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人
類
の
未
来
に
対
す
る
仏
教
の
可
能
性

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ

前
川
健
一
　
訳

　

光
栄
に
も
、
四
十
分
に
わ
た
り
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
機

会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
、
私
は
こ
の
表
題
︵﹁
人
類
の
未
来

に
対
す
る
仏
教
の
可
能
性
﹂︶
を
与
え
ら
れ
、
仏
教
と
人
類
の
未
来

に
つ
い
て
講
演
を
し
て
ほ
し
い
と
の
要
請
を
受
け
ま
し
た
。
ど

ち
ら
も
非
常
に
大
き
な
話
題
で
す
。
両
者
を
一
緒
に
し
た
か
ら

と
い
っ
て
、
決
し
て
小
さ
く
な
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
私
は
厄
介
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

仏
教
も
人
類
も
、
現
在
ま
で
、
大
変
に
長
い
歴
史
を
有
し
て

い
ま
す
。
私
が
聞
い
た
範
囲
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
類
の
存
続

が
仏
教
に
か
か
っ
て
い
た
と
示
唆
す
る
人
は
誰
も
い
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
他
方
、
私
の
考
え
で
は
、
人
類
の
か
な
り
の
部
分
の

人
々
が
仏
教
の
存
在
か
ら
恩
恵
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、

私
た
ち
の
大
多
数
は
同
意
す
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
証
明
す
る

の
は
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
し
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
が
推
察
す
る
に
、
主
催

者
が
議
論
を
期
待
し
て
い
る
の
は
、
仏
教
に
人
類
の
未
来
を
延

長
す
る
力
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
よ
り
良
い
未
来
を
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も
た
ら
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

仏
教
は
暴
力
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
？

　

仏
教
は
人
類
の
未
来
を
延
長
で
き
る
の
か
と
問
う
た
時
、
私

た
ち
が
ま
ず
考
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
人
類
の
未
来
を
脅
か

す
差
し
迫
っ
た
脅
威
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
二
十
世
紀
後
半
の
ほ

と
ん
ど
の
期
間
、
最
も
切
迫
し
て
い
た
脅
威
は
、
核
戦
争
に
よ

っ
て
人
類
と
い
う
種
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
私
は
そ
の
期
間
を
実
際
に
生
き
ま
し
た
が
、
そ

の
脅
威
が
頂
点
に
あ
っ
た
の
は
一
九
六
○
年
代
で
し
た
。
当
時
、

多
く
の
人
が
、
ア
メ
リ
カ
に
主
導
さ
れ
た
西
側
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

連
邦
と
の
間
の
核
兵
器
競
争
に
大
き
な
恐
怖
を
感
じ
、
生
き
残

る
た
め
の
唯
一
の
希
望
は
一
方
的
な
軍
縮
に
あ
る
と
考
え
る
ほ

ど
で
し
た
。
こ
れ
は
西
側
に
よ
る
軍
縮
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

と
い
う
の
も
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
が
軍
縮
を
主
導
し
そ
う
に
な

い
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
各
国
政
府
は
説
得
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
平
和
を
も
た
ら
す
最
良
の
希
望
は
、
彼
ら
の

言
う
と
こ
ろ
の
﹁
勢
力
均
衡
︵balance of pow

er

︶﹂
に
あ
る
と

論
じ
ま
し
た
。
現
在
、
私
た
ち
は
、
そ
う
し
た
政
府
が
正
し
か

っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
核
兵
器
は
使
わ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
実
際
に
起
き
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
な
る

か
と
い
う
恐
怖
の
た
め
、
超
大
国
同
士
は
直
接
的
で
暴
力
的
な

衝
突
を
避
け
た
の
で
す
。

　

一
九
八
九
年
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
は
、
事
実
上
、
兵
器
競
争

を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
に

は
膨
大
な
費
用
を
要
し
た
か
ら
で
す
。
鉄
の
カ
ー
テ
ン
は
落
ち
、

多
く
の
国
々
の
国
民
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
暴
政
か
ら
解
放
さ
れ
ま

し
た
。
大
い
な
る
楽
観
論
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
何
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
雰
囲
気
が
持
続
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
勢
力
の
分
散
は
核
拡
散
に
つ
な
が
っ
て
し
ま

い
、
破
壊
的
な
兵
器
は
、
そ
の
使
用
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ

と
が
容
易
で
は
な
い
指
導
者
た
ち
の
手
に
落
ち
ま
し
た
。
例
を

挙
げ
れ
ば
、
勢
力
均
衡
と
い
っ
た
類
い
の
理
性
的
な
考
え
に
よ

っ
て
、
北
朝
鮮
に
核
兵
器
の
使
用
を
思
い
留
ま
ら
せ
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
確
信
は
持
て
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
仮
想
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
最
近
で
も
、
私
た
ち
は
、
シ
リ
ア
が
内
戦
で
化

学
兵
器
を
使
用
す
る
の
を
目
撃
し
ま
し
た
し
、
ロ
シ
ア
と
ア
メ

リ
カ
の
二
頭
体
制
の
遺
物
だ
け
が
こ
の
危
機
を
鎮
圧
で
き
た
の
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で
す
。
こ
う
し
た
恐
ろ
し
い
武
器
を
入
手
す
る
国
家
は
ま
す
ま

す
多
く
な
る
で
し
ょ
う
し
、
国
家
以
外
の
小
集
団
が
入
手
す
る

こ
と
す
ら
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
未
来
予
想
が
安
心
を
も
た
ら

す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

誤
っ
た
環
境
政
策
も
ま
た
人
類
の
存
続
を
脅
か
し
て
い
る
と
、

多
く
の
人
が
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
確
か
に
正
し
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
と
は
言
う
も
の
の
、
局
地
的
な
災
害
は
と
も
か

く
と
し
て
、
人
類
全
体
の
存
続
そ
の
も
の
が
危
ぶ
ま
れ
る
と
い

っ
た
こ
と
に
な
る
ま
で
に
は
、
長
い
時
間
が
か
か
る
で
し
ょ
う
。

同
じ
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
の
伝
統
的
な
仇
敵
、
す
な
わ
ち

飢
饉
や
疫
病
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
戦
争
と
暴
力
は
、

相
変
わ
ら
ず
群
を
抜
い
て
最
大
の
脅
威
な
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
全
て
に
お
い
て
、
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
す
の
で
し
ょ
う
か
？　

エ
コ
ロ
ジ
ー
に
関
し
て
言
え
ば
、

確
か
に
、
タ
ガ
が
外
れ
た
消
費
主
義
の
危
険
に
目
を
向
け
、
よ

り
健
全
な
社
会
を
目
指
す
仏
教
の
運
動
は
存
在
し
て
い
ま
す
。

私
は
そ
う
し
た
運
動
を
歓
迎
し
ま
す
し
、
過
小
評
価
す
る
つ
も

り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
ま
だ
世
界
の
舞
台
で

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
日
、
仏
教
が
暴
力
に
対
し
て
ど
う
対

処
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
よ
り
緊
急
性
が
あ
る
と

私
は
思
い
ま
す
。

　

残
念
な
が
ら
、
状
況
は
気
が
滅
入
る
も
の
で
す
。
仏
教
が
ブ

ッ
ダ
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
て
以
来
、
不
危
害
︵non-aggression

︶

は
仏
教
の
中
核
的
な
価
値
で
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
用

い
ら
れ
て
い
る
言
葉
は
、
ア
ヒ
ン
サ
ー
︵ahiṃ

sā

︶
で
す
。
こ
の

言
葉
は
し
ば
し
ば
非
暴
力
︵non-violence

︶
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
し
い
意
味
は
﹁
危
害

を
加
え
よ
う
と
す
る
欲
望
の
欠
如
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
い

換
え
る
な
ら
、﹁
不
危
害
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。﹃
ダ
ン

マ
パ
ダ
︵
法
句
経
︶﹄
と
呼
ば
れ
る
古
代
パ
ー
リ
語
の
韻
文
集
で

は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

﹁
な
べ
て
の
も
の
に　

力
振
る
わ
ず　

殺
す
こ
と
な
く　

殺

さ
し
め
ぬ
。
彼
ぞ
聖ひ

じ
りと　

我
呼
ば
む
﹂︵
第
四
○
五
詩
︶

﹁
こ
の
世
に
は　

怨
み
鎮
む
る　

怨
み
無
し
。
怨
み
無
き
こ

そ　

怨
み
鎮
む
る
。
永と

久は

な
る
法の
り

は　

こ
れ
に
こ
そ
﹂︵
第

五
詩
︶
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さ
ら
に
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
呼
吸
し
て
い
る
も
の

の
命
を
奪
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
誓
い
は
、
ど
の
在
家
仏
教
者

も
常
に
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
五
戒
の
第
一
で
す
。

ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
、
あ
ら
ゆ
る
在
家
者
が
慎
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
有
害
な
行
為
︵akusala kam

m
a　

不
善
業
︶
の
標
準
的
な

リ
ス
ト
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
行
為
の
中
に
は
、
粗
暴
な
言

葉
や
悪
意
の
あ
る
言
葉
︵pharusā, pisuṇā vācā　

麁そ

悪あ
く

語
、
離
間
語
︶

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
ま
す
が
、

こ
れ
ら
は
在
家
者
に
と
っ
て
の
規
則
で
す
。
何
故
な
ら
、
出
家

者
は
、
よ
り
厳
し
く
詳
細
な
規
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
す
。
し
か
し
、
仏
教
徒
と
思
わ
れ
た
い
と
い
う
人
な
ら

誰
で
も
、
一
般
的
な
原
則
に
従
う
義
務
が
あ
り
ま
す
。

必
要
な
の
は
「
敵
を
愛
す
る
」
こ
と
で
は
な
く

「
憎
む
の
を
や
め
る
」
こ
と

　

実
際
、
さ
ら
に
先
ま
で
行
っ
て
、
仏
教
徒
な
ら
誰
で
も
あ
ら

ゆ
る
時
に
慈
悲
︵
優
し
さ
と
共
感
︶
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
論
じ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
の
議

論
の
文
脈
で
は
、﹁
～
す
る
な
か
れ
﹂
と
の
禁
止
形
で
示
さ
れ
た
、

よ
り
穏
や
か
な
要
求
だ
け
を
論
じ
る
方
が
、
よ
り
多
く
の
手
助

け
を
与
え
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
類
が
生

き
残
る
た
め
の
最
小
限
の
要
求
は
、
私
た
ち
が
互
い
を
殺
し
た

り
憎
ん
だ
り
す
る
の
を
や
め
る
こ
と
で
す
。
私
た
ち
全
員
が
積

極
的
な
優
し
さ
に
あ
ふ
れ
た
振
る
舞
い
を
す
る
と
い
う
の
は
高

貴
な
理
想
で
は
あ
り
ま
す
が
、
生
き
残
る
た
め
に
必
ず
必
要
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
そ
う
し
た
こ
と
が
い

つ
か
達
成
さ
れ
る
と
期
待
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
現
実
的
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
原
則
が
あ
る
と
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
を
よ
く
考

え
た
こ
と
の
な
い
人
々
は
、
仏
教
に
と
っ
て
、
不
危
害
は
妥
協

を
許
さ
な
い
こ
と
だ
と
思
い
込
む
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
す
。
一

言
で
言
え
ば
、
仏
教
は
絶
対
平
和
主
義
を
主
張
し
て
い
る
と
思

う
の
で
す
。
こ
う
し
た
人
た
ち
は
、
仏
教
者
、
さ
ら
に
は
仏
教

指
導
者
さ
え
も
が
、
し
ば
し
ば
暴
力
行
為
に
及
ん
で
い
た
こ
と

が
分
か
る
と
、
失
望
し
て
、
し
ば
し
ば
反
対
の
極
に
振
れ
て
し

ま
い
、
仏
教
の
非
暴
力
の
主
張
は
た
だ
の
偽
善
で
あ
り
、
仏
教

者
は
昔
も
今
も
他
の
人
々
と
全
く
同
じ
く
ら
い
暴
力
的
だ
な
ど

と
言
う
に
至
る
の
で
す
。
そ
れ
故
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
分
析
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す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
的
価
値
を
公
の
問
題
に
応
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
紀

元
前
三
世
紀
の
中
葉
三
分
の
一
に
わ
た
っ
て
、
イ
ン
ド
亜
大
陸

の
大
部
分
を
支
配
し
た
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
よ
っ
て
、
忘
れ
が
た

い
形
で
、
記
録
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
紀
元
前
二
五
五
年
頃
に

年
代
づ
け
ら
れ
る
大
磨
崖
法
勅
第
十
三
章
の
中
で
、
ア
シ
ョ
ー

カ
王
は
、
極
め
て
多
く
の
人
々
が
殺
さ
れ
負
傷
し
追
放
さ
れ
た

カ
リ
ン
ガ
国
︵
現
代
の
オ
リ
ッ
サ
州
︶
と
の
戦
争
を
き
っ
か
け
と

し
て
、
自
ら
の
統
治
が
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
か
を
記
録
し
て

い
ま
す
。
彼
は
、
深
い
自
責
の
念
を
示
し
、
侵
略
戦
争
は
二
度

と
起
こ
さ
な
い
、
た
だ
し
攻
撃
さ
れ
た
場
合
の
自
衛
権
は
し
っ

か
り
と
保
持
す
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
詔
勅
の
文
章
は
、

人
類
史
上
、
最
も
立
派
な
公
文
書
の
一
つ
で
す
し
、
全
世
界
の

学
童
た
ち
に
教
え
る
べ
き
も
の
で
す
。
イ
ン
ド
の
民
族
主
義
的

な
歴
史
家
た
ち
が
、
こ
の
不
危
害
と
い
う
政
策
の
せ
い
で
、
ア

シ
ョ
ー
カ
の
後
継
者
た
ち
は
権
力
を
失
っ
た
と
示
唆
し
て
い
る

︵
そ
し
て
、
教
科
書
に
も
そ
う
書
い
て
あ
る
︶の
は
、い
さ
さ
か
皮
肉
な

こ
と
で
す
。彼
ら
の
主
張
を
支
え
る
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、不

危
害
が
有
効
で
あ
り
う
る
と
信
じ
る
の
を
人
々
は
躊
躇
し
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
の
成
し
遂
げ
た
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
躊
躇
は
ほ
と
ん
ど
馬
鹿
げ
た
こ
と

に
見
え
か
ね
ま
せ
ん
。
私
た
ち
皆
が
知
っ
て
い
る
通
り
、
ガ
ン

ジ
ー
自
身
が
目
覚
ま
し
い
ほ
ど
の
成
功
を
収
め
、
英
国
の
イ
ン

ド
支
配
を
や
め
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
万
人
か
ら
称
賛
を
勝
ち

得
て
い
る
偉
大
な
指
導
者
た
ち
に
精
神
的
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
や
ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ

と
い
っ
た
指
導
者
た
ち
の
こ
と
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
彼

ら
の
非
暴
力
は
時
と
し
て
短
期
的
な
挫
折
を
も
た
ら
し
ま
し
た

が
、
最
終
的
に
は
、
暴
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
も
の

よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
こ
と
を
達
成
し
た
の
で
す
。

政
府
は
い
か
に
し
て
暴
力
を
最
小
化
で
き
る
か

　

今
触
れ
た
ば
か
り
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
場
合
に
お
い
て
、
私

は
実
の
と
こ
ろ
二
つ
の
問
題
を
一
つ
に
し
て
い
ま
し
た
。
一
つ

の
問
題
は
、
攻
撃
、つ
ま
り
先
に
暴
力
を
振
る
う
こ
と
と
、
防
御
、

つ
ま
り
そ
れ
に
反
撃
す
る
こ
と
と
の
違
い
で
す
。
も
し
誰
か
が

私
を
攻
撃
し
た
時
、
私
は
そ
れ
に
反
撃
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
し
、
さ
ら
に
は
、
イ
エ
ス
︵
訳
注
＝
い
わ
ゆ
る
イ
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エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
︶
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
も
う
一
方
の
頬
を
向

け
る
こ
と
さ
え
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
攻
撃
さ
れ
た
人
々
が
私

に
保
護
を
求
め
て
き
た
ら
、
状
況
は
異
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と

の
最
も
あ
り
ふ
れ
て
い
て
、
最
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
例
は
、

子
ど
も
の
命
を
守
る
た
め
に
親
は
出
来
る
こ
と
は
何
で
も
す
る

に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
逆
に
子
が
親
を

守
る
場
合
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。

　

他
者
に
対
す
る
責
任
の
問
題
は
私
た
ち
を
、
よ
り
大
き
な
問

題
、
つ
ま
り
、
公
共
生
活
に
関
わ
る
広
範
囲
な
領
域
、
私
た
ち

が
今
後
直
面
す
る
可
能
性
の
あ
る
一
連
の
新
た
な
状
況
へ
と
導

い
て
い
き
ま
す
。
仏
教
の
伝
統
で
は
、
僧
侶
は
公
共
生
活
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ

故
、
そ
う
し
た
伝
統
に
従
う
限
り
、
公
的
な
役
割
を
担
う
こ
と

か
ら
帰
結
す
る
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
す
る
こ
と
は
全
く
な

か
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
在
家
者
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
は
確
実
に
あ

り
ま
す
。
絶
対
平
和
主
義
者
で
あ
っ
た
ガ
ン
ジ
ー
で
さ
え
、
イ

ン
ド
の
兵
士
た
ち
に
兵
役
義
務
か
ら
の
脱
走
や
、
な
い
し
は
そ

の
放
棄
を
求
め
な
か
っ
た
こ
と
は
、
覚
え
て
お
く
価
値
が
あ
り

ま
す
。
二
千
年
以
上
も
前
の
﹃
律
蔵あ
﹄
は
我
々
に
次
の
よ
う
な

こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
の
友
人
で
あ
る
ビ
ン
ビ
サ
ー

ラ
王
は
、
国
境
付
近
で
紛
争
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
に
対
処
す

る
た
め
軍
隊
を
派
遣
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
兵
士
た
ち
は
、

人
を
殺
せ
ば
罪
に
な
り
、
後
で
苦
し
む
こ
と
に
な
る
と
結
論
し

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
僧
侶
に
な
り
ま
し
た
。
大
臣
の

一
人
が
、
こ
ん
な
風
に
し
て
王
か
ら
兵
士
を
奪
っ
た
者
は
、
誰

で
あ
れ
刑
に
処
す
べ
き
で
あ
る
、
と
王
に
上
奏
し
ま
し
た
。
王

が
こ
の
上
奏
に
従
わ
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
す
が
、
ブ
ッ
ダ
に

警
告
を
発
す
る
こ
と
は
し
ま
し
た
。
ブ
ッ
ダ
は
、
王
の
意
を
察

し
、
兵
士
を
出
家
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
を
制
定
し

た
の
で
す
。

　

国
家
に
は
、
攻
撃
を
阻
止
す
る
た
め
に
防
衛
軍
が
必
要
で
す

し
、
攻
撃
者
と
な
る
側
は
、
そ
う
し
た
軍
事
力
が
使
用
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︵
こ
の

講
演
の
初
め
の
方
で
、
冷
戦
中
の
各
国
政
府
が
ど
の
よ
う
に
﹁
勢
力
均

衡
﹂
と
い
う
現
実
的
な
方
針
に
従
っ
た
の
か
を
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
の

こ
と
が
思
い
返
さ
れ
ま
す
︶。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
、
全
世
界
に
向
け

て
、
カ
リ
ン
ガ
国
民
に
対
し
て
自
分
が
戦
争
を
起
こ
し
た
こ
と
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を
、
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
後
悔
し
て
い
る
か
を
述
べ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
を
二
度
と
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
願

っ
て
い
る
と
表
明
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
彼
は
ま
た
、
近
隣

国
に
対
し
て
、︵
彼
の
言
葉
に
よ
れ
ば
︶﹁
忍
び
う
べ
き
こ
と
は
す

べ
て
忍
ぶ
べ
き
で
あ
るい
﹂
が
、
自
分
を
挑
発
し
て
は
な
ら
な
い

と
警
告
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
確
か
に
、
政
府
が
暴
力
を
最
小

限
に
す
る
正
し
い
や
り
方
で
す
。

　

戦
争
は
、
暴
力
が
合
法
化
さ
れ
、
さ
ら
に
は
倫
理
的
に
正
当

化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
唯
一
の
公
共
生
活
の
領
域
で
は
、
決
し

て
あ
り
ま
せ
ん
。
死
刑
の
こ
と
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
死

刑
制
度
は
、
仏
教
国
で
あ
る
と
主
張
す
る
幾
つ
か
の
国
で
、
現

在
で
も
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
の
考
え
で
は
、
仏
教
を
尊
重

す
る
と
称
し
な
が
ら
、
仏
教
を
政
治
に
適
用
す
る
の
を
拒
否
す

る
と
い
っ
た
政
治
的
指
導
者
は
、
見
下
げ
果
て
た
偽
善
者
で
す
。

偉
大
な
宗
教
的
伝
統
は
皆
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
人
を
愛
し
、
優
し

さ
と
共
感
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
教
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

意
味
す
る
の
は
、
人
は
、
愛
す
る
の
が
容
易
な
人
々
だ
け
で
は

な
く
、
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

人
を
愛
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
い
つ
も
あ
な
た
に
優
し
く
し
て
く
れ
る
人
を
愛
す
る
と

い
う
の
は
、
大
抵
の
動
物
が
本
能
的
に
し
て
い
る
こ
と
と
大
差

あ
り
ま
せ
ん
。
愛
は
、
敵
や
、
あ
る
い
は
、
愛
す
る
こ
と
が
困

難
な
他
者
に
向
け
ら
れ
た
時
、
倫
理
的
な
た
し
な
み
と
な
る
の

で
す
。

　

宗
教
を
政
治
か
ら
切
り
離
し
て
お
き
た
い
と
言
う
人
た
ち

が
、
大
抵
の
場
合
考
え
て
い
る
の
は
、
何
れ
か
の
宗
教
が
提
唱

す
る
道
徳
的
価
値
を
受
け
入
れ
る
つ
も
り
は
な
く
、
共
産
主
義

や
民
族
主
義
と
い
っ
た
他
の
価
値
を
選
好
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
世
界
文
学
の
中
で
最
も
有
名
な
言
葉
の
一
つ
と
し
て
、
紀

元
前
二
三
年
に
発
表
さ
れ
た
、
ロ
ー
マ
詩
人
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス

の
詩
の
一
節
が
あ
り
ま
す
。﹁
甘う

ま

く
し
て
適か
な

へ
る
か
な　

己
が
国

の
た
め
身み

罷ま
か

る
はう
﹂。
政
治
家
は
通
常
、
偉
大
な
宗
教
伝
統
の
中

で
目
に
付
く
反
戦
観
よ
り
も
、
こ
う
し
た
感
情
の
方
を
好
む
の

で
す
。

　

防
衛
戦
争
や
死
刑
の
よ
う
な
論
義
を
呼
ぶ
事
柄
に
つ
い
て
議

論
す
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
し
か
し
、
私
は
敢
え
て
言
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
我
々
の
主
題
に
と
っ
て
は
、
あ
ま
り
に
慎
重
す
ぎ

る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
率
直
な
第
三
者
の
目
か

ら
見
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
世
界
で
さ
え
、
政
府
機
関
や
国
家
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に
よ
る
暴
力
の
行
使
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
、
非
常
に
困
難
で

あ
る
か
、
な
い
し
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り

に
多
い
と
い
う
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
法
律
が
何
と

言
お
う
が
、
警
察
が
貧
し
く
無
力
な
人
々
に
対
し
て
、
通
常
ど

の
よ
う
な
仕
打
ち
を
し
て
い
る
か
を
考
え
る
だ
け
で
十
分
で
す
。

そ
れ
と
同
様
に
、
国
家
が
暴
力
の
防
止
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
何

も
し
て
い
な
い
と
は
言
え
、
サ
ン
ガ
︵
出
家
教
団
︶
の
者
た
ち
を

含
む
仏
教
徒
た
ち
が
、
自
発
的
に
暴
力
を
行
使
し
た
り
、
暴
力

を
支
持
し
た
り
し
て
い
る
と
い
う
事
例
が
複
数
あ
り
ま
す
。

ブ
ッ
ダ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
学
ぶ
こ
と

　

こ
の
恐
る
べ
き
状
況
で
、
私
は
違
っ
た
方
針
を
採
ろ
う
と
思

い
ま
す
。﹃
上
座
部
仏
教

─
古
代
ベ
ナ
レ
ス
か
ら
現
代
コ
ロ
ン

ボ
に
い
た
る
社
会
史
︵Theravāda Buddhism

 : A Social H
istory 

from
 Ancient Benares to M

odern C
olom

bo

︶え﹄
と
い
う
著
書
の
中
で
、

私
は
、
支
配
者
が
ど
の
よ
う
に
支
配
す
べ
き
か
、
そ
し
て
人
々

は
社
会
の
中
で
ど
う
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
ブ
ッ

ダ
が
与
え
た
勧
告
を
、
幾
つ
か
記
し
て
お
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

何
回
か
機
会
が
与
え
ら
れ
た
時
に
は
、
彼
の
素
晴
ら
し
い
ア
ド

ヴ
ァ
イ
ス
に
注
意
を
向
け
よ
う
と
講
演
を
行
い
ま
し
た
。
私
た

ち
の
生
活
が
ど
の
よ
う
に
向
上
す
る
か
、
人
類
が
よ
り
良
い
未

来
を
期
待
で
き
る
か
を
全
世
界
に
示
す
た
め
に
、
仏
典
か
ら
多

く
の
素
晴
ら
し
い
言
葉
を
引
用
し
た
り
議
論
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
も
ち
ろ
ん
、
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、ブ
ッ
ダ
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
︵
実

用
重
視
主
義
者
︶
で
し
た
し
、
私
は
敢
え
て
言
っ
て
お
き
ま
す
が
、

現
在
の
私
た
ち
は
、
ブ
ッ
ダ
が
思
い
描
い
た
類
い
の
社
会
か
ら
、

あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
曜
日
を
問
わ

ず
テ
レ
ビ
・
ニ
ュ
ー
ス
で
目
に
す
る
悪
事
に
ど
う
対
処
す
る
か

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
提
言
で
あ
れ
、
考
慮
し

て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
仏
典
か
ら
多

く
を
引
用
す
る
よ
り
も
、
私
か
ら
い
く
つ
か
提
案
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
時
間
の
余
裕
が
も
っ
と
あ
れ
ば
、
私

の
提
案
が
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
せ
る
と

私
は
固
く
信
じ
て
い
ま
す
。

個
人
的
責
任
と
そ
の
含
意

　

私
た
ち
は
、
業
︵
カ
ル
マ
︶
と
い
う
基
本
的
な
教
え
、
つ
ま
り
、
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自
己
責
任
の
教
え
に
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ブ
ッ

ダ
が
説
い
た
よ
う
に
、
全
て
の
思
考
・
言
葉
・
行
い
は
、
そ
の

背
後
に
あ
る
意
図
に
よ
っ
て
、
肯
定
的
な
も
の
で
あ
れ
否
定
的

な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
徳
的
価
値
を
生
み
出
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
行
為
の
結
果
が
重
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
仏
教
は
、
過
失
と
い
う
観
念
を
受
け
入
れ
る
こ
と

に
関
し
、
現
代
の
法
律
と
何
ら
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

道
徳
に
関
す
る
基
本
的
な
不
変
の
基
準
は
意
図
で
す
。
道
徳
的

で
あ
る
こ
と
も
不
道
徳
で
あ
る
こ
と
も
個
人
の
心
理
的
な
特
質

で
す
。
そ
れ
ら
は
、
人
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
変
わ
る
か
と
い

う
こ
と
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
ま
す
し
、
個
人
の
性
格
の
中

心
的
な
構
成
要
素
で
す
。
人
は
自
ら
の
業
の
相
続
者
で
あ
り
、

他
の
何
も
の
か
の
業
の
相
続
者
で
は
な
い
の
で
す
！

　

業
は
、
感
覚
の
あ
る
生
き
物
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
本
質
的
な

要
素
な
の
で
、﹁
集
団
的
な
業
︵collective karm

a

︶﹂
と
い
っ
た
も

の
は
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
中
に
は
跡
形
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

事
実
に
は
、
深
遠
な
道
徳
的
含
意
が
あ
り
ま
す
。

　

業
は
個
人
の
責
任
の
問
題
で
す
か
ら
、
あ
る
家
族
の
一
員
と

し
て
生
ま
れ
る
と
か
、
自
発
的
に
加
入
し
た
わ
け
で
は
な
い
社

会
集
団
の
一
員
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
い
か
な
る
業
の
結

果
と
も
必
然
的
な
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
他
方
、
神
的
存
在
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
れ
人
間
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
れ
、
何
か

大
き
な
力
と
い
っ
た
も
の
が
、
あ
る
人
の
業
を
定
め
る
こ
と
も

あ
り
え
ま
せ
ん
。
私
自
身
の
意
図
に
つ
い
て
、
私
は
、
神
や
父

親
や
教
師
を
責
め
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
実
際
の
と

こ
ろ
、
そ
れ
は
誰
の
せ
い
に
も
で
き
な
い
の
で
す
︵
こ
こ
で
は
、

こ
れ
以
上
の
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
私
が
、
父
や
教

師
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
を
実
行
す
る
場
合
、
そ
の
決
定
に
対
し
て
自
分

自
身
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
仏
教
を
儒
教
倫
理
に
対
立
さ
せ

ま
す
︶。

　

業
は
常
に
個
別
的
で
あ
り
決
し
て
集
団
的
で
は
な
い
と
い
う

事
実
に
は
、
ど
の
よ
う
な
含
意
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
の
地
球
上
に
は
、﹃
旧
約
聖
書
﹄
で
﹁
目
に
は
目
を
、
歯
に

は
歯
を
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
復
讐
の
原
則
を
信
じ
て
い
る
社

会
が
、い
ま
だ
相
当
数
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
が
私
を
侮
辱
す
れ
ば
、

私
に
は
、
あ
な
た
を
侮
辱
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

あ
な
た
の
せ
い
で
私
が
鼻
血
を
流
し
た
ら
、
私
に
は
あ
な
た
に

鼻
血
を
流
さ
せ
る
権
利
が
あ
る
の
で
す
。
さ
て
、
憎
し
み
は
憎
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し
み
に
よ
っ
て
止
む
こ
と
は
な
い
と
い
う
﹃
ダ
ン
マ
パ
ダ
﹄
の

詩
を
既
に
引
用
し
ま
し
た
の
で
、
私
た
ち
に
は
﹁
目
に
は
目
を
﹂

の
原
則
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
初

歩
的
な
こ
と
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
待
っ

て
く
だ
さ
い
。
も
し
、
あ
な
た
が
私
の
母
を
侮
辱
し
た
ら
、
私

に
は
あ
な
た
の
母
上
を
侮
辱
す
る
権
利
が

─
と
い
う
よ
り
、

義
務
さ
え
も
が

─
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

あ
る
い
は
、
も

し
母
上
が
い
な
い
場
合
、
こ
と
に
よ
る
と
姉
上
や
妹
さ
ん
、
あ

る
い
は
奥
さ
ん
を
侮
辱
す
る
こ
と
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？　

し

か
し
、
そ
の
場
合
、
ど
う
し
て
侮
辱
だ
け
に
留
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

侮
辱
に
対
し
て
原
則
を
適
用
す
る

な
ら
、
そ
れ
は
他
の
も
っ
と
深
刻
な
形
態
の
危
害
に

─
さ
ら

に
は
殺
害
に
さ
え

─
同
じ
よ
う
に
適
用
し
て
は
い
け
な
い
の

で
し
ょ
う
か
？　

も
し
、
あ
な
た
の
お
祖
父
さ
ん
が
私
の
父
を

殺
し
た
と
し
た
ら
、
私
が
あ
な
た
の
父
上
や
、
こ
と
に
よ
る
と
、

あ
な
た
自
身
を
殺
す
こ
と
は
正
し
く
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
う
し
た
領
域
に
踏
み
込
ん
だ
時
に
見
え
て
く
る
も
の
は
、

家
族
の
名
誉
と
か
家
族
へ
の
忠
誠
と
い
っ
た
考
え
が
、
ど
れ
ほ

ど
道
徳
的
に
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
た
ち
自
身
は
、
も
は
や
復
讐
を
信
じ
る
ほ
ど
非
文
明
的
で

は
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
私
た
ち
は
法
律
も
警
察

力
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
誰
か
が
家
族
の
一
員
を
殺
し
た

な
ら
、
為
す
べ
き
正
し
い
こ
と
は
、
警
察
に
連
絡
し
て
犯
人
を

逮
捕
し
て
も
ら
い
、
法
を
執
行
し
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
私
た

ち
の
社
会
は
、
こ
う
し
た
状
況
で
、
い
わ
ゆ
る
﹁
鉄
拳
制
裁
﹂

と
い
っ
た
も
の
に
は
眉
を
ひ
そ
め
ま
す
し
、
そ
う
し
た
も
の
を

認
め
な
い
こ
と
が
文
明
化
し
た
社
会
に
と
っ
て
本
質
的
な
要
素

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

　

他
方
、
直
接
自
分
が
犯
罪
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
時
、
た
と

え
ば
家
族
が
殺
害
さ
れ
た
場
合
、
犯
罪
者
が
正
義
に
適
っ
た
報

い
を
受
け
る
の
を
見
届
け
る
道
徳
的
権
利
が
被
害
者
側
に
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
社
会
の
中
で
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
私
は
、
こ
こ
で
は
英
国
の

こ
と
に
限
っ
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
も
、
当
然

な
が
ら
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
私
が
知
り
得
る
英
国
に
つ
い
て

の
み
で
す
。
と
い
う
の
は
、
私
に
は
他
に
情
報
源
が
な
い
か
ら

で
す
。
現
在
、﹁
幕
引
き
︵closure

︶﹂
と
呼
ば
れ
る
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
殺
人
犯
に
終
身
刑
の
判
決
が
出
た
時
、
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今
や
被
害
者
遺
族
は
﹁
と
も
か
く
も
幕
引
き
を
迎
え
た
﹂
と
誰

も
が
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
家
族
を
失
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

今
や
嘆
く
こ
と
を
や
め
る
の
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
他
方
、
被
告
が
有
罪
と
さ
れ
な
が

ら
も
、
不
適
当
と
思
わ
れ
る
判
決
を
受
け
た
場
合
、
遺
族
は
﹁
幕

引
き
﹂
で
き
ま
せ
ん
し
、
仮
に
被
告
が
無
罪
と
な
り
、
犯
人
の

捜
索
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
れ
ば
、
遺
族
に
﹁
幕
引

き
﹂
が
訪
れ
な
い
こ
と
は
深
刻
な
不
幸
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。﹁
幕
引
き
﹂
を
す
る
た
め
の
も
う
一
つ
の
方
法
は
、
犯

人
を
赦
し
た
り
、
そ
れ
が
無
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も

そ
の
悲
劇
か
ら
少
し
心
の
距
離
を
置
い
た
り
す
る
こ
と
で
あ

る
、
な
ど
と
示
唆
さ
れ
る
の
を
、
私
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。

　

誰
か
に
重
大
な
悪
事
が
為
さ
れ
た
時
、
犠
牲
者
や
犠
牲
者
に

近
し
い
人
々
に
と
っ
て
そ
れ
を
赦
す
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
あ

る
と
私
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
エ
ス
は
彼
の
信

奉
者
た
ち
に
、
彼
ら
に
危
害
を
加
え
る
人
々
を
赦
す
だ
け
で
は

な
く
、
む
し
ろ
愛
し
な
さ
い
と
熱
心
に
説
い
て
い
ま
す
し
、
そ

れ
は
全
て
の
キ
リ
ス
ト
者
が
従
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
規
範
で

す
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
は
不
合
理
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
実

用
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、﹃
ダ

ン
マ
パ
ダ
﹄
の
詩
で
は
、
あ
な
た
を
憎
む
者
を
憎
ま
な
い
よ
う

に
と
勧
告
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
彼
ら
を
愛
す
る
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
言
っ
て
い
な

い
の
で
す
。
私
は
、
私
た
ち
が
英
雄
の
よ
う
に
振
る
舞
お
う
と

せ
ず
、
単
純
に
憎
む
の
を
や
め
る
だ
け
で
、
人
類
の
生
存
そ
の

も
の
を
脅
か
す
程
に
蔓
延
し
た
膨
大
な
量
の
戦
争
や
暴
力
が
消

え
去
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
す
。

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う
癌が
ん

　

こ
う
し
た
考
え
の
道
筋
を
導
く
た
め
に
、
私
は
、
強
姦
や
殺

人
と
い
っ
た
重
大
な
犯
罪
の
犠
牲
者
と
い
う
非
常
に
単
純
な
例

を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
こ
う
し
た
論
理
的
な
筋

道
を
、
ず
っ
と
ず
っ
と
広
い
範
囲
に
広
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
過
程
で
は
、
一
部
の
人
に
衝
撃
を
与
え
る
よ

う
な
こ
と
を
言
う
の
も
厭
い
ま
せ
ん
。
人
々
は
、
自
分
を
あ
る

家
族
の
一
員
だ
と
見
な
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
民

族
と
か
、
教
派
︵church

︶
や
宗
派
︵sect

︶
と
い
っ
た
宗
教
集
団
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な
ど
の
よ
う
な
、
ず
っ
と
大
き
な
集
団
の
一
員
と
し
て
も
自
ら

を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
私
は
英
国
人
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た

し
、
そ
れ
は
私
の
﹁
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
の
一
部
で
す
が
、

こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
た
と
え
ば
政
府
諸
機
関
の
よ
う
な
も

の
が
私
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
分
類
す
る
仕
方
、
場
合
に
よ
っ
て

は
他
国
の
政
府
が
私
を
分
類
す
る
仕
方
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
ま
す
。
過
去
に
お
い
て
、
英
国
政
府
は
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
全
域
を
支
配
し
て
い
ま
し
た
し
、
時
と
し
て
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
人
、
と
り
わ
け
そ
の
多
数
派
で
あ
る
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
の
人
々
に
対
し
て
、
極
め
て
残
虐
で
不
当
な
振
る
舞
い
を
し

ま
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
中
の
少
数
派

は
、
彼
ら
の
先
祖
に
対
し
て
英
国
人
が
行
っ
た
こ
と
を
今
で
も

憤
っ
て
お
り
、
ご
く
少
数
の
人
々
は
憤
り
の
あ
ま
り
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
共
和
軍
︵
Ｉ
Ｒ
Ａ
︶
と
称
さ
れ
る
組
織
を
作
り
、
英
国
の

人
々
を
、
時
と
し
て
無
差
別
に
、
殺
害
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

彼
ら
は
集
団
的
な
業
が
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

英
国
人
な
ら
誰
で
も
、
他
の
英
国
人
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
対

し
て
行
っ
た
こ
と
に
責
任
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
た

と
え
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
、
最
近
移
民
し
て
き
て
、
大
昔
に
残

虐
な
行
為
を
し
た
人
々
と
は
血
の
繋
が
り
も
な
い
英
国
の
人
々

で
あ
っ
て
も
、
復
讐
の
対
象
と
し
て
申
し
分
な
い
と
見
な
さ
れ

た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
暴
力
行
為
に
与
し
た
人
々
の
目
的
は
、
英
国
人
と

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
と
の
間
に
広
汎
な
憎
し
み
を
作
り
出
す
こ
と

で
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
暴
力
を
増
幅
さ
せ
よ
う
と
し
た
の

で
す
。
も
っ
と
も
、
彼
ら
が
こ
の
目
的
の
実
現
に
、
全
く
と
い

っ
て
よ
い
ほ
ど
成
功
し
な
か
っ
た
と
言
え
る
こ
と
を
、
私
は
嬉

し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
世
界
中
の
同
様
な
事
例
を
考

え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
戦
略
は
、
失
敗
す
る
よ
り
も

成
功
す
る
場
合
の
方
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
と

い
う
の
は
、
彼
ら
は
、
た
い
へ
ん
消
火
が
し
に
く
い
と
こ
ろ
に

火
を
つ
け
る
か
ら
で
す
。
こ
の
巨
大
な
主
題
を
話
題
に
す
る
に

は
時
間
が
足
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
特
定
の
事
例
を
名
指
し

し
た
り
議
論
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
一
般
的
な

所
見
を
幾
つ
か
述
べ
て
お
く
必
要
は
あ
り
ま
す
。
多
く
の
場
合
、

実
際
に
暴
力
を
振
る
う
人
々
は
、
彼
ら
以
外
の
全
世
界
の
人
々

か
ら
﹁
テ
ロ
リ
ス
ト
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
、
比
較
的
小

さ
な
集
団
で
す
。
し
か
し
、
同
じ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
共
有
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す
る
多
数
の
人
々
の
共
感
を
得
な
け
れ
ば
、
通
常
、
こ
う
し
た

組
織
は
長
続
き
で
き
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、よ
り
大
き
な
集
団
が
、

国
家
の
軍
や
警
察
と
い
っ
た
、
法
と
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
す

る
力
か
ら
、
彼
ら
を
保
護
し
て
い
る
の
で
す
。

　

私
が
挙
げ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
例
で
は
、
多
く
の
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
人
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
、
Ｉ
Ｒ
Ａ
の
し
て
い
る

こ
と
を
是
認
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、他
方
、彼
ら
が﹁
あ
ち

ら
側
﹂
と
見
な
し
て
い
た
、
英
国
ま
た
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
な
い
し
は
そ
の
両
者
に
対
し
て
、
彼
ら
︵
Ｉ
Ｒ

Ａ
︶
を
引
き
渡
す
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
言
葉
を
換
え
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
極
端
な
状
況
下
に
お
い
て
、
大
抵
の
人
が
す

る
こ
と
は
、﹁
あ
い
つ
ら
﹂
と
か
﹁
自
分
た
ち
﹂
と
い
っ
た
言
葉

で
考
え
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
た
と
え
自
分
た
ち
の
支
持
す

る
側
が
残
忍
で
あ
っ
て
も
、
自
分
た
ち
は
﹁
こ
ち
ら
側
﹂
へ
の

忠
誠
心
に
よ
っ
て
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
の
で

す
。
あ
な
た
が
自
分
の
側
を
支
持
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
﹁
裏

切
り
﹂
行
為
と
見
な
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
を
爆
殺
す
る
と
い
っ

た
類
い
の
こ
と
よ
り
も
重
い
罪
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

ひ
と
た
び
社
会
の
成
員
の
大
多
数
が
、
対
立
す
る
グ
ル
ー
プ
、

つ
ま
り
﹁
あ
い
つ
ら
﹂
と
﹁
自
分
た
ち
﹂
に
分
極
化
し
て
し
ま

う
と
、
お
そ
ら
く
は
社
会
全
体
が
荒
廃
し
、
膨
大
な
数
の
命
が

失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
過
程
が
昂
進
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
ま
す

ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
一
九
八
三
年
、
タ
ミ
ル
人
の

小
集
団
が
、
多
数
派
で
あ
る
シ
ン
ハ
ラ
人
仏
教
徒
に
よ
っ
て
選

出
さ
れ
た
政
府
か
ら
受
け
た
多
年
に
わ
た
る
差
別
的
な
振
る
舞

い
に
怒
っ
て
、
十
三
人
の
シ
ン
ハ
ラ
人
兵
士
が
乗
る
ト
ラ
ッ
ク

を
爆
破
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
島

の
南
部
で
反
タ
ミ
ル
暴
動
が
引
き
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は

急
速
に
全
面
的
戦
争
へ
と
展
開
し
、
二
十
六
年
に
わ
た
っ
て
続

き
ま
し
た
。
タ
ミ
ル
人
で
あ
っ
て
も
戦
争
に
賛
成
し
な
い
人
々

の
う
ち
に
は
、
タ
ミ
ル
人
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
人

も
い
ま
し
た
。
他
方
、
多
く
の
無
辜
の
タ
ミ
ル
人
た
ち
は
、
シ

ン
ハ
ラ
人
の
軍
に
テ
ロ
リ
ス
ト
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ
を
理
由
と

し
て
殺
さ
れ
た
の
で
す
。
タ
ミ
ル
人
が
安
全
を
手
に
入
れ
る
た

め
に
は
、
国
外
へ
脱
出
を
は
か
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

多
数
派
で
あ
っ
た
が
故
に
、
苦
し
み
が
よ
り
少
な
か
っ
た
場
合

も
あ
っ
た
と
は
い
え
、
多
く
の
シ
ン
ハ
ラ
人
も
同
様
に
信
じ
が
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た
い
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
恐
怖
の
全
て
は
、

集
団
的
責
任
を
信
じ
る
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
被
害
を
受
け
た

個
々
人
の
圧
倒
的
多
数
は
ま
っ
た
く
責
任
が
な
か
っ
た
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
で
す
。

　

集
団
的
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
、
仏
教
徒
が
言
う
と
こ
ろ

の
、
集
団
的
な
業
を
信
じ
る
こ
と
と
同
じ
で
す
。
こ
う
し
た
考

え
が
極
度
に
広
範
囲
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
、
我
々
皆
が
知

っ
て
い
ま
す
。
も
し
、
あ
な
た
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
イ
ス
ラ
エ
ル
国

民
だ
と
し
て
、
あ
な
た
は
自
国
政
府
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア

ラ
ブ
人
の
処
遇
の
仕
方
を
全
く
間
違
っ
た
も
の
と
思
っ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
今

世
で
の
あ
な
た
の
救
済
に
は
、
何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
。
た

と
え
、
あ
な
た
の
善
意
に
よ
っ
て
、
や
が
て
あ
な
た
に
よ
り
良

い
来
世
が
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
に
し
て
も
で
す
。
最
近

の
出
来
事
で
言
え
ば
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
タ
イ
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
、

多
数
派
を
占
め
る
仏
教
徒
と
少
数
派
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
︵
ム
ス

リ
ム
︶
と
の
暴
力
的
な
衝
突
が
現
在
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
の
中
の
ス
ン
ニ
派
と
シ
ー
ア
派
の
抗
争
は
、
現
在

は
主
と
し
て
シ
リ
ア
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
も
っ

と
大
き
な
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、
あ
ま
り
に
も
敵
意
に
満
ち

て
い
る
た
め
、
二
十
年
以
内
に
は
両
方
と
も
全
滅
し
て
し
ま
い

か
ね
ま
せ
ん
。
集
団
的
な
業
を
信
じ
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
人

類
の
一
部
を
破
壊
し
て
い
く
か
を
、
私
た
ち
は
実
際
、
目
の
前

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
し
仮
に
、
こ
う
し
た
人
々
が
業

に
つ
い
て
の
ブ
ッ
ダ
の
見
解
を
理
解
し
受
け
入
れ
た
な
ら
ば
、

彼
ら
は
や
が
て
生
き
延
び
て
平
和
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
楽
観
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

決
し
て
罪
に
こ
だ
わ
る
な

汝
自
身
の
浄
化
に
集
中
せ
よ

　

ど
う
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
反
対
の
方
向
へ
と
動
き
始
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

私
た
ち
は
単
に
危
害
に
つ
い

て
論
じ
る
だ
け
で
な
く
、
罪
に
つ
い
て
も
論
じ
る
必
要
が
あ
る

と
、
私
は
考
え
ま
す
。

　

仏
教
徒
は
、
以
前
の
悪
い
意
図
を
拭
い
去
る
と
で
も
い
っ
た

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ブ
ッ
ダ
が
教
え
た
よ
う
に
、
悪
業
は
、

た
と
え
悔
い
改
め
て
も
、
帳
消
し
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、
人
間
が
い
か
な
る
意
味
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で
あ
れ
過
去
の
業
の
囚
わ
れ
人
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
向
上
し
、
未
来
に
お
い
て
、
よ
り

良
い
意
図
を
持
つ
こ
と
が
出
来
ま
す
し
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
、
も
し
私
が
何
か
悪
い
行
い
を
し
た
な
ら
、

ど
ん
な
儀
式
を
行
っ
て
も
状
況
を
何
ら
改
善
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
し
、
そ
う
い
う
意
味
で
告
解
︵
懺
悔
︶
は
無
意
味
で
す
。

し
か
し
、
自
分
が
悪
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
を
心

に
留
め
て
お
く
こ
と
が
、
私
が
よ
り
良
い
人
間
、
つ
ま
り
、
仏

教
的
に
い
え
ば
、
良
い
業
を
積
む
と
表
現
で
き
る
よ
う
な
人
間

に
な
る
の
を
助
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
そ
う
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

パ
ー
リ
仏
典
の
中
の
有
名
な
経
︵
ス
ッ
タ
︶お
に
は
、
次
の
よ
う

な
物
語
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
時
、
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
と
呼
ば
れ

る
人
殺
し
の
盗
賊
が
、
ブ
ッ
ダ
の
も
と
に
近
づ
い
て
き
ま
し
た

が
、
ブ
ッ
ダ
は
、
彼
を
改
心
さ
せ
ま
し
た
。
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ

が
僧
侶
に
な
っ
た
後
、
人
々
は
彼
を
恐
れ
ま
し
た
が
、
彼
は
大

変
優
し
く
穏
や
か
で
、
純
粋
に
人
格
の
力
だ
け
で
、
難
産
の
婦

人
を
救
う
こ
と
が
で
き
た
ほ
ど
で
し
た
。
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
は
、

自
ら
の
邪
悪
な
過
去
を
否
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
彼
は
明
ら

か
に
何
の
罪
悪
感
も
感
じ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
単
純
に
、

自
分
自
身
の
人
生
の
新
し
い
一
ペ
ー
ジ
を
開
き
、
一
種
の
聖
人

と
な
っ
た
の
で
す
。

　

自
分
が
悪
か
っ
た
と
認
め
る
の
は
、
そ
れ
自
体
で
は
何
の
価

値
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
価
値
は
、
向
上
す
る
た
め
に
、
そ
の

思
い
を
生
か
す
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。
罪
悪
感
は
、
無
用
な

感
情
で
す
。
多
く
の
人
々
は
、﹁
私
は
過
去
に
過
ち
を
犯
し
た
の

で
は
な
い
か
﹂
と
の
罪
悪
感
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
、
自
ら
を
悲

惨
な
状
態
に
し
て
い
ま
す
。
確
か
に
、
誰
か
に
ひ
ど
い
こ
と
を

し
た
場
合
、
謝
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
を

超
え
て
、
既
に
や
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
く
よ
く
よ
と
考
え
る

の
は
全
く
無
意
味
で
す
。
実
際
、
そ
れ
は
無
意
味
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
悪
い
こ
と
で
す
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
、
時
間
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
消
費
し
ま
す
し
、
そ
の
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
過

去
を
忘
却
の
淵
に
追
い
や
っ
て
、
良
い
人
間
に
な
る
た
め
に
使

う
方
が
ず
っ
と
良
い
か
ら
で
す
。

　

私
が
、
今
か
ら
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
正
義
が

実
行
さ
れ
悪
人
が
罰
さ
れ
る
の
を
見
る
こ
と
を
常
に
第
一
に
優

先
す
る
人
々
、
つ
ま
り
、﹁
幕
引
き
﹂
を
信
じ
て
い
る
人
々
全
て
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の
気
持
ち
を
逆
撫
で
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
私
の
考
え
で
は
、
仏
教
に
で
き
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が

復
讐
を
求
め
る
よ
り
も
、
実
際
に
他
者
を
赦
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
そ
し
て
、
活
力
を
奪
う
罪
悪
感
に
屈
す
る
よ
り
も
、

自
分
自
身
を
赦
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
私
た
ち
に
は
も
っ

と
忘
却
が
必
要
で
あ
る
と
教
え
る
こ
と
で
す
。

　

私
の
言
い
た
い
こ
と
を
示
す
、
二
、
三
の
勇
気
づ
け
て
く
れ

る
実
例
が
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
で
進
行
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
周
知
の
よ
う
に
、
一

九
七
五
年
か
ら
七
九
年
に
か
け
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
ポ
ル
・

ポ
ト
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
お
よ
そ
二
○
○
万
人
が
殺
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
激
変
を
、
社
会
は
ど
の
よ
う
に
し
て
乗
り

越
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
？

　

ポ
ル
・
ポ
ト
は
死
に
ま
し
た
し
、
彼
の
主
要
な
部
下
の
幾
人

か
も
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
国
連
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
数
年

に
わ
た
り
、
戦
争
犯
罪
法
廷
を
開
き
、
犯
人
を
裁
判
に
か
け
、

処
罰
を
下
そ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
政
府
は
極
端
に
能
率
が
悪

く
証
拠
書
類
を
揃
え
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
、

ほ
と
ん
ど
何
の
前
進
も
な
い
と
、
私
は
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の

能
率
の
悪
さ
は
、
実
際
は
、
或
る
種
の
智
慧
で
は
な
い
か
と
私

は
思
う
の
で
す
。

　

ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ
は
、
牢
獄
か
ら
出
て
、
ア
パ
ル
ト
ヘ

イ
ト
の
闇
夜
か
ら
祖
国
を
脱
出
さ
せ
た
時
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ

た
行
動
を
取
り
ま
し
た
。
ご
存
知
の
通
り
、
彼
は
﹁
真
実
和
解

委
員
会
︵Truth and R

econciliation C
om

m
ission

︶﹂
を
設
置
し
た

の
で
す
。
そ
こ
で
は
、
不
当
な
扱
い
を
受
け
た
個
々
人
に
対
し

て
、
人
々
は
謝
罪
す
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

確
か
に
、
そ
れ
は
、
過
ち
の
ほ
ん
の
一
部
の
責
任
を
取
る
こ
と

が
で
き
る
だ
け
で
し
た
。
主
た
る
強
調
点
は
、
過
去
を
埋
葬
し
、

新
し
い
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
に
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
よ
り
小

さ
い
規
模
で
は
あ
り
ま
す
が
、
同
様
の
和
解
と
自
発
的
健
忘
と

の
結
合
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
も
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

　

繰
り
返
し
ま
す
。
必
要
な
こ
と
は
、
敵
を
愛
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
単
に
敵
を
憎
む
の
を
や
め

る
こ
と
で
す
。
過
去
の
過
ち
を
正
そ
う
と
い
う
偏
執
を
捨
て
、

そ
の
代
わ
り
に
、
個
々
人
が
自
分
自
身
の
心
と
行
い
を
浄
化
す

る
こ
と
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
人
々
を
説
得
す
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る
こ
と
が
仏
教
に
で
き
る
な
ら
ば
、
確
か
に
仏
教
に
は
人
類
の

存
続
に
寄
与
す
る
潜
在
力
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。
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