
蓮
如
の
時
代
に
は
一
般
民
衆
は
生
活
の
程
度
が
極
め
て
低
く
、
各
戸
に
そ
れ
ぞ
れ
佛
壇
を
安
置
す
る
だ
け
の
資
力
が
な
か
っ
た
た
め
に
、

真
宗
の
教
団
で
は
六
字
の
名
号
を
本
尊
と
し
て
い
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
上
流
階
級
の
者
は
佛
壇
を
安
置
し
て
木
像
や
絵
像
を
拝
む
こ

と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
浄
土
真
宗
を
支
え
て
い
た
の
は
、
主
と
し
て
下
層
の
農
民
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
な
か
つ

生
め
る
吟
フ
か
。

蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
を
見
る
と
↑
そ
の
中
に
「
当
流
に
は
木
像
よ
り
は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は
名
号
と
い
う
な
り
」
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
て
、
こ
れ
が
「
他
流
に
は
名
号
よ
り
は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は
木
像
と
い
う
な
り
」
と
い
う
言
葉
と
対
照
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

も
有
形
的
表
現
と
無
形
的
表
現
、
と
い
う
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
蓮
如
ら
し
く
な
い
言
い
方
で
あ
っ
て
、
有
形
的
表
現
を
好
ま
れ
た
蓮
如

と
し
て
は
、
名
号
よ
り
は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は
木
像
を
重
ん
ぜ
ら
れ
、
浄
土
真
宗
の
本
尊
は
絵
像
・
木
像
で
あ
る
こ
と
を
説
か
れ
た
方
が
、

自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
全
く
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
で

佛
教
に
お
け
る
有
形

な
る
も
の
と
無
形
な
る
も
の
（
下
）

五
木
像
・
絵
像
・
名
号

ｌ
佛
教
学
と
真
宗
学
と
の
接
点
Ｉ

舟
橋
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た
。
門
徒
だ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
そ
の
当
時
に
あ
っ
て
は
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、
蓮
如
の
建
て
た
寺
な
ど
、
多
く
は
寺
の
体
裁
２

を
と
ら
な
い
で
、
道
場
の
形
を
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
多
く
の
道
場
は
名
号
本
尊
を
用
い
て
い
た
ら
し
い
。
そ
う
い
う
経
済
的

な
背
景
も
、
こ
の
言
葉
の
裏
に
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
て
あ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
け
で
こ
の
言
葉
を
解
釈
す
る
の
は
、
ふ
さ
わ
し
く
な

い
・
浄
土
真
宗
の
教
義
の
上
か
ら
い
っ
て
も
、
や
は
り
浄
土
真
宗
は
名
号
本
尊
が
本
筋
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
尊
を
礼
拝
す
る
こ

と
の
意
味
に
お
い
て
、
当
流
と
他
流
と
の
間
に
相
違
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

当
流
で
は
、
本
尊
に
よ
っ
て
そ
こ
に
南
無
阿
弥
陀
佛
の
本
願
を
拝
ん
で
い
く
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
本
願
を
表
わ
す
手
段
が
本
尊
で
あ

る
。
本
願
は
、
無
色
無
形
の
法
性
法
身
佛
が
、
衆
生
救
済
の
た
め
に
、
い
つ
ま
で
も
無
色
無
形
の
世
界
に
と
ど
ま
り
得
ず
し
て
、
有
色
有

形
、
差
別
動
乱
の
人
間
の
世
界
に
近
づ
か
ん
と
し
て
動
き
出
し
た
佛
の
す
が
た
で
あ
る
。
そ
れ
が
即
ち
南
無
阿
弥
陀
佛
で
あ
る
。
だ
か
ら

、
、
℃

南
無
阿
弥
陀
佛
は
佛
の
い
の
ち
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
南
無
阿
弥
陀
佛
の
他
に
別
に
佛
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
も
南
無
阿
弥
陀
佛
は
こ
の
佛
の
名
号
で
あ
る
か
ら
（
こ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
前
号
四
項
に
述
べ
て
お
い
た
）
、
佛
名
と
佛
体

と
は
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
名
体
不
二
と
い
う
。
こ
こ
に
佛
体
と
は
、
佛
の
実
体
・
佛
の
本
体
と
い
う
こ
と
て
あ
り
、
や
さ
し
い
言
葉
で

い
え
ば
「
佛
の
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
当
流
に
お
い
て
は
、
本
尊
と
し
て
何
も
南
無
阿
弥
陀
佛
に
拘
泥
す
る
わ
け
て

Ｅ
℃
、

は
な
い
。
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
で
も
よ
い
し
、
南
無
不
可
思
議
光
如
来
で
も
よ
い
。
そ
こ
に
本
願
の
い
わ
れ
が
示
さ
れ
て
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
で
本
尊
と
し
て
は
完
全
で
あ
る
。
従
っ
て
本
尊
と
し
て
、
特
に
優
秀
な
美
術
的
作
品
を
必
ず
し
も
要
求
し
な
い
。
浄
土
真
宗
に

お
い
て
佛
教
美
術
が
発
達
し
な
か
っ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
佛
教
美
術
と
し
て
優
秀
な
作
品
を
今
日
最
も
多
く
所
有
し
て
い
る
の
は
、
密
教
で
あ
る
。
密
教
で
は
本
尊
を
礼
拝
す

る
と
き
、
本
尊
の
相
好
を
礼
拝
者
が
心
の
上
に
思
い
浮
ゞ
へ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
佛
の
相
好
を
念
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佛
と
の
一
体
観
に

没
入
す
る
。
い
わ
ゆ
る
三
密
相
応
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
礼
拝
の
対
象
と
せ
ら
れ
る
本
尊
は
、
優
秀
な
作
品
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
蓮
如
が
こ
こ
で
「
他
流
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
真
言
宗
な
ど
の
密
教
を
指
す
も
の
と
見
ら
れ



蓮
如
の
こ
の
言
葉
は
一
応
こ
の
よ
う
に
理
解
せ
ら
れ
る
が
、
佛
教
の
根
本
真
理
の
表
現
と
し
て
の
真
空
即
妙
有
と
い
う
点
か
ら
解
釈
す

る
と
、
こ
の
言
葉
は
真
空
の
面
だ
け
を
説
い
て
、
妙
有
の
面
が
説
か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
有
形
か
ら
無
形
へ
」
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
有
執
を
空
じ
て
い
く
空
の
面
が
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
「
当
流
に
お
い
て
は
木
像
よ
り
は
絵
像
、

絵
像
よ
り
は
名
号
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
有
か
ら
空
へ
」
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
進
め
て
い
え
ば
、
「
名
号
よ
り
は

空
位
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
礼
拝
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
も
の
は
、
具
体
的
な
も
の
と
し
て
は
何
も
な
い
、
と
い
う
場
合
も
あ
り
得

る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
れ
だ
け
で
は
真
空
の
面
だ
け
が
説
か
れ
て
い
て
、
妙
有
の
面
が
説
か
れ
て
い
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
そ
こ
て
ど
う
し
て
も
、
も
う
一
度
有
形
な
る
も
の
に
還
っ
て
来
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
宗
教
的
真
理
の
表
現
と
し
て
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
「
空
位
よ
り
は
名
号
、
名
号
よ
り
は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は
木
像
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
こ
れ
が
蓮
如
の
い

う
よ
う
に
他
流
に
お
け
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
当
流
に
お
い
て
も
亦
そ
う
い
う
一
面
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
真
空

即
妙
有
の
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
、
蓮
如
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
他
流
に
お
け
る
木
像
」
は
＄
佛
教
学
に
あ
て
は
め
て
み
れ
ば
、
「
妙
有
と

る
。
さ
き
の
蓮
如
の
言
葉
は
秘
大
体
以
上
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
，
と
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
是
非
と
も
一
考
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
。
今
日
の
浄
土
真
宗
で
は
ゞ
各
派
と
も
に
、
本
尊
と
し
て
木
像
を
用
い
た

り
、
絵
像
を
用
い
た
り
し
て
い
て
、
蓮
如
の
言
う
よ
う
な
名
号
本
尊
の
意
味
が
徹
底
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
徳
川
幕
府
の
宗
教
政
策
に

よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
道
場
が
寺
院
の
体
裁
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
り
‐
そ
れ
に
応
じ
て
名
号
本
尊
か
ら
木
像
・
絵
像
を
本
尊

と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
＄
そ
れ
が
一
般
門
末
に
も
及
ぶ
に
至
っ
た
、
と
い
う
歴
史
的
な
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
一
般
大
衆
が
有
形
的
表
現
を
好
む
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
大
衆
の
要
望
を
容
れ
て
、
い
わ
ば
大
衆
と
の
妥
協
に
よ
っ
て

こ
の
よ
う
に
な
っ
た
、
と
見
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
浄
土
真
宗
の
本
来
の
立
場
は
名
号
本
尊
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
浄
土
真
宗
の
純
粋
性
が

強
調
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
見
る
。
へ
き
で
あ
っ
て
、
蓮
如
が
こ
の
よ
う
な
純
粋
性
を
強
調
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
注
意
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い

○
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し
て
の
木
像
」
で
は
な
く
て
、
「
偏
有
と
し
て
の
木
像
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
偏
有
」
は
「
但
有
」
と
も
い
わ
れ
て
、
空
４

と
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
有
で
あ
り
、
相
対
的
有
で
あ
る
。
こ
の
偏
有
は
↑
空
の
真
理
に
よ
っ
て
根
こ
そ
ぎ
覆
え
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
・

そ
う
だ
と
す
る
と
「
他
流
に
お
け
る
木
像
」
は
、
単
な
る
「
偶
像
と
し
て
の
木
像
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

佛
教
は
偶
像
崇
拝
で
あ
る
か
、
否
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
、
少
く
と
も

浄
土
真
宗
の
立
場
は
偶
像
崇
拝
で
は
な
い
、
と
思
う
。
木
像
や
絵
像
を
礼
拝
の
対
象
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
あ
た
か
も
偶
像

崇
拝
の
よ
う
に
見
え
る
点
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
真
空
に
即
し
て
の
妙
有
の
世
界
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
木
像
や
絵
像

を
礼
拝
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
偶
像
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
木
像
よ
り
は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は
名
号
、
名
号
よ
り
は
空
位
」

と
い
う
よ
う
に
、
有
形
な
る
も
の
を
否
定
し
て
行
っ
て
、
そ
こ
か
ら
再
び
、
「
空
位
よ
り
は
名
号
、
名
号
よ
り
は
絵
像
、
絵
像
よ
り
は
木

像
」
と
い
う
よ
う
に
、
有
形
な
る
も
の
に
還
っ
て
来
た
、
そ
の
よ
う
な
真
空
に
即
す
る
妙
有
と
し
て
の
絵
像
や
木
像
が
、
浄
土
真
宗
に
お

い
て
礼
拝
の
対
象
と
な
る
と
こ
ろ
の
絵
像
で
あ
り
↑
木
像
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
絵
像
や
木
像
を
拝
ん
で
も
、
そ
の
絵
像
や
木

像
に
何
か
神
秘
的
な
呪
術
的
な
能
力
が
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
能
力
の
御
利
益
に
預
ろ
う
と
し
て
、
佛
像
を
礼
拝
す
る
の
で
は
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
て
㈲
絵
像
や
木
像
を
通
し
て
、
そ
こ
に
南
無
阿
弥
陀
佛
を
拝
ん
で
行
く
と
い
う
の
が
、
浄
土
真
宗
の
建
前
で
あ
る
。
だ
か
ら

木
像
や
絵
像
を
拝
む
こ
と
と
、
南
無
阿
弥
陀
佛
の
名
号
を
拝
む
こ
と
と
の
間
に
は
、
拝
む
者
に
と
っ
て
は
、
何
等
の
違
い
も
な
い
は
ず
で

あ
る
。
今
日
浄
土
真
宗
に
お
い
て
、
多
く
は
絵
像
や
木
像
が
礼
拝
の
対
象
と
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
佛
教
学
的

基
盤
を
も
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

親
鶯
は
「
方
便
法
身
」
と
い
う
と
き
の
「
方
便
」
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
「
方
便
と
申
す
は
形
を
あ
ら
わ
し
、
御
名
を
示
し

て
八
衆
生
に
知
ら
し
め
給
う
を
申
す
な
り
」
二
多
証
文
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
方
便
」
と
は
、
①
形
の
な
い
真
実
の
世
界
を
形
を
も
っ
て
表

六
「
方
便
」
の
意
味



わ
す
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
②
「
こ
こ
に
佛
が
い
る
ぞ
」
と
名
の
り
出
て
給
う
こ
と
で
あ
り
↑
③
そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
を
し
て
佛
の
存
在
を

知
ら
し
め
給
う
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
に
お
け
る
本
尊
と
し
て
の
木
像
や
絵
像
が
方
便
法
身
の
尊
形
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
の
は
、
①
の

意
味
に
お
い
て
て
あ
ろ
う
し
、
南
無
不
可
思
議
光
佛
が
方
便
法
身
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
の
は
（
一
多
証
文
）
、
②
の
意
味
に
お
い
て
て
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
方
便
法
身
に
よ
っ
て
、
衆
生
は
初
め
て
佛
に
相
い
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
（
こ
こ
に
③
の
意
味

が
あ
る
）
↑
無
色
・
無
形
で
「
心
も
及
ば
ず
言
葉
も
絶
え
た
」
（
唯
信
紗
文
意
）
と
い
う
よ
う
な
法
性
法
身
だ
け
で
は
、
衆
生
は
い
か
に
し
て

、
、
、
、

も
佛
の
存
在
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
・
佛
と
人
間
と
の
間
の
関
係
は
、
全
く
断
絶
せ
ら
れ
て
い
て
、
何
等
の
つ
な
が
り
も
有
り
得
な

い
て
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
「
佛
が
衆
生
を
救
う
」
と
い
う
救
済
の
事
実
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
あ
り
よ
う
が
な
い
。
そ
こ
で
、
「
佛
」

、
、
、
、

と
「
衆
生
」
と
の
問
に
お
い
て
、
何
等
か
の
つ
な
が
り
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
、
衆
生
の
方
か
ら
は
、
ど
れ

程
長
い
手
を
伸
ば
し
て
も
、
そ
の
手
は
佛
の
と
こ
ろ
ま
で
は
届
か
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
衆
生
の
方
か
ら
佛
に
達
す
る
道
は
全
く

と
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
佛
の
方
か
ら
衆
生
に
向
っ
て
、
「
こ
の
手
を
握
れ
」
と
、
長
い
手
を
さ
し
の
べ
て
下
さ
れ
る
、
そ
の
手
が

「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
い
う
手
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
よ
い
。
換
言
す
れ
ば
、
佛
と
衆
生
と
の
最
初
の
結
び
つ
き
は
、
佛
が
南
無
阿
弥
陀

佛
と
な
っ
て
、
衆
生
の
前
に
名
の
り
出
で
給
う
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
「
方
便
法
身
」
と
い
う
と
き
の
「
方
便
」
の
意
味
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
南
無
阿
弥
陀
佛
は
佛
の
名
の
り
で
あ
り
、
佛
の
名
号
で
あ
る
。

思
う
に
、
無
形
な
る
真
実
の
道
理
を
無
形
の
ま
ま
に
示
し
て
も
＄
そ
れ
は
哲
学
で
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
宗
教
と
は
な
り
得
な
い
・
宗
教

的
な
救
い
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
無
形
な
る
真
実
の
道
理
を
有
形
な
る
も
の
を
も
っ
て
表
わ
す
、
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
・

そ
こ
に
こ
そ
初
め
て
、
真
実
の
道
理
に
参
入
す
る
た
め
の
実
践
の
道
が
、
人
間
に
向
っ
て
開
か
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
宗
教
的
真
実
の
有

形
的
表
現
は
、
つ
ね
に
実
践
道
に
関
わ
り
を
も
つ
・
実
践
道
に
関
わ
り
を
も
た
な
い
よ
う
な
真
実
の
道
理
は
、
宗
教
的
真
実
と
名
づ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
・
科
学
的
真
実
と
宗
教
的
真
実
と
の
相
異
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
場
合
「
有
形
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
た
だ
単
に

視
覚
の
領
域
に
お
い
て
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
・
聴
覚
に
お
け
る
声
も
、
「
有
形
」
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
従
っ
て
宗
教
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あ
る
。

的
な
儀
式
・
作
法
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
こ
の
「
有
形
」
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
「
方
便
」
と
い
う
言
葉
の
原
語
は
眉
昌
虜
で
あ
る
が
、
こ
の
自
目
旨
と
い
う
原
語
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
「
方
便
」
の
意

味
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
漢
訳
語
と
し
て
の
「
方
便
」
に
つ
い
て
は
、
古
来
「
正
直
を
方
と
い
い
、
己
を
外
に
す
る
を
便

と
い
う
」
と
い
う
よ
う
に
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
ロ
目
冒
と
い
う
梵
語
の
意
味
は
明
か
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
で
は

一
体
ロ
冨
冒
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
眉
鯉
に
昌
色
が
加
わ
っ
て
で
き
た
語
で
、
目
画
に
は
「
接
近
」
の
意
味
が

あ
り
、
昌
四
に
は
「
行
く
こ
と
」
の
意
味
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
近
づ
き
行
く
こ
と
」
が
「
方
便
」
で
あ
る
＄
と
い
う
の
が
、
原
語

に
即
し
て
の
解
釈
で
あ
る
。
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
近
づ
い
て
行
く
の
で
あ
る
か
、
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
、
人
間
の
方
か
ら
佛
の
世
界
へ
近

づ
い
て
行
く
の
も
方
便
で
あ
る
が
、
ま
た
逆
に
佛
の
方
か
ら
人
間
の
世
界
へ
近
づ
い
て
来
て
下
さ
る
こ
と
も
方
便
で
あ
る
。
迷
い
の
世
界

に
あ
る
人
間
が
、
一
歩
一
歩
さ
と
り
の
世
界
に
向
っ
て
進
ん
で
い
く
た
め
に
精
進
努
力
す
る
、
こ
れ
も
方
便
で
あ
る
が
、
反
対
に
、
真
如

一
実
の
さ
と
り
の
世
界
に
あ
る
佛
の
方
か
ら
、
差
別
動
乱
の
迷
い
の
世
界
に
近
づ
い
て
来
て
下
さ
る
、
こ
れ
も
方
便
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ

を
往
相
の
方
便
と
還
相
の
方
便
と
い
う
こ
と
で
理
解
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
方
便
法
身
」
と
い
う
と
き
の
「
方
便
」
は
、
こ
こ
に
い

う
往
相
の
方
便
で
あ
ろ
う
か
、
還
相
の
方
便
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
え
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
還
相
の
方
便
で
あ
る
。
こ
れ
を
善
巧
方
便
と

も
い
う
。
往
相
の
方
便
は
精
進
方
便
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
八
聖
道
の
中
の
「
正
精
進
」
が
し
ば

し
ば
「
正
方
便
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
も
よ
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
の
原
語
は
ロ
冨
冒
で
は
な
い
が
、
し
か

し
「
精
進
」
が
「
方
便
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
方
便
」
に
「
精
進
」
の
意
味
が
あ
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。

と
も
あ
れ
「
方
便
法
身
」
と
い
う
と
き
の
「
方
便
」
は
、
形
の
な
い
宗
教
的
真
実
を
い
ま
こ
こ
に
形
を
も
っ
て
あ
ら
わ
す
、
と
い
う
意

味
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
方
便
で
あ
っ
て
、
「
う
そ
偽
り
」
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
し
て
宗
教
的
真
実
は
、
形
を
も
っ
て

示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
方
便
に
よ
ら
な
く
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
へ
参
入
す
る
道
は
開
け
て
来
な
い
。
こ
こ
に
如
来
の
願
心
が
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阿
弥
陀
経
の
表
現
は
ま
こ
と
に
具
体
的
・
有
形
的
。
感
覚
的
で
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
目
の
前
に
極
楽
の
様
子
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る
よ

う
な
具
合
に
説
か
れ
て
い
る
‐
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
阿
弥
陀
経
の
中
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
極
楽
に
お
い
て
は
烏
の
鳴
き
声

が
説
法
の
声
に
聞
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
、
そ
の
説
法
の
内
容
と
し
て
五
根
・
五
カ
．
七
菩
提
分
・
八
聖
道
分
の
四
つ
を
上
げ
て

い
る
こ
と
は
、
注
意
を
要
す
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
烏
の
声
が
無
自
性
で
あ
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
く
ら
極
楽
の
鳥
で
も

ま
さ
か
「
五
根
と
い
う
は
信
根
・
勤
根
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
鳴
く
わ
け
が
な
い
。
鳴
く
音
声
は
ピ
ッ
ピ
で
も
チ
ュ
ッ
チ
ュ
ッ
で
も
、
そ

の
声
を
極
楽
の
往
生
人
が
聞
く
と
き
、
説
法
の
声
に
聞
え
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
烏
の
声
は
、
誰
が
聞
い
て
も
い
つ
聞
い
て
も
、
こ

の
よ
う
に
し
か
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
固
定
さ
れ
た
相
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
佛
教
で
は
無
自
性
．

空
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
阿
弥
陀
経
で
は
、
そ
の
烏
も
実
は
、
阿
弥
陀
佛
が
法
音
を
宣
流
せ
し
め
よ
う
と
の
願
い
か
ら
、
変
化
し
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
極
楽
に
畜
生
が
い
る
わ
け
は
な
い
Ｉ
畜
生
は
三
悪
道
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
か
ら
ｌ
と
い
う
意
味
の
こ

仕
方
を
、
阿
弥
陀
癖

が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

さ
き
に
、
「
浄
土
に
お
け
る
二
十
九
種
の
荘
厳
が
一
法
句
に
入
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
真
空
即
妙
有
の
意
味
が
示
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
が
、
浄
土
に
つ
い
て
も
、
親
鶯
と
蓮
如
と
の
間
に
～
そ
の
表
現
の
方
法
の
上
に
か
な
り
の
相
異
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
親
鴬
の
表
現
は
無
形
的
で
あ
り
、
蓮
如
の
表
現
は
有
形
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
蓮
如
は
「
浄
土
」
と
い
う
言

い
方
も
用
い
ら
れ
る
が
、
よ
り
多
く
「
極
楽
」
と
い
う
言
い
方
を
好
ま
れ
た
よ
う
て
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
親
講
に
も
「
極
楽
」
と
い
う

言
い
方
は
あ
る
が
、
よ
り
多
く
「
浄
土
」
と
い
う
言
い
方
を
用
い
ら
れ
る
。
教
行
信
証
の
真
佛
士
の
巻
で
は
、
ま
ず
真
佛
土
を
標
挙
し
て

「
謹
ん
で
真
佛
土
を
按
ず
れ
ば
、
佛
は
則
ち
是
れ
不
可
思
議
光
如
来
、
士
も
亦
是
れ
無
量
光
明
士
な
り
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の

仕
方
を
、
阿
弥
陀
経
に
お
け
る
極
楽
の
荘
厳
を
説
く
文
章
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
大
き
な
相
異
の
あ
る
こ
と
に
、
誰
で
も
気

七
浄
土
の
荘
厳
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無
形
即
有
形
、
有
形
即
無
形
と
い
う
こ
と
を
真
空
即
妙
有
と
い
う
こ
と
で
理
解
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
↑
真
宗
学
に
お
け
る
信
心
と
念

佛
と
の
間
に
も
、
こ
の
よ
う
な
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
信
心
は
無
形
で
あ
っ
て
念
佛
は
有

形
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
信
心
の
信
と
念
佛
の
行
と
が
不
即
不
離
で
あ
る
、
と
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
無
形
即
有
形
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
に
真
空
即
妙
有
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
信
心
と
念
佛
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
親
鴬
が
そ
の

と
が
述
蕊
へ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
有
形
的
表
現
を
主
と
す
る
阿
弥
陀
経
に
お
い
て
は
、
異
例
に
属
す
る
表
現
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

阿
弥
陀
経
と
較
今
へ
て
み
て
、
大
無
量
寿
経
や
浄
土
論
は
、
無
形
的
表
現
を
と
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
無
量
寿
経
で

は
法
蔵
菩
薩
が
ど
の
よ
う
な
佛
国
の
建
設
を
目
ざ
し
て
精
進
せ
ら
れ
た
か
を
示
し
て
、
「
修
す
る
所
の
佛
国
は
、
恢
廓
広
大
に
し
て
超
勝

独
妙
、
建
立
当
然
に
し
て
無
衰
無
変
な
り
」
と
示
さ
れ
、
浄
土
論
で
は
「
彼
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
に
、
三
界
の
道
に
勝
過
せ
り
。
究
寛

せ
る
こ
と
虚
空
の
如
く
、
広
大
に
し
て
辺
際
な
し
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
浄
土
の
往
生
人
も
、
わ
れ
わ
れ
が
普
通
考
え
て

い
る
よ
う
な
人
間
の
す
が
た
で
は
な
い
。
「
自
然
虚
無
の
身
、
無
極
の
体
」
（
大
無
量
寿
経
）
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現

に
即
し
て
親
鶯
の
い
う
「
無
量
光
明
士
」
を
考
え
て
み
る
と
、
「
無
量
光
明
土
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
佛
智
の
世
界
」
と
い
う
こ
と
に
尽

き
る
で
あ
ろ
う
。
「
無
量
光
」
と
い
っ
て
も
、
何
も
金
色
の
光
明
が
ピ
ヵ
ピ
ヵ
と
輝
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
無

量
光
」
は
佛
智
を
あ
ら
わ
す
十
二
光
の
第
一
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
浄
土
を
表
わ
す
表
わ
し
方
に
も
、
無
形
的
表
現
と
有
形
的
表
現
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
佛
教
と
し
て
は
無
形
即
有
形
、

有
形
即
無
形
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
真
実
を
表
わ
し
て
い
る
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
・
常
識
の
立
場
で
い
え
ば
、
阿
弥
陀

経
の
よ
う
な
表
わ
し
方
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
；
親
鶯
の
よ
う
な
言
い
方
は
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
佛
教
の
教
え
と
し
て
は

両
方
と
も
真
実
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
真
空
即
妙
有
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

八
念
佛
の
観
念
化
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さ
て
親
鴬
は
、
さ
き
に
掲
げ
た
手
紙
の
文
章
の
後
半
に
お
い
て
、
「
ま
た
一
向
名
号
を
唱
う
と
も
信
心
浅
く
ぱ
往
生
し
難
く
候
」
と
言

っ
て
い
る
。
イ
ン
テ
リ
の
青
年
が
陥
り
易
い
欠
点
は
、
佛
教
を
観
念
論
と
し
て
受
け
と
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る

批
判
が
こ
の
文
章
の
前
半
に
示
さ
れ
て
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
一
般
大
衆
は
佛
法
を
神
秘
化
し
て
受
け
と
り
易
い
欠
点
を
有
し
、

そ
の
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
、
い
ま
こ
の
文
章
の
後
半
に
示
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
「
念
佛
の
神
秘
化
」
は
、
「
念
佛
の
呪
術
化
」

と
言
い
な
お
し
て
も
よ
い
。
「
念
佛
の
陀
羅
尼
化
」
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
大
衆
は
称
名
念
佛
し
な
が
ら
、
そ
の
念
佛
に
何
か
陀
羅
尼
の

よ
う
な
神
秘
性
を
期
待
し
て
、
そ
こ
に
「
念
佛
に
よ
る
救
済
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
者
が
多
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
っ

て
念
佛
は
呪
術
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
が
論
議
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
結
論
は
‐
少
く
と
も
親
欝
に
あ
っ
て
は
、

念
佛
は
呪
術
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
般
大
衆
は
何
か
そ
こ
に
呪
術
的
な
も
の
、
陀
羅
尼
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、

幾
ら
か
の
神
秘
性
を
そ
こ
に
認
め
な
い
と
、
物
足
ら
な
い
よ
う
な
気
持
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
浄
土
真
宗
に
お
い
て
も
、
一
般
門

末
の
考
え
方
の
上
に
は
、
多
分
に
陀
羅
尼
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
念
佛
と
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
は
ず
の
読
経
に

お
い
て
は
、
更
に
一
層
そ
の
感
が
深
い
。
そ
う
い
う
大
衆
に
向
っ
て
親
鶯
の
純
粋
な
信
仰
を
説
く
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

親
鴬
と
蓮
如
と
の
相
異
は
、
前
に
も
し
ば
し
ば
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
て
来
た
が
、
蓮
如
に
あ
っ
て
は
、
念
佛
が
呪
術
で
な
い
こ
と
を

た
の
で
あ
っ
て
、
戒
の
体
と
し
て
無
表
業
を
考
え
て
み
る
と
、
心
の
中
で
ど
れ
だ
け
持
戒
を
誓
っ
て
も
（
そ
れ
は
意
業
で
あ
る
）
、
心
に

誓
っ
た
だ
け
で
は
、
そ
の
人
を
超
え
て
そ
の
人
を
束
縛
す
る
よ
う
な
大
き
な
力
と
な
っ
て
来
な
い
。
ど
う
し
て
も
、
身
体
の
動
作
と
言
語

的
表
現
を
伴
う
と
こ
ろ
の
授
戒
の
作
法
に
よ
っ
て
、
戒
師
の
前
に
お
い
て
、
戒
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

持
戒
が
個
人
を
超
え
て
公
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
よ
り
具
体
的
に
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
も
ま
た
、
身
・
語
二
業
の
上
に
表
わ

し
て
こ
そ
、
初
め
て
聖
な
る
も
の
が
観
念
の
遊
戯
の
中
で
解
消
す
る
こ
と
か
ら
救
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。

九
念
佛
の
神
秘
化
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強
調
し
つ
つ
、
し
か
も
他
方
に
お
い
て
は
、
念
佛
が
陀
羅
尼
で
は
な
い
か
と
疑
わ
し
め
る
よ
う
な
表
現
が
な
い
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
蓮

如
の
教
化
が
親
鴬
よ
り
は
大
衆
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
御
文
に
お
い
て
、
蓮
如
は
し
ば
し
ば
信
心
を
離
れ
た

念
佛
を
誠
め
て
い
る
。
と
く
に
三
帖
目
の
第
二
通
か
ら
第
五
通
に
至
る
四
通
の
御
文
に
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
こ
と
が
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
「
さ
れ
ば
世
間
に
沙
汰
す
る
と
こ
ろ
の
念
佛
と
い
う
は
、
た
だ
口
に
だ
に
も
南
無
阿
弥
陀
佛
と
称
う
れ
ば
、
助
か
る
よ
う
に
皆
人

の
思
え
り
。
そ
れ
は
大
き
に
お
ぼ
つ
か
な
き
こ
と
な
り
」
（
三
の
二
）
と
い
い
＄
「
た
だ
声
に
出
し
て
念
佛
ば
か
り
を
称
う
る
人
は
お
お
よ

う
な
り
。
そ
れ
は
極
楽
に
は
往
生
せ
ず
。
こ
の
念
佛
の
い
わ
れ
を
よ
く
知
り
た
る
人
こ
そ
佛
に
は
な
る
、
へ
け
れ
。
」
（
三
の
三
）
と
い
う
。

こ
れ
ら
は
す
。
へ
て
、
念
佛
が
呪
術
で
な
い
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
も
し
念
佛
が
呪
術
で
あ
り
、
陀
羅
尼
で
あ
る
な
ら

ば
㈲
何
の
分
別
も
な
く
‐
Ｉ
す
な
わ
ち
南
無
阿
弥
陀
佛
に
ど
の
よ
う
な
い
わ
れ
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
全
く
知
ら
な
く
て
も
、
た
だ

口
に
念
佛
を
称
え
さ
え
す
れ
ば
、
称
え
た
だ
け
で
助
か
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
極
楽
に
往
生
で
き
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
次
の
御
文
は
少
し
く
様
子
が
変
っ
て
い
る
。
「
そ
れ
南
無
阿
弥
陀
佛
と
申
す
文
字
は
、
そ
の
数
わ
ず
か
に
六
字
な
れ
ば
、
さ

の
み
功
能
の
あ
る
尋
へ
き
と
も
お
ぼ
え
ざ
る
に
、
こ
の
六
字
の
名
号
の
う
ち
に
は
無
上
甚
深
の
功
徳
利
益
の
広
大
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の

極
り
な
き
も
の
な
り
。
」
（
五
の
一
三
）
こ
の
文
章
だ
け
を
見
る
と
、
念
佛
は
陀
羅
尼
で
は
な
い
か
、
と
疑
わ
し
め
る
に
充
分
な
も
の
を
も

っ
て
い
る
が
、
し
か
し
蓮
加
は
更
に
語
を
つ
い
で
「
さ
れ
ば
信
心
を
と
る
と
い
う
も
、
こ
の
六
字
の
う
ち
に
こ
も
れ
り
と
知
る
ゞ
へ
し
。
さ

ら
に
別
に
信
心
と
て
、
六
字
の
ほ
か
に
は
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
」
と
い
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
、
念
佛
が
呪
術
で
は
な
い
＄

と
い
う
浄
土
真
宗
の
立
場
が
閾
明
に
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
見
ら
れ
る
。
念
佛
を
呪
術
と
見
せ
か
け
て
お
い
て
、
大
衆
が
喜
ん
で
こ
れ
を
呪

術
と
し
て
受
け
と
ろ
う
と
す
れ
ば
、
「
ど
っ
こ
い
呪
術
で
は
な
い
ぞ
」
と
開
き
な
お
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
本
来
の
立
場
を
示
す
。
こ
う
い

う
と
こ
ろ
に
、
蓮
如
に
お
け
る
大
衆
教
化
の
妙
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

佛
教
に
お
け
る
有
形
。
無
形
の
問
題
を
考
察
し
て
、
こ
こ
に
至
っ
た
。
ふ
り
か
え
っ
て
考
え
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
、
そ
の
結

論
と
し
て
提
出
さ
れ
る
。
形
の
な
い
宗
教
的
な
真
実
の
道
理
を
形
の
な
い
ま
ま
に
示
し
て
も
、
そ
れ
は
宗
教
哲
学
で
は
あ
ろ
う
が
、
現
実
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に
生
き
て
い
る
宗
教
で
は
な
い
。
具
体
的
な
宗
教
は
、
必
ず
何
等
か
の
意
味
に
お
い
て
、
有
形
的
な
る
も
の
を
も
っ
て
無
形
な
る
真
実
を

表
現
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
な
く
て
は
、
真
実
に
参
入
す
る
た
め
の
実
践
の
道
が
打
ち
建
て
ら
れ
る
手
が
か

り
が
掴
め
な
い
・
無
形
な
る
表
現
を
好
む
の
は
知
識
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
偏
り
す
ぎ
る
と
、
佛
教
が
観
念
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
有
形

な
る
表
現
を
好
む
の
は
一
般
大
衆
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
偏
り
す
ぎ
る
と
、
佛
教
が
神
秘
化
せ
ら
れ
、
呪
術
化
せ
ら
れ
る
。
そ
の
い
ず
れ
に

も
偏
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
絶
対
の
世
界
が
あ
る
。
こ
れ
を
真
空
妙
有
と
い
う
。
そ
れ
故
に
真
空
妙
有
と
い
う
こ
と
は
、
「
絶
対
の
否
定
は

そ
の
ま
ま
絶
対
の
肯
定
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
佛
教
に
お
け
る
有
形
的
表
現
と
無
形
的
表
現
の
問
題
も
、
そ
の
線
に
沿
っ
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
（
完
）

（
補
説
）
こ
ん
に
ち
我
が
国
に
お
い
て
は
読
経
す
る
場
合
、
多
く
は
漢
訳
の
経
典
を
そ
の
ま
ま
音
読
、
す
な
わ
ち
棒
読
み
す
る
習
慣
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
テ
リ
青
年
は
、
も
っ
と
解
る
よ
う
に
読
経
し
て
ほ
し
い
と
い
う
。
そ
う
い
う
要
望
に
こ
た
え
て
、
経

典
を
訓
読
す
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て
、
伝
統
を
重
ん
ず
る
老
人
た
ち
の
間
に
は
、
そ
う
い
う

こ
と
で
は
有
り
が
た
味
が
薄
く
な
る
、
と
い
う
批
判
も
聞
か
れ
る
。
こ
う
い
う
問
題
に
対
し
て
も
、
佛
教
に
お
け
る
有
形
的
表
現
と
無
形

的
表
現
と
い
う
観
点
か
ら
、
眺
め
て
み
る
と
興
味
が
深
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
音
読
の
方
が
有
形
で
、
訓
読
の
方
が
無
形
で
あ
る
。
音

読
に
は
、
や
や
陀
羅
尼
的
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
読
経
だ
け
で
な
く
、
広
く
儀
式
作
法
を
現
代
風
に
改
め
る

こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
も
、
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
の
立
場
は
、
儀
式
作
法
を
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
知
識
人
に

対
し
て
は
、
儀
式
作
法
の
絶
対
性
を
強
調
し
て
無
暗
矢
鱈
に
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
の
不
可
を
説
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
逆
に
、
儀

式
作
法
を
呪
術
と
し
て
受
け
と
り
易
い
大
衆
に
向
っ
て
は
、
そ
れ
を
改
革
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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