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一

　中
世
思
想
を
ど
う
見
る
か

　本
稿
は
、
直
接
に
何
か
を
比
較
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、
前
半
で
は
親
鸞
（
一
一
七
三
│
一
二
六
三
）
の
解
釈
を
手
掛
か
り

に
し
、
後
半
で
は
禅
と
密
教
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世

と
い
う
遠
い
過
去
の
思
想
を
、
現
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
受

け
止
め
た
ら
よ
い
か
と
い
う
方
法
論
的
な
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
西
洋

で
言
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（
一
二
二
五
│
七
四
）
の

時
代
に
当
た
る）

1
（

。
西
洋
哲
学
の
場
合
、
中
世
哲
学
は
一
度
近
代
哲
学
に
よ

っ
て
否
定
さ
れ
、
そ
れ
が
改
め
て
二
〇
世
紀
の
新
ト
マ
ス
主
義
な
ど
を
通

し
て
復
活
す
る
と
い
う
経
緯
を
た
ど
る
。
そ
こ
で
、
近
代
と
異
質
の
も
の

と
し
て
の
中
世
を
自
覚
的
に
捉
え
直
す
と
い
う
作
業
が
な
さ
れ
る
。
中
世

哲
学
に
拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
こ
と
は
、
決
し
て
自
明
で
は
な
い
。
そ
こ

に
は
単
な
る
中
世
回
帰
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
近
代
批
判
と
い
う
意
味
が

含
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
場
合
、
中
世
の
親
鸞
や
道
元
の
思
想
が
、

現
代
と
の
断
絶
を
意
識
せ
ず
に
、
現
代
に
直
結
す
る
哲
学
・
宗
教
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
る
。
は
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
の
思
想

は
我
々
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た

ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

　事
実
と
語
り

　近
代
的
な
親
鸞
研
究
は
、
実
証
史
学
に
よ
る
伝
記
研
究
に
よ
っ
て
大
き

く
発
展
し
た）

2
（

。
親
鸞
は
外
部
史
料
に
乏
し
く
、
一
時
は
非
実
在
説
さ
え
囁

か
れ
た
が
、
真
筆
文
書
の
筆
跡
研
究
や
恵
信
尼
文
書
の
発
見
に
よ
り
、
そ

の
実
在
が
裏
付
け
ら
れ
、
史
実
の
実
証
的
な
検
証
が
進
め
ら
れ
た
。
実
証

主
義
に
お
い
て
は
、
宗
祖
故
の
超
人
性
や
神
仏
の
関
与
な
ど
、
非
合
理
的

な
要
素
は
排
除
さ
れ
、
歴
史
的
人
物
の
行
為
は
合
理
的
に
理
解
可
能
な
範

囲
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
人
間
イ
エ
ス
」
や
「
人
間
ブ
ッ
ダ
」

〈
特
集
２
　
仏
教
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
比
較
思
想
〉

末

　木

　文
美
士
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い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
実
証
主
義
史
学
で
は
前
者
の
六
角
堂
夢
告
の
み
用

い
、
後
者
の
恵
信
尼
の
夢
は
用
い
な
い
。
も
と
も
と
親
鸞
を
常
人
を
超
え

た
崇
拝
対
象
と
し
て
描
く
『
御
伝
鈔
』
の
扱
い
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な

資
料
の
分
断
は
さ
ら
に
甚
だ
し
く
な
る
。

　し
か
し
、
一
つ
の
史
料
を
そ
の
よ
う
に
分
断
し
て
、
都
合
の
よ
い
と
こ

ろ
だ
け
繫
ぎ
合
わ
せ
て
伝
記
を
形
成
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
恣
意
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　第
一
に
、
親
鸞
に
関
す
る
伝
記
的
叙
述
は
、
は
じ
め
か
ら
客
観
的
な
伝

記
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
はhagiography

とbiogra-
phy

を
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
両
面
を
含
む
も
の
と
し
て
親
鸞

伝
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
の
親
鸞
」
と

い
う
観
点
か
ら
の
解
明
以
前
に
、「
語
ら
れ
た
親
鸞
」（
塩
谷
菊
美
）
4
（

）
の
解

明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
恵

信
尼
に
お
い
て
さ
え
、
親
鸞
は
単
に
現
世
的
な
人
間
で
は
な
か
っ
た
。
親

鸞
が
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
の
か
が
、
ま
ず
問
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
き
、
歴
史
的
事
実
で
は

な
い
と
し
て
、
基
本
史
料
か
ら
外
さ
れ
て
き
た
『
親
鸞
聖
人
御
因
縁
』
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
、
最
初
の
妻
玉
日
に
つ
い
て
の
伝
承
も
改
め
て
問
い
直

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　第
二
に
、
中
世
の
宗
教
者
を
現
代
人
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
「
人
間
」
と
し

て
普
遍
化
、
同
等
化
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
が
あ
る
。
こ
れ
は
鎌
倉
新
仏
教

中
心
論
の
基
本
的
な
構
図
に
関
わ
る
。
近
代
に
展
開
さ
れ
た
新
仏
教
中
心

論
は
、
新
仏
教
対
旧
仏
教
と
い
う
対
立
構
造
を
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
、
旧

と
同
様
に
、「
人
間
親
鸞
」
の
事
蹟
が
歴
史
的
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
実
証
史
学
の
頂
点
を
な
す
記
念
碑
的
成
果
が
赤
松
俊
秀
『
親
鸞
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
）
で
あ
っ
た
。

　実
証
主
義
に
お
い
て
は
、
恵
信
尼
文
書
や
覚
如
の
『
親
鸞
聖
人
伝
絵
』

（『
御
伝
鈔
』）
も
用
い
る
が
、
そ
の
中
の
神
秘
的
な
記
述
は
排
除
さ
れ
る
。

し
か
し
、
六
角
堂
の
夢
告
（
六
角
堂
で
観
音
の
化
身
で
あ
る
聖
徳
太
子
の

夢
告
を
受
け
た
こ
と
）
は
、
若
き
親
鸞
の
生
涯
を
決
め
た
大
事
件
で
あ
る

だ
け
に
、
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
そ
の
際
に
受
け
た
と
さ
れ
る
「
女
犯

偈
」（「
行
者
宿
報
偈
」）
が
女
犯
を
肯
定
す
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

赤
松
は
、「
当
時
親
鸞
の
悩
み
は
性
欲
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
疑
い
な
い）

3
（

」
と
断
定
し
た
。
現
代
の
ふ
つ
う
の
青
年
と
同
じ
よ
う
に
、

宗
祖
親
鸞
を
現
世
的
な
性
に
悩
む
青
年
と
し
て
描
い
た
こ
と
は
、
宗
門
に

大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

　こ
の
よ
う
に
、
実
証
主
義
は
単
に
史
料
に
基
づ
く
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
史
料
を
取
捨
選
択
し
て
神
秘
的
要
素
を
排
除
し
、
併
せ
て
そ
の
行
為

を
あ
く
ま
で
も
現
世
的
動
機
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
底
に

は
、
中
世
人
で
あ
る
親
鸞
も
現
代
人
も
同
じ
人
間
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に

考
え
、
同
じ
よ
う
に
行
動
す
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
一
つ
の
史
料
を
分
断
し
て
も
構
わ
な
い
と
す
る
。
例
え
ば
、
恵
信
尼

文
書
で
、
恵
信
尼
は
親
鸞
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
六
角
堂
の
夢
告
を
記
し

た
後
、
常
陸
の
下
妻
で
自
ら
見
た
夢
を
記
す
。
そ
れ
は
、
法
然
が
勢
至
菩

薩
の
化
身
で
あ
り
、
親
鸞
が
観
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
夢
が
一
連
の
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
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て
は
正
定
聚
（
必
ず
仏
の
悟
り
を
開
く
こ
と
が
定
ま
っ
た
状
態
）
に
達
す

る
の
で
あ
り
、
往
生
は
来
世
の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
た）

5
（

。
そ
れ
に
対
し

て
は
、
現
世
往
生
を
説
く
論
者
か
ら
の
反
論
も
あ
り
、
未
だ
決
着
を
見
て

い
な
い
。

　こ
れ
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
の
問
題
が
重
層
し
て
い
る
。

第
一
に
、
親
鸞
の
文
献
解
釈
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
を
思
想
史
の
中
に

置
き
、
中
世
思
想
と
し
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
第
三
に
、
そ
れ
が
な

お
現
代
に
お
い
て
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
点
か
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

　第
一
に
、
親
鸞
の
著
作
を
見
る
限
り
、
小
谷
の
主
張
は
適
切
と
考
え
ら

れ
る
。
親
鸞
自
身
は
、
基
本
的
に
現
世
で
正
定
聚
に
達
す
る
こ
と
を
説
い

て
い
る
が
、
往
生
と
は
説
い
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
、
小
谷
の
論
証
は
周

到
で
、
ほ
ぼ
認
め
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
問
題
が
解
決
す
る
か
と
い

う
と
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
小
谷
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
親
鸞
の

依
拠
す
る
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
で
は
、
正
定
聚
は
往
生
後
の
来
世
で
達

せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
親
鸞
は
あ
え
て
無
理
な
読
み
替

え
を
し
て
ま
で
、
正
定
聚
を
現
世
の
こ
と
と
解
し
て
い
る
。
親
鸞
晩
年
に

は
、「
弥
勒
等
同
」
を
説
き
、
信
心
を
得
た
も
の
は
、
仏
と
ほ
ぼ
同
等
の

段
階
に
あ
る
弥
勒
菩
薩
（
来
世
の
仏
）
と
同
じ
で
あ
る
と
も
言
っ
て
い
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
正
定
聚
は
菩
薩
と
し
て
き
わ
め
て
高
位
に
あ
り
、
ほ
と

ん
ど
仏
と
等
し
い
働
き
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
現
世
で

完
結
す
る
と
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
な
ぜ
来
世
往
生
を
説
く
必

要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
小
谷
が
跡

仏
教
を
呪
術
的
、
非
合
理
的
で
中
世
的
な
否
定
す
べ
き
潮
流
と
見
、
そ
れ

に
対
し
て
、
新
仏
教
を
非
呪
術
的
、
合
理
的
な
近
代
的
潮
流
と
し
て
、
現

代
に
生
か
し
得
る
も
の
と
見
な
し
た
。
こ
う
し
た
固
定
観
念
の
も
と
に
、

親
鸞
、
道
元
な
ど
の
一
部
の
仏
教
者
の
み
が
、
歴
史
的
状
況
を
無
視
し
て

特
権
的
な
評
価
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
日
、
も
は
や
そ
の
よ

う
な
偏
っ
た
見
方
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
親
鸞
や
道
元
も
ま
た
、
中

世
の
中
に
置
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　例
え
ば
、
六
角
堂
の
夢
告
に
し
て
も
、
中
世
に
は
夢
は
フ
ロ
イ
ト
的
な

自
己
の
欲
望
の
現
れ
と
し
て
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
神
仏
の
不
思
議
な
示

現
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
性
は
単
な
る
人
間
的
な
欲
望
だ
け
で
な

く
、
聖
な
る
も
の
に
通
ず
る
営
み
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
実
際
、
中
世
の

親
鸞
伝
で
は
夢
告
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
多
義
的
に
解
釈
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
近
代
的
な
人
間
観
で
単
純
に
現
世
化
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
中
世
の
思
想
は
中
世
に
戻
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
代
の
実
証
主
義
の
果
た
し
た
意
味
を
十
分
に
評
価
し
な
が
ら
も
、
今

日
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
近
代
的
な
実
証
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い

中
世
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

　現
世
と
来
世

　親
鸞
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
今
日
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
小

谷
信
千
代
に
よ
る
現
世
往
生
論
批
判
で
あ
る
。
現
世
往
生
論
は
真
宗
大
谷

派
の
近
代
教
学
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し

て
、
小
谷
は
親
鸞
の
著
作
に
戻
っ
て
、
親
鸞
は
あ
く
ま
で
も
現
世
に
お
い
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鸞
の
理
論
は
、
こ
の
よ
う
に
平
安
中
期
か
ら
展
開
し
て
き
た
日
本
仏
教
の

基
本
的
な
構
造
を
理
論
化
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
故
、
中
世
仏
教
の

思
想
的
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
孤
立
し
て

い
る
も
の
で
は
な
い
。

　こ
の
よ
う
に
、
中
世
仏
教
の
現
世
・
来
世
の
重
層
性
を
認
め
る
な
ら
ば
、

次
の
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
中
世
的
な
発
想
が
現
代
思
想
に
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
ち
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
三
の
問
題
で
あ

る
。
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
過
去
の
思
想
を
直
ち
に
今
日
に
そ
の
ま
ま
持

ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
世
は

現
代
の
我
々
に
と
っ
て
、
知
ら
れ
ざ
る
他
者
で
あ
る
。
そ
の
他
者
性
を
自

覚
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
現
代
の
中
に
流
し
込
む
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。

　中
世
に
お
い
て
前
提
と
な
っ
て
い
た
現
世
と
来
世
の
重
層
性
を
、
我
々

は
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
千
観
の
十
願
を

我
々
は
そ
の
ま
ま
自
ら
の
こ
と
と
し
て
、
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
か
。
真
宗
の
近
代
教
学
に
お
い
て
は
、
あ
え
て
来
世
と
い
う
問
題

を
切
り
捨
て
て
、
現
世
論
に
問
題
を
集
約
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
中
世
の

問
題
を
近
代
に
蘇
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
現
世
往
生
論
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
教
学
は
近
代
に
お
い
て
十
分
に
役
割
を
果
た

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　そ
れ
が
今
日
、
そ
の
限
界
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
近

代
に
お
い
て
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
「
死
」
の
問
題
が
改
め
て
露
出
し
て
き
た

こ
と
に
よ
る
。
今
日
、
も
は
や
現
世
論
だ
け
で
は
人
間
の
問
題
が
解
決
し

な
い
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
小
谷
の
問
題
提
起
が
単
に
文

付
け
た
よ
う
に
、
真
宗
の
系
譜
上
で
の
理
解
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
当
時

の
仏
教
思
想
全
体
の
動
向
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

第
二
の
問
題
に
な
る
。

　平
安
中
期
以
降
の
中
世
の
日
本
仏
教
は
、
基
本
的
に
現
世
と
来
世
の
二

重
構
造
を
取
る
）
6
（

。
天
台
の
観
心
修
行
や
密
教
の
即
身
成
仏
の
修
行
は
、
一

見
現
世
で
の
即
身
成
仏
を
求
め
、
来
世
を
不
要
と
す
る
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
現
世
で
そ
の
修
行
が
完
成
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、

現
世
で
修
行
を
積
み
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
来
世
を
期
す
る
と
い
う
重
層

的
な
発
想
が
中
心
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
構
造
は
、
院
政
期
の
本

覚
思
想
系
の
天
台
浄
土
教
や
、
即
身
成
仏
と
弥
陀
信
仰
を
合
体
さ
せ
た
覚

鑁
な
ど
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
。
親
鸞
に
お
け
る
現
世
と
来
世
の
重
層
性

は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
を
受
け
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で

は
、
死
は
現
世
的
営
為
の
終
焉
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
世
と
の
断
絶
を
経

な
が
ら
、
現
世
的
営
為
を
継
承
し
て
い
く
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
親
鸞

に
お
け
る
現
世
と
来
世
の
重
層
性
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
流
れ
で
見
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。

　親
鸞
の
場
合
、
来
世
の
重
要
性
は
還
相
回
向
の
問
題
と
重
な
る
。
死
を

経
る
こ
と
で
、
菩
薩
行
が
さ
ら
に
大
き
く
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
構
造
は
、
す
で
に
平
安
中
期
の
千
観
に
見
ら
れ
る
。
千
観
の
『
十
願

発
心
記
』
は
、
題
目
通
り
、
十
の
大
願
を
発
す
。
第
一
願
に
お
い
て
、
ま

ず
極
楽
浄
土
に
上
品
上
生
往
生
を
す
る
こ
と
を
願
い
、
以
下
の
諸
願
で

は
、
往
生
後
、
衆
生
救
済
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
行
う
こ
と
を
誓
っ
て
い

る
）
7
（

。
こ
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
往
相
・
還
相
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
親



56

そ
の
関
心
は
日
本
仏
教
を
全
体
と
し
て
興
隆
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
故

に
、
重
源
の
後
を
受
け
て
、
南
都
復
興
に
尽
力
し
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ

る
。
ま
た
、
円
爾
は
無
準
師
範
の
法
を
継
い
で
聖
一
派
の
禅
を
開
い
た
と

さ
れ
る
が
、
真
福
寺
か
ら
発
見
さ
れ
た
著
作
（
講
義
録
）
は
い
ず
れ
も
密

教
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
禅
は
密
教
と
深
く
関
係
し
な
が
ら
発
展
し
て
き

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
密
教
は
、
一
二
世
紀
に
覚
鑁
が
現

れ
て
五
輪
思
想
を
集
大
成
し
、
自
己
の
身
体
に
お
い
て
即
身
成
仏
を
実
現

す
る
と
と
も
に
、
来
世
往
生
の
可
能
性
も
認
め
、
そ
れ
と
と
も
に
五
輪
塔

は
死
者
供
養
に
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

9
（

。
さ
ら
に
、
三
密
瑜
伽

（
行
者
の
身
・
語
・
意
の
は
た
ら
き
が
仏
の
は
た
ら
き
と
一
致
す
る
こ
と
）

で
な
く
、
一
密
だ
け
で
も
よ
い
と
す
る
一
密
思
想
は
、
易
行
に
よ
る
仏
教

の
民
衆
化
の
道
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　中
世
仏
教
が
大
き
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
の
は
、
一
一
八
〇
年
に
平

家
の
焼
討
で
荒
廃
し
た
南
都
を
復
興
し
よ
う
と
い
う
運
動
に
よ
る
も
の

で
、
初
代
の
東
大
寺
大
勧
進
職
と
な
っ
た
重
源
の
力
が
大
き
か
っ
た
。
栄

西
や
法
然
は
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
活
躍
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
鎌

倉
仏
教
は
新
仏
教
対
旧
仏
教
と
い
う
対
立
で
は
な
く
、
仏
教
界
全
体
の
盛

り
上
が
り
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　そ
の
中
で
、
思
想
的
に
は
密
教
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
例
え
ば
、

栄
西
の
密
教
は
、
従
来
と
も
す
れ
ば
本
来
の
禅
に
と
っ
て
不
純
な
要
素
と

見
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
密
教
書
の
精
査
に
よ
り
、
む
し
ろ

こ
の
よ
う
な
密
教
書
に
新
し
い
仏
教
へ
の
志
向
が
明
白
と
な
っ
た
。
即

献
学
的
な
領
域
に
留
ま
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
的
課
題
を
担
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
、
我
々
が
直
面
し
て
い
る
の
は
、
近
代
を
経

た
我
々
が
、
中
世
と
い
う
他
者
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

四

　密
教
と
中
世
仏
教

　こ
こ
ま
で
、
親
鸞
を
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら
、
中
世
仏
教
の
現
世
・
来

世
の
重
層
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
も
う
少
し
視
野
を
広

げ
て
、
新
仏
教
中
心
論
に
代
わ
る
中
世
仏
教
の
全
体
像
の
捉
え
方
を
考
え

て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
方

が
あ
り
得
る
が
、
筆
者
自
身
調
査
を
続
け
て
き
た
禅
密
関
係
の
問
題
を
手

掛
か
り
と
し
た
い
。

　筆
者
は
、
こ
の
十
数
年
、
真
福
寺
宝
生
院
大
須
文
庫
（
真
言
宗
智
山
派

別
格
総
本
山
、
名
古
屋
市
中
区
）
の
調
査
に
加
わ
り
、
と
り
わ
け
禅
に
関

す
る
文
献
の
解
明
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
成
果
は
、
金
沢
文
庫
そ
の
他
の

写
本
と
と
も
に
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
一
二
巻
）
8
（

と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
の

調
査
に
よ
っ
て
新
た
に
発
見
さ
れ
た
写
本
は
、
栄
西
に
関
す
る
も
の
、
達

磨
宗
に
関
す
る
も
の
、
円
爾
に
関
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
新

発
見
の
文
献
は
、
多
く
密
教
と
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　栄
西
に
関
し
て
は
、
発
見
さ
れ
た
著
作
は
い
ず
れ
も
専
門
の
密
教
書
で

あ
り
、
中
国
か
ら
禅
を
請
来
す
る
以
前
の
著
作
で
あ
る
。
ま
た
、
晩
年
、

東
大
寺
大
勧
進
職
時
代
の
自
筆
書
簡
も
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
、
栄
西
の
思
想
の
基
盤
が
密
教
で
あ
っ
た
こ
と
、
禅
を
請
来
し
て
も
、
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だ
け
で
な
く
、
日
本
に
も
妥
当
す
る
と
考
え
る
。
ル
＝
ゴ
フ
に
よ
れ
ば
、
中
世

は
「
古
代
後
期
（
三
〜
七
世
紀
）
か
ら
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
及
ぶ
」（
ジ
ャ
ッ
ク
・

ル
＝
ゴ
フ
『
時
代
区
分
は
本
当
に
必
要
か
？
』
菅
沼
潤
訳
、
藤
原
書
店
、
二
〇

一
六
年
、
九
頁
）
と
見
る
。
筆
者
は
、
日
本
の
場
合
も
、
律
令
期
か
ら
江
戸
期

ま
で
を
連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
、

問
題
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
本
稿
は
一
三
世
紀
を
中

心
と
し
た
仏
教
に
問
題
を
限
定
し
、「
中
世
」
と
い
う
時
代
も
一
三
世
紀
と
そ
の

前
後
に
限
定
し
て
考
え
る
。
筆
者
の
日
本
思
想
史
全
体
に
関
す
る
構
想
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
日
本
思
想
史
の
な
か
の
中
世

│
王
権
と
神
仏
」（
阿
部
泰
郎
監

修
『
日
本
中
世
の
宗
教
世
界
』
勉
誠
社
、
二
〇
一
九
年
刊
行
予
定
）
参
照
。

　（2
）
本
項
は
、
拙
著
『
親
鸞
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
第
一
、
二
、

五
章
に
基
づ
く
。

　（3
）
赤
松
俊
秀
『
親
鸞
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
、
五
九
頁
。

　（4
）
塩
谷
菊
美
『
語
ら
れ
た
親
鸞
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
。

　（5
）
小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
』
法
藏
館
、
二
〇
一
五
年
。

　（6
）
拙
著
『
浄
土
思
想
論
』
春
秋
社
、
二
〇
一
三
年
、
第
四
章
参
照
。

　（7
）
佐
藤
哲
英
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
百
華
苑
、
一
九
七
九
年
所
収
。

　（8
）
中
世
禅
籍
叢
刊
刊
行
会
編
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
一
二
巻
、
臨
川
書
店
、
二
〇

一
三
│
一
八
年
。

　（9
）
拙
著
『
日
本
思
想
史
の
射
程
』
敬
文
舎
、
二
〇
一
七
年
、
第
五
章
。

（
す
え
き
・
ふ
み
ひ
こ
、
日
本
仏
教
思
想
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

ち
、
そ
れ
ら
の
著
作
に
は
、
密
教
の
教
主
大
日
如
来
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る

議
論
、
金
剛
界
・
胎
蔵
界
の
両
部
一
致
を
性
的
な
男
女
合
一
の
譬
え
を
用

い
て
説
く
な
ど
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
教
主
論
は
仏
身
論
の
問
題
で
あ

り
、
後
の
真
言
宗
内
の
論
争
に
も
関
わ
り
、
親
鸞
に
お
い
て
も
法
身
と
報

身
の
関
係
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。
性
的
な
要
素
へ
の
着
目
は
、
密
教
の

身
体
論
的
側
面
の
発
展
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
親
鸞
の
六
角
堂
の
夢

告
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
世
仏
教
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
。
ま
た
、

栄
西
に
は
一
つ
の
呪
を
唱
え
る
だ
け
で
も
多
く
の
功
徳
が
あ
る
と
す
る
一

密
論
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
密
教
的
な
要
素
は
新
仏
教
で
否
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
密
教
の
発
展
上
に
新
し
い
中
世
仏
教
が
形

成
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　従
来
の
見
方
で
は
、
新
仏
教
は
呪
術
的
な
密
教
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に

近
代
へ
と
つ
な
が
る
新
し
さ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
上
記
の

検
討
に
よ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
誤
り
で
あ
り
、
中
世
の
仏
教
は
密

教
を
基
軸
に
展
開
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
密
教
は
か
つ
て
近
代
の
合
理

主
義
の
中
で
最
も
強
く
否
定
さ
れ
て
き
た
。
今
日
、
密
教
は
復
権
を
果
た

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
多
く
は
空
海
に
限
ら
れ
て
中
世
ま
で
及
ば

ず
、
密
教
を
合
理
化
し
て
近
代
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

密
教
を
核
と
し
た
中
世
の
発
想
は
あ
く
ま
で
我
々
に
と
っ
て
他
者
で
あ

り
、
断
絶
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
十
分
に
認
識
し
た
う
え
で
、
中
世
の

仏
教
思
想
を
捉
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（1
）
筆
者
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
＝
ゴ
フ
の
言
う
「
長
い
中
世
」
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ


