
井
上
円
了
と
清
沢
満
之

そ
の
時
代
と
精
神

高
橋
直
美
§
§
こ
§

　
井
上
円
了
は
誠
に
気
宇
壮
大
な
思
考
の
持
ち
・
王
で
あ
っ
た
。

　
円
了
は
『
仏
教
活
論
序
論
』
に
お
い
て
、
「
仏
教
を
改
革
し
て
開
明
世
界
の
宗
教
」
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
も
、
天
台
の

中
道
思
想
を
最
高
の
哲
学
と
し
て
掲
げ
、
そ
こ
に
至
る
途
上
の
哲
学
と
し
て
カ
ン
ト
か
ら
へ
ー
ゲ
ル
に
至
る
西
洋
哲
学
の
発
展
を
考

察
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
へ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
者
を
天
台
の
中
道
実
相
と
同
一
視
し
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
へ
ー
ゲ
ル
紹
介
の
先
覚

者
の
一
人
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
一
方
、
仏
教
界
内
部
に
お
い
て
は
、
帝
国
憲
法
発
布
後
、
仏
教
を
国
の
公
認
教
と
す
る
べ

く
、
仏
教
公
認
運
動
を
起
こ
し
、
建
白
書
の
提
出
を
図
っ
た
が
、
内
務
省
か
ら
の
内
示
に
よ
り
企
画
は
中
止
と
な
る
。
し
か
し
、
円

了
の
企
画
が
仏
教
の
復
興
に
火
を
付
け
、
各
宗
派
の
団
結
の
機
運
を
高
め
、
明
治
二
十
九
年
に
は
各
宗
派
教
会
が
成
立
し
、
ま
た
、

海
外
布
教
へ
の
基
礎
が
作
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
円
了
は
西
洋
哲
学
を
以
て
仏
教
の
正
統
性
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
先
駆
者
で
あ
っ
た
。

　
江
戸
時
代
、
幕
府
は
そ
の
支
配
原
理
と
し
て
儒
教
道
徳
を
採
用
し
た
。
こ
の
儒
教
道
徳
に
お
い
て
仏
教
は
「
現
実
離
れ
」
し
た
教

え
で
あ
り
、
僧
侶
は
非
生
産
的
遊
民
、
時
に
は
金
貸
し
と
し
て
の
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
江
戸
中
期
頃
か
ら
始
ま
っ

た
近
代
経
済
体
制
が
進
む
中
で
は
、
死
後
に
極
楽
浄
土
を
求
め
る
よ
う
な
仏
教
は
離
俗
的
な
も
の
で
あ
り
、
無
用
の
長
物
に
過
ぎ
な
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く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
明
治
維
新
期
に
お
け
る
「
廃
仏
殿
釈
」
は
、
仏
教
が
「
和
魂
」
の
中
に
存
在
し
て
い
な
い
状
態

を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
社
会
の
変
動
で
国
民
に
一
番
影
響
を
与
え
る
の
は
生
活
、
即
ち
経
済
活
動
で
あ
る
。
今
日
の
米
国
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
も
結

局
は
経
済
活
動
の
優
先
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
敗
戦
後
の
日
本
は
明
治
同
様
の
混
乱
期
と
な
り
、
し
か
も
G
H
Q
は
徹
底
的
に
「
和

魂
」
を
否
定
し
た
。
敗
戦
国
で
あ
る
日
本
は
そ
の
意
に
従
い
日
本
古
来
の
伝
統
や
精
神
よ
り
も
経
済
復
興
を
第
一
義
と
し
て
再
建
の

道
を
歩
ん
で
来
た
。
】
方
、
先
達
で
あ
る
明
治
維
新
期
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
儒
教
の
合
理
主
義
の
継
承
と
、
明
治
新
政
府
の
神
道

国
教
化
政
策
の
た
め
、
「
和
魂
」
は
国
家
神
道
と
儒
教
道
徳
の
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
、
仏
教
は
侮
蔑
・
迫
害
の
波
に
晒
さ
れ
た
の
で
あ

る
。　

近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
仏
教
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
止
政
策
や
檀
家
把
握
に
よ
る
門
徒
管
理
な
ど
、
幕
藩
体
制
下
で
「
御
用
宗
教
」

と
な
り
、
教
団
や
寺
院
が
金
満
化
弱
体
化
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
明
治
維
新
期
の
仏
教
復
興
活
動
で
の
教
団
自
立
・
宗
力
刷
新
が
急

務
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
海
外
貿
易
や
国
際
化
に
伴
い
、
思
想
・
文
化
を
と
も
な
い
怒
涛
の
如
く
に
押
し
寄
せ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
改

宗
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
・
知
識
階
級
が
増
加
し
、
仏
教
復
興
の
み
な
ら
ず
神
道
を
始
め
と
す
る
土
着
の
宗
教
と
の
間
に
も
軋
礫
が

盲
同
ま
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
仏
教
界
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
実
践
的
な
部
分
と
自
由
主
義
的
精
神
構
造
と
に
対
応
す
る
手
段
と
し

て
仏
教
の
近
代
化
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
先
駆
者
が
明
治
の
仏
教
運
動
の
担
い
手
で
あ
る
、
島
地
黙

雷
や
田
中
智
学
、
井
上
円
了
、
清
沢
満
之
等
で
あ
っ
た
。

　
真
宗
の
教
団
改
革
は
西
本
願
寺
派
に
お
い
て
は
長
州
藩
出
身
の
末
寺
僧
侶
が
、
大
谷
派
に
お
い
て
は
加
賀
門
徒
・
三
河
門
徒
（
井

上
円
了
は
越
後
、
清
沢
満
之
は
三
河
出
身
）
が
推
進
力
に
な
っ
て
い
る
。
（
『
真
宗
史
料
集
成
第
十
三
巻
　
真
宗
思
想
の
近
代
化
』
森
龍
吉
）

162



こ
の
人
員
構
成
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
西
本
願
寺
派
は
明
治
政
府
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
そ
の
改
革
を
推
進
し
た
。
し
か
し
、
大

谷
派
は
長
州
派
の
よ
う
な
維
新
政
府
と
の
接
点
を
持
つ
推
進
僧
侶
が
居
な
か
っ
た
。
反
対
に
、
徳
川
の
本
拠
地
で
あ
る
三
河
と
、
維

新
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
加
賀
藩
が
中
心
で
あ
る
。
こ
の
二
藩
は
明
治
新
政
府
と
の
接
点
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
昨
日
の
敵
で

は
あ
っ
て
も
今
日
の
友
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
府
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
改
革
な
ど
で
き
る
筈
が
な
い
。
大
谷
派
の
教

団
改
革
は
内
面
的
な
自
己
改
革
を
行
う
し
か
な
く
、
反
体
制
的
な
様
相
を
呈
し
な
が
ら
も
、
末
寺
僧
侶
や
門
徒
か
ら
改
革
の
波
が
生

ま
れ
、
そ
れ
が
連
体
を
う
み
、
運
動
の
輪
へ
と
広
が
っ
た
。
西
本
願
寺
に
劣
ら
ぬ
よ
う
な
宗
門
改
革
を
目
指
す
大
谷
派
は
、
改
革
の

根
本
と
な
る
優
秀
な
人
材
を
輩
出
し
た
い
と
考
え
た
。
改
革
に
重
要
な
の
は
資
金
と
人
材
で
あ
る
。
そ
の
人
材
を
も
っ
て
、
開
放
的

な
真
宗
、
世
界
の
真
宗
を
目
指
し
た
。
そ
の
人
材
育
成
事
業
の
中
か
ら
輩
出
し
た
の
が
、
円
了
や
清
沢
で
あ
る
。
こ
の
人
材
育
成
と

い
う
目
標
を
飽
く
ま
で
誠
実
に
守
り
、
世
界
へ
人
材
を
輩
出
す
る
こ
と
を
生
涯
の
目
標
と
し
た
の
が
井
上
円
了
で
あ
っ
た
。
円
了
は

仏
教
を
基
に
し
た
教
育
を
以
て
人
材
を
輩
出
し
、
社
会
の
平
安
を
求
め
た
。
し
か
も
、
そ
の
資
金
集
め
に
自
ら
奔
走
す
る
な
ど
、
門

徒
と
し
て
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
示
し
て
い
る
。

　
大
谷
派
も
西
本
願
寺
派
と
同
様
財
政
建
て
直
し
が
急
務
で
あ
り
、
ま
た
、
両
堂
再
建
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
明
治
二
十
七
年
に

完
成
し
た
大
殿
堂
は
巨
額
な
資
金
だ
け
で
な
く
、
百
人
の
死
者
と
二
百
人
の
負
傷
者
、
五
十
三
本
の
毛
綱
を
残
す
大
事
業
と
な
り
、

「
愛
山
護
法
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
残
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
大
谷
派
の
歴
史
的
見
地
か
ら
円
了
と
い
う
人
物
を
考
察
し
て
い
く
と
、
宗
門
の
改
革
と
円
了
の
行
動
理
念
と
の
つ
な

が
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
円
了
が
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
っ
た
西
洋
近
代
哲
学
を
学
び
、
そ
の
哲
理
を
基
に
し
て
仏
教
の
近
代
化
を
図
っ
た
の
は
、
宗
門

の
改
革
方
針
で
あ
っ
た
「
世
界
の
真
宗
」
同
様
、
世
界
に
通
用
す
る
仏
教
哲
学
を
確
立
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
宗
教
は
「
信
仰
」
が
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な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
が
、
仏
教
哲
学
は
あ
く
ま
で
も
哲
学
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
維
新
に
お
い
て
「
廃
仏
殿
釈
」
に
よ
り
、
非

生
産
的
な
無
用
物
と
迫
害
さ
れ
、
「
和
魂
」
か
ら
も
排
斥
さ
れ
た
仏
教
を
、
西
洋
近
代
哲
学
よ
り
も
先
端
に
も
っ
て
い
こ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
も
円
了
が
当
時
の
人
材
育
成
の
場
で
あ
っ
た
育
英
教
校
の
教
え
を
心
肝
に
染
め
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
哲
学
館
設
立
の
理
念

も
過
程
も
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
外
に
向
か
っ
て
改
革
を
行
お
う
と
い
う
発
想
、
個
々
人
の
浄
財
に
よ
る
学
校
開
設
と
い
う
運
営
法
か
ら
、
自
己
の
基
盤
で
あ
る
宗

門
を
愛
し
（
愛
山
）
、
法
門
を
護
る
（
護
法
）
を
基
に
し
た
「
護
国
愛
理
」
の
信
念
、
末
寺
の
僧
侶
と
門
徒
と
の
連
帯
か
ら
改
革
を
推

進
し
た
こ
と
と
類
似
す
る
「
修
身
教
会
」
等
真
宗
の
目
指
し
た
も
の
と
同
様
な
理
念
が
円
了
の
教
育
理
念
に
は
う
か
が
え
る
。

　
円
了
は
日
本
の
将
来
の
た
め
古
来
よ
り
日
本
の
精
神
的
主
柱
で
あ
っ
た
仏
教
の
再
認
識
を
図
っ
た
。
「
和
魂
」
に
は
古
代
精
神
や

儒
教
道
徳
と
同
様
、
仏
教
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
事
実
を
訴
え
て
い
る
。
円
了
は
西
洋
近
代
文
化
を
あ
く
ま
で
も
「
洋
才
」
つ
ま

り
、
外
面
的
な
技
術
や
経
済
、
産
業
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。

　
当
時
の
森
文
相
の
教
育
改
革
案
に
、
「
厳
粛
な
る
規
律
を
励
待
し
て
体
育
の
発
達
を
致
し
学
生
を
し
て
武
毅
順
良
の
中
に
感
化
成

長
せ
し
め
以
て
忠
君
愛
国
の
精
神
を
酒
養
」
す
る
（
「
森
文
相
教
育
上
奏
案
」
）
と
あ
る
。
要
す
る
に
教
科
書
や
説
教
で
は
「
忠
君
愛

国
」
の
健
全
な
精
神
は
養
成
さ
れ
ず
、
ひ
と
り
「
健
全
な
精
神
は
健
全
な
肉
体
か
ら
」
生
じ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
円
了
は
「
忠
孝
活
論
」
の
中
で
「
わ
が
邦
人
が
古
来
大
和
魂
と
称
し
て
高
明
純
潔
の
精
神
を
愛
重
せ
し
も
、
ま
た
こ

の
気
な
り
、
け
だ
し
わ
が
国
民
は
一
種
霊
妙
の
精
気
を
固
有
せ
る
一
民
族
に
し
て
、
ひ
と
た
び
そ
の
気
を
発
現
す
る
や
忠
君
と
な
り

愛
国
と
な
り
、
国
体
こ
れ
に
よ
り
て
立
ち
、
皇
室
こ
れ
に
よ
り
て
安
ん
じ
、
余
は
こ
れ
を
神
気
、
霊
気
、
も
し
く
は
神
聖
霊
妙
の
気

と
い
う
」
と
述
べ
、
宇
宙
の
神
気
の
発
動
に
よ
り
、
そ
れ
が
自
然
界
の
現
象
と
な
っ
て
富
士
山
や
琵
琶
湖
が
出
来
、
国
体
に
お
い
て
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は
万
世
一
系
の
皇
室
を
な
し
、
日
本
民
族
に
お
い
て
は
大
和
魂
と
し
て
発
現
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
円
了
の
い
う
「
大
和
魂
」
は
歴
史
上
日
本
と
い
う
国
の
精
神
的
土
壌
を
構
築
し
て
き
た
神
道
・
仏
教
（
プ
ラ
ス
道
徳
と
し
て
の
儒

教
）
を
さ
し
て
い
る
。
し
か
も
、
円
了
の
場
合
、
『
真
宗
哲
学
序
論
』
に
お
い
て
、
真
俗
二
諦
を
真
宗
の
本
旨
と
し
て
述
べ
、
「
敬
神

愛
国
仁
義
礼
譲
ノ
如
キ
世
道
ヲ
遵
守
ス
ル
コ
ト
ヲ
勧
メ
国
家
ト
共
二
其
教
ヲ
盛
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
シ
タ
ル
」
と
書
き
記
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
真
宗
の
宗
祖
・
親
鷺
の
教
義
が
「
厭
離
楊
土
　
欣
求
浄
土
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
円

了
は
政
治
と
一
体
化
し
た
宗
教
、
日
本
近
代
国
家
の
精
神
的
基
盤
と
し
て
の
概
念
で
あ
る
仏
教
を
目
指
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
西
洋
諸
国
が
キ
リ
ス
ト
教
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
の
と
は
逆
に
、
近
代
日
本
の
成
立
に
合
わ
せ
た
国
家
宗
教
の
確
立
を
円
了
は

目
指
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
日
本
と
い
う
国
体
に
一
致
す
る
よ
う
な
も
の
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
で
き
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
円
了
は
そ
れ
を
「
絶
対
的
忠
孝
」
と
呼
ん
だ
。

　
歴
史
・
文
化
・
民
族
の
全
く
異
な
る
日
本
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
あ
く
ま
で
も
「
余
所
者
」
で
あ
り
「
お
門
違
い
」
で
し

か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
森
の
崇
拝
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
忠
孝
を
「
創
造
・
王
た
る
神
に
よ
る
仮
の
忠
孝
」
と
指
摘
し
、
「
死
物
的
忠
孝
」

「
無
精
神
的
忠
孝
」
で
あ
る
と
論
破
し
た
。
日
本
の
忠
孝
は
仏
教
の
中
道
に
通
じ
る
真
如
で
あ
る
か
ら
、
活
物
的
・
精
神
的
で
あ
り
、

天
地
正
大
よ
り
生
じ
た
必
然
の
結
果
、
つ
ま
り
純
粋
な
日
本
的
産
物
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
忠
と
は
「
忠
孝
活
論
」
第
八
講
で
「
そ
の
昔
、
至
理
と
は
、
上
下
徳
を
一
に
し
て
、
も
っ
て
天
休
を
徴
す
は
、
忠
の
道

な
り
、
天
の
覆
う
と
こ
ろ
、
地
の
載
す
と
こ
ろ
、
人
の
ふ
む
と
こ
ろ
、
忠
よ
り
大
な
る
な
し
、
忠
は
中
な
り
、
至
公
に
し
て
私
な

し
、
天
に
私
な
け
れ
ば
、
四
時
行
わ
れ
、
地
に
私
な
け
れ
ば
万
物
生
ず
、
私
な
け
れ
ば
大
い
に
亨
貞
す
、
忠
と
は
そ
の
心
を
一
に
す

る
の
謂
〔
い
〕
い
な
り
、
国
を
つ
く
る
も
と
な
り
、
な
ん
ぞ
忠
に
よ
る
な
か
ら
ん
（
中
略
）
こ
れ
精
こ
れ
一
、
ま
こ
と
に
そ
の
中
を

と
れ
。
」
と
述
べ
、
人
の
目
指
す
べ
き
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
第
三
講
で
は
そ
の
元
で
あ
る
天
地
の
成
立
の
課
程
を
述
べ
、
キ
リ
ス
ト
教
は
創
造
説
、
日
本
の
諸
教
（
仏
教
・
儒
教
を
含

む
）
は
開
闘
説
（
開
発
説
）
で
あ
り
、
特
に
、
仏
教
に
お
い
て
は
「
色
即
是
空
　
空
即
是
色
」
（
「
般
若
心
経
」
）
、
コ
色
一
香
無
非
中

道
」
「
真
如
即
万
法
万
法
即
真
如
」
（
天
台
）
と
論
定
し
、
こ
れ
ら
の
上
に
発
す
る
霊
徳
が
忠
孝
で
あ
る
と
説
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

円
了
は
忠
イ
コ
ー
ル
中
（
空
仮
中
の
三
諦
の
中
諦
）
イ
コ
ー
ル
真
如
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

「
忠
孝
活
論
」
付
講
で
「
そ
の
他
、
実
大
乗
諸
宗
の
説
の
帰
す
る
と
こ
ろ
み
な
同
一
に
し
て
、
こ
れ
そ
の
中
道
の
中
道
た
る
ゆ
え
ん

な
り
と
な
す
」
と
し
て
、
中
道
実
相
を
究
極
の
も
の
と
し
た
。

　
円
了
は
確
か
に
仏
教
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
破
折
し
、
宗
門
の
近
代
化
、
仏
教
の
活
性
化
を
目
指
し
た
が
、
本
願
寺
派
の
改
革

同
様
、
明
治
新
政
府
の
国
家
政
策
へ
の
同
化
を
免
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
円
了
の
愛
理
と
国
体
と
の
一
致
は
、
彼
の
「
教
育
勅
語
」
観
に
明
確
で
あ
る
。

　
「
教
育
勅
語
」
は
円
了
が
森
有
禮
の
欧
米
主
義
に
危
惧
を
覚
え
た
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
発
布
さ
れ
た
。
こ
の
勅
語
は
政
治
的
と

い
う
よ
り
は
、
社
会
生
活
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
、
つ
ま
り
、
円
了
流
に
云
え
ば
、
徳
育
の
開
発
、
す
な
わ
ち
、
忠
孝
の
開
発
以
外

の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
円
了
は
こ
の
「
教
育
勅
語
」
に
自
ら
の
理
想
を
見
い
出
し
、
人
の
道
に
お
け
る
指
針
と
し
て
崇
め
た
。
こ
れ
は
円
了
の
考
え
る

「
和
魂
」
、
す
な
わ
ち
、
仏
・
神
・
儒
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
お
互
い
に
張
り
合
う
こ
と
な
く
満
載
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
円
了
は
宗
門
に
お
け
る
諸
改
革
を
見
聞
し
、
改
革
と
は
本
来
民
衆
か
ら
奔
出
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
大
谷
派
の
改
革
は
中
枢
か
ら
の
お
仕
着
せ
で
は
な
く
、
周
辺
の
僧
俗
か
ら
沸
き
起
こ
っ
て
い
る
。
円
了
は
自
己
の
仏
教

改
革
．
教
育
促
進
も
、
底
辺
か
ら
奔
出
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
く
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
央
任
官
拒
否
も
東
本

願
寺
へ
の
奉
職
拒
否
も
、
底
辺
か
ら
の
改
革
が
そ
の
根
本
思
想
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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し
か
も
、
国
体
と
の
関
係
に
よ
り
、
日
本
独
自
の
精
神
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
、
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
固
有
の
道
徳
で
あ

る
絶
対
的
忠
孝
に
及
ぼ
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
も
っ
と
も
、
当
時
の
日
蓮
・
王
義
の
流
行
も
多
分
に
影
響
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
立
正
安
国
論
」
等
は
、
仏
教
と
国
家

（
国
土
）
と
の
関
係
を
教
義
の
上
か
ら
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
円
了
の
後
輩
で
あ
り
、
真
宗
大
谷
派
の
改
革
者
、
大
谷
大
学
創
立
者
で
も
あ
る
清
沢
満
之
を
考
え
る
に
、
そ
の
絶
筆

「
わ
が
信
念
」
に
、
「
私
の
信
念
と
は
、
申
す
迄
も
な
く
、
私
が
如
来
を
信
ず
る
心
の
有
様
を
申
す
の
で
あ
る
が
、
其
に
就
い
て
、

信
ず
る
と
云
ふ
こ
と
〉
、
如
来
と
い
ふ
こ
と
〉
、
二
つ
の
事
柄
が
あ
り
ま
す
。
此
の
二
つ
の
事
柄
は
丸
で
別
々
の
こ
と
の
様
に
も
あ

り
ま
す
が
、
私
に
あ
り
て
は
、
さ
う
で
は
な
く
し
て
、
二
つ
の
事
柄
が
全
く
一
つ
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
の
信
念
と
は
ど
ん
な
こ

と
で
あ
る
か
、
如
来
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
私
の
云
ふ
所
の
如
来
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
、
私
の
信
ず
る
所
の
本
体
で
あ

る
。
別
け
て
云
へ
ば
、
能
信
と
所
信
と
の
別
が
あ
る
と
で
も
申
せ
ま
せ
う
か
、
即
ち
、
私
の
能
信
は
信
念
で
あ
り
て
、
私
の
所
信
は

如
来
で
あ
る
と
申
し
て
お
き
ま
せ
う
。
或
は
之
を
信
ず
る
機
と
、
信
ぜ
ら
る
㌔
法
と
の
区
別
で
あ
る
と
申
し
て
も
よ
ろ
し
い
。
」
と

書
き
出
し
て
い
る
。
円
了
と
違
い
、
清
沢
は
如
来
を
根
本
に
据
え
て
い
る
。
「
私
が
如
来
を
信
ず
る
の
は
、
私
の
智
慧
の
窮
極
で
あ

る
の
で
あ
る
。
人
生
の
事
に
真
面
目
に
な
り
て
か
ら
は
、
ど
う
も
人
生
の
意
義
に
就
い
て
研
究
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

り
、
其
の
研
究
が
遂
に
人
生
の
意
義
は
不
可
解
で
あ
る
と
云
ふ
所
に
到
達
し
て
、
弦
に
如
来
を
信
ず
る
と
云
ふ
こ
と
を
惹
起
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。
」
（
「
同
書
」
）
と
述
べ
、
自
己
の
経
験
か
ら
如
来
に
対
す
る
絶
対
的
な
信
、
言
い
換
え
れ
ば
、
如
来
を
「
絶
対
無
限

者
」
と
し
た
「
絶
対
他
力
」
を
確
信
し
た
清
沢
の
親
鷺
体
験
と
も
い
え
る
べ
き
も
の
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。

　
宗
学
の
教
義
で
は
実
感
と
し
て
の
「
信
念
の
確
立
」
を
成
し
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
東
本
願
寺
か
ら
除
名
処
分
を
う
け
た
清
沢

は
、
友
人
・
沢
柳
政
太
郎
か
ら
借
り
た
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
語
録
を
読
み
、
自
ら
の
挫
折
と
苦
悩
の
昇
華
を
そ
こ
に
求
め
、
精
神
の
支
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え
と
し
た
。

　
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
訓
書
か
ら
清
沢
は
「
自
己
省
察
」
と
「
禁
欲
的
な
実
践
」
を
学
び
、
一
時
的
な
心
の
平
安
を
得
る
。
真
宗
の

宗
門
革
新
を
進
め
た
清
沢
の
内
的
な
精
神
遍
歴
は
阿
含
経
と
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
多
大
な
影
響
下
に
あ
っ
た
が
、
彼
の
真
宗
信
仰
は
そ

こ
か
ら
「
自
己
否
定
」
す
な
わ
ち
、
「
私
が
一
切
の
こ
と
に
就
い
て
私
の
自
力
の
無
効
な
る
こ
と
を
信
ず
る
」
「
此
私
を
し
て
虚
心
平

気
に
、
此
世
界
に
生
死
す
る
こ
と
得
し
む
る
能
力
の
根
本
本
体
、
即
ち
如
来
」
へ
と
帰
依
し
て
い
き
（
「
我
が
信
念
」
）
、
独
自
の
「
嘆

異
抄
」
と
親
鷺
の
近
代
へ
の
再
生
を
成
し
遂
げ
る
。
清
沢
は
宗
門
改
革
を
行
い
な
が
ら
も
、
真
宗
僧
侶
と
し
て
如
来
を
求
め
、
あ
く

ま
で
も
親
饗
の
教
え
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
。

　
し
か
し
、
当
時
の
潮
流
か
ら
西
洋
哲
学
の
影
響
が
色
濃
く
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
影
響
下
の
初
期
に
お
い
て
は
、
外
界
に
対
し
て
関
心

を
も
た
な
い
ス
ト
ア
的
な
自
己
禁
欲
生
活
が
清
沢
の
慰
撫
と
な
り
、
そ
の
た
め
純
粋
な
る
他
力
本
願
の
悟
り
を
得
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
清
沢
は
親
鷺
の
「
厭
離
檬
土
　
欣
求
浄
土
」
の
意
味
を
悟
り
き
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
、

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
心
の
平
安
を
見
い
だ
し
、
真
宗
信
徒
と
し
て
、
仏
教
の
奥
義
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
の
清
沢
が
あ
く
ま
で
親
鷺
へ
回
帰
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
円
了
は
そ
の
立
脚
地
を
国
家
宗
教
を
基
に
し
た

国
体
に
求
め
た
。

　
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
寺
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
十
四
歳
で
得
度
を
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
親
鷺
の
教
え
や
真
宗
の
教
義
よ
り

も
、
当
時
の
宗
門
改
革
か
ら
、
更
に
国
家
の
基
盤
で
あ
り
、
国
民
の
精
神
的
な
支
柱
と
な
る
べ
き
国
体
の
確
立
へ
と
向
か
っ
て
い
っ

た
。　

「
倫
理
摘
要
」
の
緒
言
に
「
倫
理
の
道
理
は
古
来
東
洋
に
あ
り
て
存
し
、
わ
が
国
に
も
そ
の
道
あ
り
、
な
ん
ぞ
必
ず
し
も
西
洋
を
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待
つ
を
要
せ
ん
や
。
た
だ
東
洋
の
短
所
は
、
実
験
上
の
事
実
を
も
っ
て
論
拠
を
構
成
せ
ざ
る
の
］
点
に
あ
り
。
こ
の
欠
点
を
補
う
も

の
は
西
洋
近
世
の
進
化
説
な
り
。
こ
れ
余
が
さ
き
に
、
進
化
の
原
理
に
基
づ
き
て
倫
理
書
を
編
述
し
た
る
ゆ
え
ん
な
り
。
」
と
記
し
、

倫
理
は
社
会
で
実
践
し
な
け
れ
ば
何
の
用
も
足
さ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
円
了
の
哲
学
は
社
会
や
国
家
を
見
据
え
て
そ
の
重
要
性
を
説
く
。
円
了
の
教
育
者
と
し
て
の
情
熱
は
人
づ
く
り
が
即
ち
国
づ
く
り

だ
と
い
う
観
点
を
も
ち
、
日
本
独
自
の
国
家
倫
理
を
も
つ
こ
と
で
仏
教
の
安
定
を
保
つ
人
材
を
輩
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
の
清
沢
は
、
宗
門
改
革
断
行
に
よ
り
旧
弊
を
排
そ
う
と
し
て
傷
付
き
、
そ
こ
か
ら
「
信
仰
体
験
」
や
「
実
験
」
を
得
、
結
果

的
に
は
親
鷺
と
近
代
を
結
び
付
け
る
役
割
を
果
た
し
、
し
か
も
、
「
内
観
を
盛
に
し
て
、
自
己
の
立
脚
地
を
省
察
せ
ば
、
我
等
の
第

一
に
感
知
す
る
所
は
、
自
己
の
闇
愚
無
能
、
所
謂
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
」
（
「
精
神
、
王
義
」
）
と
い
う

信
念
を
体
得
し
、
近
代
に
お
け
る
親
鷺
的
人
間
で
あ
る
自
己
を
発
見
し
た
。

　
同
じ
宗
門
改
革
、
仏
教
刷
新
運
動
に
身
を
捧
げ
た
二
人
で
あ
る
が
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
国
体
と
自
己
と
い
う
対
極
的
な
も
の

に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
円
了
の
国
体
へ
の
接
近
は
同
時
代
の
仏
教
改
革
者
・
田
中
智
学
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
智
学
は
円
了
と
異
な
り
西
洋
哲
学
に
そ
の
証
明
を
求
め
な
か
っ
た
。
智
学
は
堕
落
し
た
教
団
と
僧
侶
に
引
導
を
渡
し

て
、
在
家
の
仏
教
運
動
を
広
げ
て
い
く
。
智
学
の
仏
教
運
動
も
円
了
同
様
社
会
活
動
・
国
家
体
制
に
添
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
仏
教

劇
等
の
文
化
活
動
や
関
東
大
震
災
で
の
寄
付
集
め
等
、
社
会
福
祉
に
も
力
を
注
い
だ
。
し
か
し
、
そ
の
純
粋
日
蓮
主
義
が
国
土
世
間

に
執
着
し
過
ぎ
た
た
め
、
徐
々
に
政
治
的
傾
向
を
帯
び
、
国
体
擁
護
へ
と
傾
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
田
中
智
学
や
井
上
円
了
の
仏
教
と
国
体
と
の
連
動
は
、
は
た
し
て
当
時
の
社
会
状
況
の
生
ん
だ
仏
教
の
異
端
児
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
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う
か
。
宗
教
や
国
体
は
時
世
に
応
じ
て
刻
々
と
変
化
す
る
。
敗
戦
後
、
G
H
Q
の
統
制
下
で
円
了
の
教
育
理
念
で
あ
る
「
護
国
愛

理
」
は
そ
の
居
場
所
を
な
く
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
日
本
語
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
旧
仮
名
遣
い
や
正
漢
字
の
問
題
、
歴
史
教
科
書

の
問
題
等
、
今
日
様
々
な
社
会
問
題
も
噴
出
し
て
来
て
い
る
。

　
国
家
社
会
に
は
基
準
と
な
る
立
脚
点
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
国
家
社
会
の
手
綱
を
し
っ
か
り
握

ら
な
け
れ
ば
国
家
安
泰
は
な
い
。
国
体
に
執
着
し
す
ぎ
、
宗
教
か
ら
乖
離
し
て
し
ま
っ
た
円
了
と
い
う
人
に
は
、
清
沢
の
よ
う
な
信

仰
も
、
宗
教
を
基
に
し
た
神
秘
体
験
も
本
当
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
そ
の
宗
教
体
験
の
無
さ
が
、
い
つ
の
ま
に
か
仏
教
か
ら
実
用
的
な
道
徳
で
あ
る
忠
孝
へ
と
視
点
を
移
動
し
、
国
体
の
精
神
で
あ
る

「
教
育
勅
語
」
信
奉
へ
と
傾
倒
し
た
と
思
わ
れ
る
。
「
信
」
や
「
宗
教
体
験
」
が
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
真
怪
を
宗
教
レ
ベ
ル
に
ま

で
持
ち
上
げ
な
が
ら
も
つ
い
に
は
妖
怪
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
悲
劇
を
生
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
円
了
が
和
田
山
に
哲
学
堂
を
建
て
た
の
も
、
仏
教
を
内
的
な
法
楽
と
し
て
享
受
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
せ
め
て
　
々
の
建
築
物
に

哲
学
的
な
名
称
を
付
け
て
自
己
満
足
を
求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
仏
法
と
い
う
も
の
は
仏
の
悟
り
で
あ
る
。
「
法
華
経
」
方
便
品
第
二
に
「
諸
佛
智
慧
。
甚
深
無
量
。
其
智
慧
門
。
難
解
難
入
。
一

切
聲
聞
。
辟
支
佛
。
所
不
能
知
。
」
（
諸
佛
の
智
慧
は
甚
深
無
量
に
し
て
、
其
の
智
慧
の
門
は
難
解
難
入
に
し
て
一
切
の
聲
聞
や
辟
支
佛
も
知

る
所
あ
た
わ
ず
）
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
仏
法
を
完
壁
に
理
解
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
し
、
仏
法
は
理
解
す
る
も
の
で
も
な
い
。

そ
の
智
慧
の
門
に
入
れ
る
か
入
れ
な
い
か
、
す
な
わ
ち
そ
の
法
を
体
得
で
き
る
か
否
か
は
「
信
」
が
あ
る
か
な
い
か
で
決
ま
る
。
ゆ

え
に
、
仏
法
は
西
洋
哲
学
・
近
代
科
学
な
ど
で
説
き
明
か
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

　
科
学
の
最
先
端
を
行
く
宇
宙
飛
行
士
が
、
宇
宙
か
ら
地
球
を
眺
め
た
と
き
、
そ
こ
に
は
何
物
に
も
抗
し
が
た
い
宗
教
的
な
感
情
が

噴
出
し
た
と
い
う
。
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桶
谷
秀
昭
氏
が
円
了
は
泣
き
顔
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
高
尚
な
目
標
を
掲
げ
な
が
ら
も
、
仏
教
者
と
し
て
の
「
信
」

と
「
体
験
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
悲
哀
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
円
了
の
社
会
事
業
は
言
い
換
え
れ
ば
、
自
ら
の

「
信
」
と
「
宗
教
体
験
」
を
求
め
る
旅
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
結
局
、
円
了
の
悲
劇
は
そ
の
時
代
性
が
内
包
し
て
い
た
混
乱
期
の
悲
劇
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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