る
智
慧
の
側
面
か
ら
、
慈

悲
の
働
き
に
移
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
何
に
も
計
ら
う
必
要

も
な
く
、
た
だ
単
に
我
々
が
手
を
取
り
合
っ
て
世
界
を
共
に
し

た
時
に
、
心
か
ら
心
へ
と
伝
わ
る
以
心
伝
心
の
深
い
慈
愛
の
世

界
が
生
ま
れ
て
く
る
。

　
　
　

W
hen the calculation is done and the argum

ents 
are over, w

e sit w
ith each other and attend to each 

other ’s suffering. The cultivation of w
isdom

 is part 
of that process, but in the end com

passion is a 
contact of heart to h

）
14
（

eart.

こ
こ
に
明
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
智
慧
に
基
づ
く
慎
重
な
配
慮

は
、
命
の
尊
さ
を
守
る
過
程
の
重
要
な
一
部
分
で
あ
り
、
し
か
し
つ

い
に
は
、
慈
悲
こ
そ
が
心
と
心
を
結
ぶ
絆
と
な
る
。
慈
悲
の
行
動
に

お
い
て
、
最
も
重
要
な
姿
勢
が
、
こ
の
分
析
の
い
ら
な
い
愛
情
、
た

だ
そ
こ
に
い
る
慈
悲
で
あ
る
。
マ
ル
コ
ム
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
エ
ッ
ケ

ル
は
、
彼
の
母
を
最
後
ま
で
看
取
り
、
も
う
手
を
尽
く
す
治
療
が
な

く
な
っ
た
と
き
、
た
だ
母
の
そ
ば
に
座
っ
て
い
た
。
何
も
分
析
す
る

必
要
も
な
く
、
た
だ
母
の
手
を
握
り
、
最
後
の
最
後
ま
で
そ
こ
に
い

て
、
互
い
の
苦
し
み
に
寄
り
添
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
何
も

で
き
な
く
て
も
、
そ
こ
に
い
る
と
い
う
深
い
慈
悲
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
智
慧
に
基
づ
く
慎
重
な
配
慮
は
、
そ
の

治
療
の
過
程
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
病

状
の
改
善
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
何
も
で
き
る
術
が

な
く
な
っ
た
と
き
、
こ
の
分
析
の
い
ら
な
い
慈
悲
こ
そ
が
、
病
気
の

母
と
看
取
る
息
子
と
の
心
と
心
を
結
ぶ
絆
を
育
む
の
で
あ
る
。
生
命

倫
理
に
お
い
て
も
、
分
析
だ
け
で
な
く
、
分
析
の
い
ら
な
い
慈
悲
に

よ
っ
て
、
相
手
の
心
と
自
己
の
心
と
が
結
ば
れ
て
い
く
こ
と
を
最
も

尊
重
す
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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五
　
縁
起
の
生
命
倫
理
学

１
　「
縁
起
の
生
命
倫
理
学
」
の
理
念

⑴
　
法
網
の
世
界
観

　
「
縁
起
の
生
命
倫
理
学
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
・
非
生
物
は
相
互

に
関
係
し
、
相
互
に
依
存
し
あ
っ
て
お
り
、
い
の
ち
す
べ
て
は
形
を

変
え
な
が
ら
循
環
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

平
川
彰
博
士
は
、
こ
の
縁
起
の
特
質
に
つ
い
て
こ
う
記
し
て
い

る
。

　
　
　

自
己
は
時
間
的
に
も
、
空
間
的
に
も
、
周
囲
と
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
つ
な
が
り
は
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
い
て
お

り
、
限
り
が
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
法
は
、
周
囲

と
断
絶
し
て
い
る
点
に
お
い
て
「
個
者
」
で
あ
り
、
最
も
特
殊

で
あ
り
、
周
囲
の
力
を
自
己
に
集
め
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
個

人
は
普
遍
的
な
存
在
者
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
人

の
生
命
は
地
球
よ
り
重
い
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
個

人
に
そ
な
わ
る
特
殊
性
と
普
遍
性
も
、
か
か
る
観
点
か
ら
理
解

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、
法
が
縁
起
に
よ
っ
て
存
在
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
あ
）
15
（
る
。

　

自
分
と
同
じ
存
在
が
宇
宙
に
い
な
い
よ
う
に
、
一
つ
の
存
在
は
他

と
区
別
さ
れ
る
点
で
、
特
別
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
個
人
は
周

囲
と
つ
な
が
っ
て
い
て
、
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
な
力
に
支
え
ら
れ
て
個

人
が
生
存
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
一
つ
の
存
在
は
普
遍
的
な
つ

な
が
り
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
華
厳
の
教
理
を
大
成
し
た
第
三
祖
、
唐
代
の
法
蔵
（
六
四

三

－

七
一
二
）
は
、『
華
厳
経
探
玄
記
』
を
著
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
円
融
無
礙
し
て
い
る
法
の
世
界
を
明
か
し
、「
十
玄
縁
起
無
礙

法
門
」
を
説
い
て
い
る
。
十
玄
縁
起
無
礙
法
門
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
の
相
即
相
入
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
、
十
の
視
点
か
ら
縁
起
の

世
界
の
あ
り
方
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
十
玄
門
に
は
、
古
十

玄
と
新
十
玄
と
が
あ
る
が
、
そ
の
新
十
玄
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
）
16
（

る
。

　

一 

同
時
具
足
相
応
門
（
あ
ら
ゆ
る
現
象
が
同
一
時
に
具
足
円
備

し
、
彼
此
照
応
す
る
）

　

二 

広
狭
自
在
無
礙
門
（
一
多
・
純
雑
の
相
即
相
入
を
示
す
）

　

三 

一
多
相
容
不
同
門
（
一
つ
の
事
象
と
多
く
の
事
象
と
が
そ
の

力
や
は
た
ら
き
を
互
い
に
摂
融
す
る
が
、
常
に
一
多
の
特
徴
を

失
わ
な
い
）
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四 
諸
法
相
即
自
在
門
（
一
つ
の
事
象
と
多
く
の
事
象
と
の
体

が
、
融
通
無
碍
で
あ
っ
て
、
一
即
多
、
多
即
一
で
あ
る
）

　

五 
隠
密
顕
了
倶
成
門
（
一
つ
の
事
象
と
多
く
の
事
象
と
は
、
隠

顕
が
あ
る
が
、
互
い
に
縁
起
を
成
立
さ
せ
て
前
後
の
な
い
こ

と
）

　

六 

微
細
相
容
安
立
門
（
一
つ
は
多
く
を
含
み
、
多
は
一
を
容

れ
、
一
多
の
破
壊
し
な
い
こ
と
を
い
う
）

　

七 

因
陀
羅
網
鏡
門
（
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
一
多
相
即
相
入
し
て
、

重
重
に
映
現
し
、
隠
映
互
い
に
現
れ
て
、
尽
き
な
い
こ
と
を
い

う
。
イ
ン
ド
ラ
の
神
の
網
に
喩
え
ら
れ
る
）

　

八 

託
事
顕
法
生
解
門
（
智
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
縁
起
し
て
い

る
事
象
は
一
つ
と
し
て
仮
託
さ
れ
る
も
の
が
な
い
）

　

九 

十
世
隔
法
異
成
門
（
世
、
す
な
わ
ち
時
間
と
い
う
点
か
ら
見

て
、
一
多
の
相
即
相
入
を
明
ら
か
に
す
る
。
過
去
・
現
在
・
未

来
が
相
即
相
入
し
、
円
環
し
て
い
る
）

　

十 

主
伴
円
明
具
徳
門
（
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
、
み
な
如
来
蔵
心
を

そ
の
本
性
と
し
て
い
て
、
ど
れ
も
心
の
外
の
実
在
で
は
な
い
）

こ
の
よ
う
に
、
十
玄
縁
起
が
示
す
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
や
現
象

は
、
果
て
し
な
く
深
く
関
係
し
あ
い
、
一
つ
ひ
と
つ
が
全
体
の
一
つ

と
な
り
、
一
つ
ひ
と
つ
が
相
互
に
融
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

　

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
相
即
相
入
し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
喩
え

に
、『
華
厳
経
』
に
は
、
因
陀
羅
網
（
イ
ン
ド
ラ
の
網
）
と
い
う
考

え
方
が
あ
る
。
世
界
は
網
の
目
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な
っ
て

い
て
、
そ
の
結
び
目
の
一
つ
ひ
と
つ
に
水
晶
玉
の
よ
う
な
宝
珠
が
あ

り
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
相
手
を
映
し
て
い
る
。
映
し
た
玉
が
ま
た
映

し
て
限
り
な
く
反
映
し
あ
う
。
こ
う
し
て
多
く
の
物
が
重
重
無
尽
に

関
係
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
の
玉
の
一
つ
ひ
と
つ
が
実
は
人
間
で
あ
る

と
す
る
と
、
人
間
一
人
ひ
と
り
が
網
の
目
の
結
び
目
に
位
置
し
て
い

て
、
互
い
に
照
ら
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
を
因
陀
羅
網
と
い

う
。
こ
の
『
華
厳
経
』
で
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
存
在
が
、
相
互
に
呼

応
し
て
融
け
あ
っ
て
世
界
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
、
一
即
多
、
多

即
一
と
表
現
す
る
。
ま
た
『
華
厳
経
』
に
お
い
て
「
事
事
無
碍
」
の

思
想
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
象
界
の
一
切
の
事
象
は
、

個
々
一
つ
ひ
と
つ
が
相
互
に
融
け
あ
っ
て
、
互
い
に
さ
ま
た
げ
る
こ

と
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
宮
沢
賢
治
の
『
イ
ン
ド
ラ
の

網
』
は
、
そ
の
よ
う
な
相
互
に
照
ら
し
あ
い
、
支
え
あ
っ
て
一
つ
の

宇
宙
を
な
し
て
い
る
世
界
観
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
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⑵
　
黄
金
の
鎖
（G

o
ld

e
n
 C

h
a
in

）
の
世
界
観

　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
縁
起
に
も
と
づ
く
倫
理
を
最
も
よ
く
表
わ

し
た
も
の
に
、米
国
仏
教
会（Buddhist Church of Am

erica

）、

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
院
で
愛
唱
さ
れ
て
い
る
「G

olden 
Chain

（
黄
金
の
鎖
）」
と
い
う
成
句
が
あ
る
。
こ
の
「G

olden 
Chain

（
黄
金
の
鎖
）」
は
、
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
に
、
ハ
ワ
イ
で

作
成
さ
れ
た
暗
唱
文
で
、
英
語
を
母
国
語
と
す
る
仏
教
徒
に
は
宗
派

を
問
わ
ず
重
用
さ
れ
て
い
）
17
（

る
。
特
に
若
い
人
が
多
く
お
参
り
す
る
日

曜
日
の
お
勤
め
（service

）
の
場
で
い
つ
も
一
緒
に
唱
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
。

　
　
　

G
olden Chain

　
　
　

I am
 a link in the Buddha ’s golden chain of love 

that stretches around the w
orld. I m

ust keep m
y 

link bright and strong.

　
　
　

I w
ill be kind and gentle to every living being 

and protect all w
ho are w

eaker than m
yself.

　
　
　

I w
ill try to think pure and beautiful thoughts, to 

say pure and beautiful w
ords, and beautiful deeds, 

know
ing on w

hat I do now
 depends not only m

y 
happiness, but also that of others.

　
　
　

M
ay every link in the Buddha ’s golden chain of 

love becom
e bright and strong, and m

ay w
e all 

attain perfect p

）
18
（

eace.

　
　
　

黄
金
の
鎖

　
　
　

私
は
仏
の
愛
の
金
鎖
の
一
環
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
界
中
に
広

が
っ
て
い
る
。
私
は
自
分
の
絆
を
明
る
く
強
く
保
た
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

　
　
　

私
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
親
切
で
優
し
く
あ
り
た
い
。

そ
し
て
自
分
自
身
よ
り
も
弱
い
す
べ
て
の
人
々
を
守
り
た
い
。

　
　
　

私
は
今
、
自
分
の
幸
福
ば
か
り
で
な
く
他
者
の
幸
福
の
た
め

に
で
き
る
こ
と
は
何
か
を
知
り
、
清
ら
か
で
美
し
い
思
い
を
な

す
よ
う
に
、
清
ら
か
で
美
し
い
言
葉
を
話
す
よ
う
に
、
清
ら
か

で
美
し
い
行
い
を
す
る
よ
う
に
精
進
し
た
い
。

　
　
　

ど
う
か
仏
の
愛
の
金
鎖
の
環
す
べ
て
が
強
く
輝
き
、
私
た
ち

す
べ
て
が
と
も
に
安
ら
ぎ
の
悟
り
に
到
達
し
ま
す
よ
う
に
。

こ
の
仏
の
慈
悲
の
「
黄
金
の
鎖
（G

olden Chain

）」
も
ま
た
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
相
互
に
支
え
あ
っ
て
い
る
と
い
う
縁
起
の
世
界
観
を

よ
く
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
す
べ
て
が
支
え
あ
っ
て
つ
な
が
っ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
黄
金
の
鎖
と
連
結
し
て
い
る
自
己
自
身
が
、
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そ
の
絆
を
強
く
明
る
い
も
の
に
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
と
も
に
安
穏

を
め
ざ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。「
黄
金
の
鎖
」
は
、
縁
起
の
真
理
に

め
ざ
め
る
と
い
う
智
慧
を
明
か
り
と
し
、
す
べ
て
の
も
の
へ
慈
悲
の

姿
勢
を
も
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
ま
こ
と
に
よ
く
表
現
し
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
は
、
仏
教
倫
理
が
、「
強
制
的
倫
理
（deont-

ological ethics

）」
で
も
、「
目
的
に
達
す
る
た
め
の
倫
理
（teleo-

logical ethics

）」
で
も
な
く
、「
回
心
か
ら
自
然
と
出
て
く
る
徳

と
し
て
の
倫
理
（virtue ethics
）」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
）
19
（

る
。
す

な
わ
ち
、
仏
教
倫
理
は
、「
〜
し
な
け
れ
ば
救
わ
れ
な
い
」
と
い
う

強
制
や
自
力
的
な
行
動
で
は
な
く
、「
〜
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
い
う
自
発
的
な
行
動
で
あ
っ
て
、
心
の
内
面
か
ら
自
然
に
あ
ふ
れ

て
く
る
態
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

　

こ
れ
に
加
え
て
、
ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
は
、
こ
の
「
回
心
に
基
づ
く

徳
の
仏
教
倫
理
」
が
、
人
々
に
次
の
三
つ
の
方
向
性
を
も
た
ら
す
と

論
じ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、「
一
切
衆
生
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
る
こ

と
に
努
め
る
」
と
い
う
こ
と
、
二
つ
目
は
、「
謙
虚
な
姿
勢
を
も

つ
」
と
い
う
こ
と
、
三
つ
目
は
、「
自
分
の
行
動
に
責
任
を
と
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
）
20
（
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
の
摂
取
不
捨
の
光
に
つ
つ
ま

れ
て
、
自
己
反
省
が
は
じ
ま
り
、
そ
の
謙
虚
な
慚
愧
か
ら
、
自
己
の

行
動
へ
の
責
任
と
、
他
者
へ
の
慈
愛
が
育
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
倫
理
的
な
姿
勢
は
、
い
の
ち
の
尊
さ
を

守
る
生
命
倫
理
に
お
い
て
も
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
重
視
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
縁
起
の
生
命
倫
理
（bioethics of inter depend-

ence

）
は
、
私
た
ち
が
他
の
生
命
体
の
視
点
か
ら
世
界
を
見
る
力

を
培
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
縁
起
の
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
は
、
私

た
ち
人
類
が
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
一
つ
で
あ
る
と
い
う
感
覚
（
万
物

一
体
観
）
を
養
う
こ
と
を
も
求
め
る
。
人
類
の
幸
福
だ
け
を
追
求
す

る
功
利
主
義
的
な
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
は
、
相
互
に
生
か
さ
れ
て
い

る
と
い
う
縁
起
の
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
に
方
向
を
転
じ
て
い
く
べ
き

で
あ
ろ
う
。

２
　「
縁
起
の
生
命
倫
理
学
」
の
方
向
性

　

こ
の
縁
起
の
生
命
倫
理
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
十
の
方
向
性

が
う
み
だ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

〈
縁
起
（interdependence

）〉

　

⑴ 
研
究
の
目
的
を
明
確
に
し
、
役
に
立
つ
か
た
た
な
い
か
と
い
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う
有
用
性
や
効
率
性
だ
け
を
基
準
に
し
て
生
命
操
作
を
お
こ
な

わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
い
か
な
る
い
の
ち
も
交
換
で
き
な
い
か

け
が
え
の
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

⑵ 

自
己
と
相
手
と
の
相
互
の
関
係
性
を
壊
す
よ
う
な
行
為
を

と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
自
己
と
相
手
と
の
相
互
の
豊
か
な
い
の

ち
の
絆
が
育
ま
れ
る
よ
う
に
、
医
療
の
手
段
を
選
択
し
て
い
く

こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　

⑶ 

医
師
か
ら
患
者
へ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
、
お

よ
び
患
者
の
自
己
決
定
権
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
。
自
己
決
定

と
は
、
医
師
と
患
者
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
患
者
が
十
分
に
納

得
で
き
る
決
定
を
と
も
に
探
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
新
生
児

や
植
物
状
態
の
患
者
、
痴
呆
症
の
患
者
な
ど
の
よ
う
に
、
患
者

が
自
己
決
定
で
き
な
い
場
合
や
、
患
者
の
一
方
的
な
自
己
決
定

に
よ
っ
て
生
命
の
危
機
に
つ
な
が
る
よ
う
な
場
合
は
、
医
師
や

家
族
の
知
識
と
判
断
を
総
合
し
て
組
み
入
れ
て
い
く
こ
と
が
あ

わ
せ
て
大
切
で
あ
る
。
個
人
の
自
己
決
定
権
や
患
者
の
尊
厳

は
、
医
療
者
と
患
者
、
患
者
と
家
族
と
の
思
い
や
り
に
満
ち
た

絆
の
な
か
で
育
ま
れ
る
。

　

⑷ 

動
機
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
を

予
測
し
、
そ
の
効
用
の
是
非
を
判
断
し
な
が
ら
、
最
善
の
道
を

選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
現
在
だ
け
で
な
く

未
来
の
世
代
へ
の
責
任
あ
る
行
動
を
と
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

〈
智
慧
（w

isdom

）〉

　

⑸ 

中
道
の
智
慧
に
基
づ
き
、
極
端
な
功
利
主
義
・
快
楽
追
従
に

も
偏
ら
ず
、
ま
た
、
極
端
な
保
守
主
義
、
科
学
排
除
の
立
場
に

も
偏
ら
ず
に
、
先
端
医
療
技
術
を
活
用
す
る
道
を
選
択
す
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。

　

⑹ 

生
命
の
安
全
性
を
守
る
た
め
に
、
現
在
だ
け
で
な
く
未
来
に

わ
た
っ
て
安
全
な
方
法
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
そ
の
患
者

個
人
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
人
類
や
自
然
環
境
へ
の
影
響
が
な

い
か
ど
う
か
を
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、

そ
の
生
命
操
作
に
お
け
る
プ
ラ
ス
面
、
効
用
性
だ
け
で
な
く
、

マ
イ
ナ
ス
面
、
危
険
性
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

⑺ 

先
端
医
療
技
術
は
、
人
間
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
生
命
を
保
護

す
る
た
め
に
も
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

〈
慈
悲
（com

passion

）〉

　

⑻ 
縁
起
・
無
常
・
無
我
と
い
う
究
極
的
真
理
に
照
ら
し
な
が

ら
、
一
つ
ひ
と
つ
の
生
命
を
め
ぐ
る
個
別
の
現
実
を
み
す
え
、



縁
起
思
想
の
生
命
倫
理
学
（
鍋
島
）

299─　   ─

や
わ
ら
か
く
、
も
っ
と
も
恵
み
の
あ
る
道
を
、
一
人
ひ
と
り
が

自
由
に
見
出
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
生
命
操
作
の
選
択

に
際
し
て
は
、
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
慎

重
な
配
慮
と
最
善
の
治
療
を
尽
く
し
た
時
、
つ
い
に
は
、
何
の

分
析
の
い
ら
ず
、
何
の
計
ら
い
も
い
ら
な
い
慈
愛
に
よ
っ
て
、

患
者
の
心
と
看
取
る
者
の
心
と
の
絆
を
う
み
だ
す
こ
と
が
願
わ

れ
る
。
患
者
の
い
の
ち
を
大
切
に
思
う
そ
の
答
え
は
、
一
つ
で

は
な
い
。

〈
感
謝
と
謙
虚
さ
（gratitude and hum

bleness

）〉

　

⑼ 

自
己
の
生
命
が
他
の
多
く
の
人
々
や
自
然
と
の
支
え
あ
い
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
・
非

生
物
へ
の
慈
愛
と
責
任
と
感
謝
の
心
を
も
っ
て
、
謙
虚
に
生
き

て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　

⑽ 

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
無
常
で
あ
り
、
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
人

間
が
健
康
で
長
生
き
で
き
る
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
が
、
い
の
ち

あ
る
も
の
は
す
べ
て
死
に
帰
し
て
い
く
。
い
の
ち
の
も
ろ
さ
と

は
か
な
さ
を
み
す
え
な
が
ら
、
生
命
操
作
の
方
法
を
選
択
す
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
。
人
間
の
力
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
知
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

結
び
　
二
つ
の
視
座

　

仏
教
の
思
惟
と
実
践
は
、
一
つ
の
倫
理
規
定
を
強
制
す
る
よ
う
な

フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
は
な
い
。
生
命
操
作
に
つ
い
て
、
仏
教

学
者
が
二
者
択
一
的
な
是
非
論
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
、
実
際
の
苦

し
み
に
あ
る
患
者
の
気
持
ち
に
は
そ
ぐ
わ
な
）
21
（
い
。
仏
教
者
が
め
ざ
す

べ
き
は
、
科
学
技
術
の
罪
悪
視
や
外
か
ら
の
批
判
で
は
な
く
、
科
学

者
と
宗
教
者
が
相
互
の
洞
察
に
基
づ
き
助
け
合
い
、
よ
り
よ
い
医
療

を
樹
立
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
親
鸞
思
想
に
よ
り
な
が
ら
、
縁
起
の
生
命
倫
理
学
の
め

ざ
す
二
つ
の
視
座
を
提
示
し
た
い
。

⑴
　
比
較
価
値
よ
り
も
存
在
意
味
の
尊
重

　

比
較
価
値
と
し
て
み
た
生
命
と
は
、
二
つ
以
上
の
生
命
を
比
較
し

て
、
生
命
の
価
値
を
序
列
づ
け
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
有

用
性
を
価
値
基
準
と
し
て
生
命
を
序
列
づ
け
て
捉
え
る
見
方
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
の
生
命
観
は
、
価
値
の
比
較
・
優
劣
・

序
列
に
よ
っ
て
捉
え
ず
に
、
一
つ
ひ
と
つ
が
相
互
依
存
し
な
が
ら
、

有
し
て
い
る
か
け
が
え
の
な
い
存
在
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
親
鸞
は
、
如
来
の
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
に
対
し
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て
か
け
け
ら
れ
た
慈
悲
を
「
一
子
地
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
親
鸞
の

見
方
は
、
大
乗
仏
教
の
「
一
子
地
」
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
親

鸞
の
著
し
た
『
教
行
証
文
類
』
の
行
巻
に
は
、「
二
つ
に
は
念
ず
べ

し
。
慈
眼
を
も
つ
て
衆
生
を
視
そ
な
は
す
こ
と
、
平
等
に
し
て
一
子

の
ご
と
し
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
親
鸞
は
『
浄
土
和
讃
』（
一
一
四
）

に
、「
十
方
の
如
来
は
衆
生
を
一
子
の
ご
と
く
憐
念
す
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
平
等
心
と
は
、
自
己
の
都
合
に
よ
っ
て
相
手
を
見
る
こ
と

を
や
め
、
愛
憎
を
超
え
て
、
す
べ
て
を
わ
け
へ
だ
て
な
く
尊
重
す
る

心
で
あ
る
。
一
子
地
と
は
、
阿
弥
陀
仏
が
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
け

る
も
の
を
自
分
の
一
人
子
の
よ
う
に
大
切
に
思
う
慈
悲
の
心
を
意
味

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
等
心
と
一
子
地
と
は
、
自
己
と
一
切
の
生

き
と
し
生
け
る
も
の
を
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
、
同
じ
よ

う
に
見
守
っ
て
い
く
心
で
も
あ
る
。
自
己
が
仏
に
た
っ
た
一
人
の
子

と
し
て
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
め
ざ
め
た
な
ら
ば
、
自
分
自
身
が
少

し
で
も
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
を
一
人
子
の
よ
う
に
尊
重
し
て
い
く
方
向

を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
は
、
相
互
に

支
え
あ
う
世
界
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で

あ
る
と
い
う
真
理
に
気
づ
き
、
他
の
存
在
に
向
か
う
慈
悲
の
心
を
育

ん
で
い
く
こ
と
が
願
わ
れ
る
。

⑵
　
人
間
の
傲
慢
さ
へ
の
内
省

　

親
鸞
の
生
命
観
は
、
仏
教
生
命
観
に
基
づ
き
つ
つ
、
凡
夫
の
罪
業

性
に
対
す
る
徹
底
し
た
内
省
を
通
し
て
、
他
の
い
の
ち
を
犠
牲
に
し

て
し
か
生
き
え
な
い
悲
し
み
を
知
り
、
す
べ
て
の
い
の
ち
に
対
す
る

感
謝
と
謙
虚
さ
を
培
っ
て
い
る
。

　

慈
悲
は
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
を
恐
れ
か
ら
護
り
、
相
手
の
そ
ば
に
寄

り
添
っ
て
育
む
心
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
慈
悲
に
は
、
必
ず
別
れ

や
行
き
違
い
を
伴
う
。
人
間
の
愛
情
は
、
主
観
的
で
、
自
分
の
思
い

通
り
に
な
ら
な
い
と
憎
し
み
に
さ
え
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う

に
人
間
の
慈
悲
は
、
羽
に
く
る
ま
る
よ
う
な
温
か
さ
と
と
も
に
、
は

か
な
く
、
自
分
し
か
見
え
な
い
醜
さ
と
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

親
鸞
は
、
人
間
の
慈
悲
に
は
つ
ね
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
深
く
教

示
し
て
い
る
。
こ
こ
よ
り
、
他
者
へ
の
慈
愛
は
、
自
己
の
深
い
慚

愧
、
罪
業
の
自
覚
と
と
も
に
仏
の
慈
悲
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
感
謝
か

ら
た
ち
あ
ら
わ
れ
く
る
と
い
え
）
22
（

る
。
自
ら
の
至
ら
な
さ
に
気
づ
く
と

き
、
そ
の
自
己
を
見
捨
て
な
い
仏
の
大
悲
に
支
え
ら
れ
て
、
生
き
と

し
生
け
る
も
の
へ
の
慈
愛
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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注（
1
） Encyclopedia of Bioethics, p. xix, edited by Stephen 

G
. Post, The 3rd edition, N

ew
 York, M

acm
illan Reference 

U
SA, 2004.

（
2
） 

日
本
医
師
会
『
医
療
の
実
践
と
生
命
倫
理
』
第
Ⅷ
次
生
命
倫
理
懇

談
会
報
告
書　

日
本
医
師
会
第
Ⅷ
次
生
命
倫
理
懇
談
会
委
員　

座
長　

森
亘
（
日
本
医
学
会
会
長
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
）。
委
員　

有
山
雄

基
（
奈
良
県
医
師
会
会
長
）、
岩
砂
和
雄
（
岐
阜
県
医
師
会
会
長
）、
斎

藤
加
代
子
（
東
京
女
子
医
科
大
学
医
学
部
教
授
）、
嶋
多
門
（
福
島
県

医
師
会
会
長
）、
武
部
啓
（
近
畿
大
学
理
工
学
部
教
授
）、
中
村
雄
二
郎

（
哲
学
者
）、
鍋
島
直
樹
（
龍
谷
大
学
法
学
部
教
授
）、
三
木
妙
子
（
早

稲
田
大
学
法
学
部
教
授
）。

　
　

委
員　

村
上
郁
夫
（
愛
媛
県
医
師
会
会
長
）、
村
上
陽
一
郎
（
国
際

基
督
教
大
学
教
養
学
部
教
授
）、
米
本
昌
平
（
株
式
会
社
科
学
技
術
文

明
研
究
所
所
長
）。
二
〇
〇
四
（
平
成
十
六
）
年
二
月
。

 
http://w

w
w.chiken.osaka.m

ed.or.jp/im
g/seirin

15.pdf

（
3
） 

な
お
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、「
自
律
」（autonom

ie

）、「
尊
厳
」

（w
ürde

）、「
不
可
侵
性
」（integrität

）、「
傷
つ
き
や
す
さ
」

（verletzlichkeit

）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
盛
永
審
一
郎
「
胚
研
究

と
人
間
の
尊
厳
│
│
ド
イ
ツ
の
生
命
倫
理
論
争
」http://e-jts.

com
/~cogito/Ap.PD

F
3/M

O
RIN

AG
A.PD

F

（
4
） 

大
林
雅
之
「
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
の
原
則
」
二
九

－

三
五
頁
参

照
。
木
村
利
人
編
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク　

生
命
倫

理
を
超
え
て
』
法
研
、
二
〇
〇
三
年
。

（
5
） 

釈
徹
宗
「
生
命
倫
理
問
題
を
通
し
て
み
る
日
本
宗
教
文
化
」
三
九

頁
。
比
較
文
化
研
究
六
三
号
、
二
〇
〇
四
年
。

（
6
） 

木
村
利
人
「
医
の
倫
理
か
ら
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
へ
」
二
四
頁
。

木
村
利
人
編
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク　

生
命
倫
理
を

超
え
て
』。

（
7
） 

前
掲
書
、
一
二
頁
。

（
8
） Taitetsu U

nno, An introduction to the Pure Land 
Tradition of Shin Buddhism

: River of Fire, River of W
ater, 

p. 141, N
ew

 York: D
oubleday, 1999.

（
9
） 

中
村
元
博
士
に
よ
る
と
、
原
始
仏
教
聖
典
の
う
ち
の
最
古
層
に

は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
メ
ッ
タ
グ
ー
よ
。
そ
な
た
は
、
わ
た
し
に

苦
し
み
の
生
起
す
る
も
と
を
問
う
た
。
わ
た
し
は
知
り
得
た
と
お
り

に
、
そ
れ
を
そ
な
た
に
説
き
明
か
そ
う
。
世
に
あ
る
あ
る
種
さ
ま
ざ
ま

な
苦
し
み
は
、
執
着
を
縁
と
し
て
生
起
す
る
。
じ
つ
に
知
る
こ
と
な
く

し
て
、
執
着
を
つ
く
る
人
は
愚
鈍
で
あ
り
、
く
り
か
え
し
苦
し
み
に
近

づ
く
」（Sn. 1050 –1051　

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば　

ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
一
〇
五
〇
・
一
〇
五
一　

一
偈
）（
中
村
元
選
集
（
決
定

版
）
第
一
六
巻
『
原
始
仏
教
の
思
想
Ⅰ
』
三
九
六
頁
）。
中
村
元
博
士

は
、
そ
の
後
の
縁
起
の
語
の
成
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
や
や
新
し
い
層
で
は
、
縁
起
と
い
う
語

が
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
こ
で
は
業
と
そ
の
果
報
と
の
理
法
を
縁
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起
と
呼
ん
で
い
る
ら
し
い
。『
賢
者
は
こ
の
よ
う
に
こ
の
行
為
を
、
あ

る
が
ま
ま
に
見
る
。
か
れ
ら
は
縁
起
を
見
る
者
で
あ
り
、
行
為
（
業
）

と
そ
の
報
い
と
を
熟
知
し
て
い
る
。』（Sn. 653 –654

）。
…
…
『
執
着

の
こ
だ
わ
り
を
嬉
し
が
っ
て
い
る
人
々
に
は
、「
こ
れ
を
条
件
と
し
て

か
れ
が
あ
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
縁
起
」
と
い
う
道
理
は
見
が
た

い
。』」（
中
村
元
選
集
（
決
定
版
）
第
一
六
巻
『
原
始
仏
教
の
思
想

Ⅰ
』
四
一
〇
頁
）。
ま
た
ア
ッ
サ
ジ
と
い
う
修
行
僧
が
説
い
た
と
い
わ

れ
る
「
縁
起
法
頌
」
は
、
四
つ
の
真
理
（
四
諦
）
の
説
と
同
じ
も
の
に

帰
着
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
縁
起
の
理
法
そ
の
も
の
が
、
人
間

の
、
ま
た
宇
宙
の
真
理
（
ダ
ル
マ
、
法
）
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
、

中
村
元
博
士
は
論
じ
て
い
る
（
前
掲
書
、
四
一
五
頁
）。
そ
の
こ
と

は
、「
縁
起
を
見
る
も
の
は
、
法
を
見
る
。
法
を
見
る
も
の
は
、
縁
起

を
見
る
」（M

N
. Vol. I, pp. 190 –191

）「
世
尊
亦
如
是
説
。
若
見
縁

起
便
見
法
。
若
見
法
便
見
縁
起
」（『
中
阿
含
経
』
第
七
巻
、
大
正
蔵
一

巻
四
六
七
頁
上
）
に
説
か
れ
て
い
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
縁
起

説
の
根
本
意
趣
は
、「
こ
れ
が
あ
る
ゆ
え
に
、
か
れ
が
あ
り
、
こ
れ
が

な
い
と
き
に
は
、
か
れ
は
な
い
。
こ
れ
が
生
じ
る
が
故
に
、
か
れ
あ

り
。
こ
れ
が
滅
す
る
が
ゆ
え
に
、
か
れ
滅
す
」（SN

. Vol. II, 
pp. 262 –264; M

N
. Vol. III, p. 63, etc. 

「
此
有
故
彼
有
」『
雑
阿

含
経
』
第
一
二
巻
、
大
正
蔵
二
巻
八
四
頁
中
・
下
。「
因
此
有
故
、
無

此
無
彼
。
此
生
彼
生
、
此
滅
彼
滅
。」『
中
阿
含
経
』
第
四
七
巻
、
大
正

蔵
一
巻
七
二
三
頁
下
）
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
原
始
仏
教
に
お
い

て
、
縁
起
の
思
想
は
無
常
や
無
我
の
観
念
の
理
論
的
説
明
や
、
苦
の
原

因
へ
の
探
求
の
中
で
説
か
れ
、
愛
執
を
縁
と
し
て
苦
し
み
が
生
ま
れ
る

と
い
う
と
い
う
説
で
あ
る
。
縁
起
の
最
初
期
の
意
味
は
、「
も
ろ
も
ろ

の
因
縁
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
は
、
う
つ
ろ
い
や
す
く
無
常
で

あ
り
、
縁
起
せ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
。（
中

村
元
選
集
第
一
六
巻
、
五
五
五
頁
）。
そ
し
て
縁
起
説
は
、
の
ち
に
苦

し
み
の
原
因
を
究
明
す
る
道
筋
、
逆
に
言
え
ば
、
解
脱
へ
の
道
筋
を
明

ら
か
に
す
る
十
二
縁
起
説
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
、

原
始
仏
教
に
お
け
る
縁
起
説
に
は
、「
相
互
に
依
存
す
る
」「
相
互
に
原

因
と
な
る
」
と
い
う
見
方
は
少
な
く
、
相
互
依
存
と
い
う
縁
起
の
見
方

は
、
名
称
と
形
態
と
の
「
相
依
」
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
（
中
村
元

選
集
第
一
六
巻
、
五
五
一
頁
。
平
川
彰
著
作
集
第
一
巻
『
法
と
縁
起
』

参
照
。
春
秋
社
、
一
九
八
八
年
）。

（
10
） 

中
村
元
博
士
は
、「
万
物
の
相
互
連
関
を
説
い
た
の
は
、
仏
教
で

は
中
観
派
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
原
始
仏
教
の
思
想
で
は
な
い
」
と
論

じ
て
い
る
（
中
村
元
選
集
（
決
定
版
）
第
一
六
巻
『
原
始
仏
教
の
思
想

Ⅰ
』
四
二
九
頁
）。
中
村
元
博
士
に
よ
る
と
、「
原
始
仏
教
の
縁
起
説
は

existential

な
も
の
で
あ
っ
て
、logical

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。Logical

な
点
で
は
中
観
哲
学
に
よ
り
、

ontological

な
点
で
は
華
厳
哲
学
に
よ
り
、
縁
起
説
は
の
ち
に
偉
大

な
発
展
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
」（
中
村
元
選
集
第
一
六
巻
、
五
五
一

－

五
五
二
頁
）。
ま
た
同
様
の
指
摘
は
、
三
枝
充
悳
博
士
『
縁
起
の
思

想
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
中
で
も
な
さ
れ
お
り
、
三
枝
博
士

は
そ
の
著
に
お
い
て
、
縁
起
思
想
の
思
想
的
展
開
を
き
め
細
や
か
に
考
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察
し
て
い
る
。
三
枝
博
士
は
、「
縁
起
拙
を
解
説
す
る
の
に
、
と
く
に

初
期
仏
教
の
縁
起
説
に
関
し
て
、『
こ
れ
が
あ
る
と
き
…
…
』
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
や
、
一
時
「
相
依
性
」
と
誤
訳
さ
れ
た
「
此
縁
性
」
に
依
存

し
、
ま
し
て
そ
の
成
立
も
不
問
の
ま
ま
、
そ
の
二
つ
の
み
に
終
始
し
て

い
る
我
が
国
の
現
状
（
の
一
部
）
は
、
初
期
仏
教
思
想
史
を
逆
転
し
て

い
る
と
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
」（『
縁
起
の
思
想
』
二
五
二
頁
）
と
論
じ

て
い
る
。

（
11
） Buddhist 

Thought 
in 

the 
N

ew
 

M
illennium

: 
The 

Structure and Relevance of Buddhist Thinking, 2003 June. 

ロ
ナ
ル
ド
・
ナ
カ
ソ
ネ
「
新
世
紀
の
仏
教
思
想
：
仏
教
的
思
惟
方
法
の

構
造
と
重
要
性
」
一
〇
七

－

一
二
七
頁
。
武
田
龍
精
編
『
仏
教
生
命
観

か
ら
み
た
い
の
ち
』
所
収
、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
。

（
12
） M

alcolm
 D

avid Eckel, 
“Com

passion and W
isdom

: 
Buddhist and Christian Reflections on the Fundam

ental 
Problem

s of Bioethics, ” 2005 N
ov. 

マ
ル
コ
ム
・
デ
イ
ビ
ッ
ド
・

エ
ッ
ケ
ル
「
智
慧
と
慈
悲　

生
命
倫
理
の
基
本
的
課
題
に
関
す
る
キ
リ

ス
ト
教
と
仏
教
の
洞
察
」
一
〇
頁
。『
仏
教
と
生
命
倫
理
の
架
け
橋
』

所
収
、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
。

（
13
） 

前
掲
書
、
一
二
頁
。

（
14
） 

前
掲
書
、
一
三
頁

（
15
） 

平
川
彰
著
作
集
第
一
巻
『
法
と
縁
起
』
六
四
頁
、
春
秋
社
、
一
九

九
三
年
。

（
16
） 

中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』
上
巻
、
六
五
二
頁
参
照
。
ま
た
、
そ

の
古
十
玄
を
説
明
す
る
と
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
す
べ

て
の
法
（
事
象
）
が
同
時
に
備
わ
っ
て
一
縁
起
と
な
る
。
二
つ
に
は
、

一
と
多
と
が
互
い
に
相
手
の
う
ち
に
入
り
こ
む
。
三
つ
に
は
、
多
と
一

と
が
互
い
に
同
化
し
あ
う
。
四
つ
に
は
、
一
切
が
一
の
中
に
映
り
、
そ

の
一
の
中
の
一
切
の
う
ち
に
、
ま
た
一
切
が
映
り
、
無
限
に
重
な
っ
て

い
る
。
五
つ
に
は
、
小
と
大
と
が
互
い
に
入
り
あ
う
。
六
つ
に
は
、
あ

る
面
が
表
に
出
て
い
る
時
は
、
あ
る
面
は
隠
れ
て
い
な
が
ら
同
時
に
並

存
し
て
い
る
。
七
つ
に
は
、
一
つ
の
行
（
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
）
の

う
ち
に
一
切
の
諸
法
（
あ
ら
ゆ
る
存
在
現
象
）
を
含
む
よ
う
に
、
純
粋

な
あ
り
方
と
多
様
な
あ
り
方
が
混
融
す
る
。
八
つ
に
は
、
過
去
・
現

在
・
未
来
や
さ
ら
に
細
分
化
し
た
十
の
時
間
の
位
相
の
ど
れ
も
が
他
の

時
間
の
位
相
を
含
む
。
九
つ
に
は
、
一
切
の
諸
法
は
心
が
転
じ
た
も
の

で
あ
る
。
十
に
は
、
具
体
的
な
諸
現
象
や
事
物
の
す
べ
て
が
、
深
遠
な

法
門
を
現
し
て
い
て
人
々
を
悟
ら
せ
る
。
こ
れ
ら
の
十
の
法
門
が
融
合

し
て
一
縁
起
を
な
す
と
い
う
。

（
17
） 

ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
「
現
代
社
会
に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
倫
理　

グ

ロ
ー
バ
ル
な
視
点
」
五
五
頁
。
親
鸞
教
学
七
九
号
、
二
〇
〇
二
年
。

（
18
） Shin 

Service 
Book, 

p. 15, 
Buddhist 

Church 
of 

Am
erica, Jodo Shinshu H

ongw
anji-ha.

（
19
） 

ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
「
現
代
社
会
に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
倫
理　

グ

ロ
ー
バ
ル
な
視
点
」
五
六

－

六
一
頁
。

（
20
） 
ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
、
前
掲
論
文
、
六
一

－

六
三
頁
。

（
21
） 
木
村
文
輝
『
生
死
の
仏
教
学
』
一
五
〇

－

一
五
一
頁
。
法
蔵
館
、
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二
〇
〇
七
年
。

（
22
） 
玉
木
興
慈
「
親
鸞
に
お
け
る
常
行
大
悲
の
意
味
」
参
照
。『
死
と

愛　

い
の
ち
へ
の
深
き
理
解
を
求
め
て
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
七
年
。


