
清
沢
満
之
と
精
神
主
義

——

そ

の

「個
」
の
位
相
——

安 

冨 

信 

哉

は

じ

め

に

清

沢

満

之
(

一
八
六
三
—

一
九
〇
三)

の
研
究
は
、

こ
れ
ま
で
多
様
な
角
度
ま
た
領
域
か
ら
行
わ
れ
、
大
き
な
成
果
が
現
れ
て
い
る
が
、
 

こ
こ
で
私
は
、
宗

教

的

「
個
」
ま
た
そ
の
個
の
思
想
に
研
究
視
点
を
据
え
て
み
た
い
。
個
と
い
う
観
点
か
ら
満
之
の
人
と
思
想
を
究
明
す 

る
と
い
う
基
本
的
姿
勢
に
立
っ
た
研
究
は
あ
ま
り
み
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
私
が
啓
発
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
ギ
ル
バ
ー
ト
・ 

ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
氏
の
研
究
で
あ
っ
た
。
私
は
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
の
羽
田
信
生
学
兄
の
お
勧
め
で
読
む
こ
と
を
得
た
氏
の
学
位
論
文 

に
、
ひ
と
つ
の
研
究
視
点
を
示
唆
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
の
論
文
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
、
氏
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
研
究
の
目
的
に
と
っ
て
、
よ
り
中
心
的
な
こ
と
は
、
個
人
性
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
明
治
期
に
興
っ
た
日 

本
社
会
の
近
代
化
は
、
宗
教
的
な
人
々
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
だ
ろ
う
か
。
と
く
に
清
沢
満
之
の
よ
う
な
真
宗
仏
教
者
は
、
 

近
代
社
会
の
個
人
化
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
体
験
し
た
で
あ
ろ
う
か
。:

：:

上
に
述
べ
た
諸
研
究
に
照
ら
し
て
、
清
沢
満
之
が
個
人 

主
義
に
向
か
う
潮
流
を
ど
の
く
ら
い
例
証
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
興
味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
宗
教
的
信
仰
は
、
個
人 

性
の
理
解
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
最
後
に
丸
山
真
男
が
い
う
よ
う
な
社
会
的
な
意
味
に
お
け
る
解

1



放
と
一
般
的
な
仏
教
教
義
と
関
わ
る
人
格
的
、
宗
教
的
意
味
に
お
け
る
解
放
と
の
間
に
あ
っ
て
、
か
れ
の
体
験
は
ど
の
よ
う
な
結
び 

つ
き
を
も
っ
て
い
る
か
〇

:
:
:

か
れ
の
体
験
や
思
想
の
な
か
に
は
、
近
代
的
、
宗
教
的
個
人
と
し
て
か
れ
を
記
憶
せ
し
め
る
に
値
い
す
る
何
物
か
が
あ
る
の 

だ
ろ
う
か
。

私
が
こ
の
労
作
に
接
し
た
の
は
ず
い
ぶ
ん
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
欧
米
に
お
い
て
満
之
の
先
行
研
究
が
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
等
し
い
状
況 

の
な
か
で
、
開
拓
的
な
研
究
に
取
り
組
ん
だ
氏
の
努
力
に
深
く
敬
服
し
た
が
、
個

人

性
(

ミ&

ミ
ュ
仁
岂
と
い
う
問
題
を
中
心
に
据
え
て 

論
考
を
進
め
た
い
と
い
う
氏
の
研
究
視
点
を
、
私
は
無
意
識
の
う
ち
に
共
有
し
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
同
じ
よ
う
な
問
題
関
心
を
抱
き
な
が
ら
、
ひ
と
り
の
日
本
人
と
し
て
、
ま
た
真
宗
学
を
専
攻
す
る
者
と
し
て
、
私
の
立
場
は
や 

や
異
っ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
満
之
は
、

ひ
と
つ
の
研
究
対
象
と
し
て
距
離
を
置
い
て
考
え
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
近
い
位
置
に
い
る
。 

私
は
、
強
い
思
い
入
れ
を
も
っ
て
、

か
れ
の
内
面
に
入
り
、

そ

の

宗

教

的

「
個
」

の

形

成

と

そ

の

思

想(

位
相)

を
尋
ね
て
み
た
い
と
思 

っ
た
。

ー
 

精

神

主

義

の

成

立

す

る

枠

組

近
代
人
の
特
質
は
、

そ
の
自
律
性
に
あ
る
。
中
世
的
な
他
律
的
拘
束
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
人
間
の
自
律
性
に
目
覚
め
、
自
主
性
を
も 

っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
近
代
人
の
姿
が
あ
る
。
他
律
の
強
権
的
な
圧
迫
の
な
か
に
あ
る
封
建
時
代
か
ら
移
行
し
た
明
治
期
の
日 

本
に
も
そ
の
よ
う
な
自
立
へ
の
願
望
が
生
じ
た
。

こ
の
時
代
の
多
く
の
青
年
達
は
、
中

村

敬

宇

訳

の

『西
国
立
志
編
』(

〃
セ
ル
フ
・
ヘ
ル 

プ
〃)

の
流
行
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己
支
配
の
願
望
、
あ
る
い
は
若
者
ら
し
い
客
気
を
抱
い 

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
自
己
実
現
を
目
的
と
す
る
近
代
的
自
律
性
は
、
自
我
あ
る
い
は
理
性
を
絶
対
化
し
、
そ
れ
を
無
制
約
的
に
拡
大
し
て
い
き
か
ね
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な
い
面
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
面
か
ら
み
る
と
、
満
之
が
自
ら
修
養
に
よ
っ
て
培
お
う
と
し
た
自
律
性
は
、
拘
束
的
な
中
世
的
他
律
性
か 

ら
の
解
放
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
己
中
心
的
な
近
代
的
自
律
性
と
も
一
線
を
画
し
て
い
た
。

か
れ
に
お
け
る
自
律
性
は
、
ど
こ
ま
で
も
絶 

対
無
限
者
と
自
己
と
の
対
応
的
関
係
の
中
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
宮
川
透
氏
の
つ
ぎ
の
指
摘
は
注
目 

さ
れ
る
。

《
修
養
》
思
想
は
、
《
個
》

—

《
類
》
概
念
を
基
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
《
個
》

—

《
類
》
概
念
を
基
本
カ
テ
ゴ
リ
ー 

と
す

る
存
在
論
的
な
論
理
構
造
を
も
つ
《
修
養
》
思
想
が
近
代
日
本
人
の
人
間
形
成
に
お
け
る
基
本
的
枠
組
み
と
な
っ
た
と
い
う
こ 

と
は
、

日
本
を
も
含
め
た
東
洋
の
思
想
的
伝
統
を
考
え
る
と
き
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ 

は
、

そ
も
そ
も
そ
の
は
じ
め
か
ら
、
論
理
上
、
《
種
》
世
界
の
捨
象
に
た
ち
、
多
く
の
場
合
、

み
ず
か
ら
の
存
立
の
根
拠
を
観
念
化 

さ

れ

た

《
類
》
概

念
(

絶

対

・
無
限)

な
ど
に
仰
ぐ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

同
氏
の
概
念
規
定
を
、
明
治
期
に
現
れ
た
修
養
思
想
の
全
体
に
敷
延
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
満
之
の
そ
れ
に
照
準
し 

て
み
る
と
い
か
に
も
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
古
代
以
来
、

日
本
人
の
心
性
を
最
も
強
く
支
配
し
て
き
た
の
は
、

「
種

」

丨

「
個

」 

の
意
識
枠
で
あ
る
。

「
種
」
と
は
何
か
。

そ
れ
は
、

田

辺

元
(

一
八
ハ
五
— 

一
九
六
三)

に
よ
れ
ば
、
端

的

に

「
人
類
」
と

「
個
人
」
と

③
 

の
間
に
立
つ
、

「
血
と
土
と
に
結
付
く
直
接
的
種
的
統
一
」
と
し
て
、

「
国
家
」
と

か

「
民
族
社
会
」
と
い
う
特
殊
的
限
定
を
さ
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、

「
種

」
と
は
、
在
地
の
神
々
で
あ
り
、
氏
で
あ
り
、
郷
村
で
あ
り
、
血
縁
で
あ
り
、
家
族
な
ど
で
あ
る
。

そ
し
て
近
代
に 

入
る
と
、

こ
れ
ら
の
う
え
に
さ
ら
に
天
皇
や
民
族
や
国
家
が
被
さ
っ
て
く
る
。
日
本
人
の
伝
統
的
な
行
動
規
範
や
道
徳
律
は' 

お
も
に
こ 

の

「
種
」

—

「
個
」

の
意
識
枠
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
。

そ

し

て

こ

の

「
種
」

が
他
律
と
な
っ
て
、

「
個
」

の
自
律
を
圧
迫
し
、
阻
害
し 

た
の
で
あ
る
。

こ

の

よ

う

な

「
種

」

の
論
理
に
対
し
て
、
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
満
之
は
釈
尊
の
歩
ん
だ
道
に
つ
い
て
、
 

忠

孝

両

絶

—

出
家
入
山

3



不

視

国

家

—

釈
種
敗
滅

不

顧

国

材I

飢
饉
行
乞

不

意

親

哀

丨

還

郷

説

法
 

(

『御
進
講
覚
書
』

，

『全
書
』⑷

—1
1
4) 

と
略
解
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
釈
尊
の
出
家
が
、
忠

孝

，
国

家

・

家

族

と

い

う

「種

」
世
界
を
切
り
捨
て
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示 

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
仏
教
の
立
場
を
、
満
之
は
宗
門
改
革
運

動
を
ひ
と
ま
ず
終
熄
し
た
一
八
九
七
年(

明
治
三
〇)

頃
か
ら
親
し
ん
だ

『阿
含
経
』

に
確
か
め
た
。

満
之
が
そ
の
生
活
の
な
か
で
実
践
し
、
ま
た
浩
々
洞
で
唱
道
し
た
修
養
は
、

「
類
」

—

「
個
」

の
意
識
枠
の
な
か
で
成
立
し
て
い
る
。
 

そ
の
著
作
や
日
記
に
よ
れ
ば' 

満

之

の

「
類

」
概
念
は
、

し
ば
し
ば
絶
対
無
限
、
天
道
、
平
等
大
悲
な
ど
の
語
で
表
明
さ
れ
る
が
、
申
す 

ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
は
、
仏
教
に
連
な
る
満
之
の
基
本
語
で
あ
る
。
仏
教
は
、
イ

ン

ド

・

中

国

，
朝

鮮

，
日
本
を
中
心
と
し
て
、

ア
ジ 

ア
全
域
と
い
う
世
界
性
の
地
平
に
お
い
て
伝
幡
し
、
深
め
ら
れ
て
き
た
宗
教
で
あ
り
、
そ

れ

ゆ

え

に

「
種

」

の
閉
鎖
性
を
破
る
普
遍
性
を

④

も
っ
て
い
る
。
満

之

は

こ

の

「
類
」6
=

普
遍
性)

の
自
覚
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
自
ら
の
修
養
に
務
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

仏
の
就
か
し
め
給
ふ
に
は
之
に
就
き 

仏
の
去
ら
し
め
給
ふ
に
は
之
を
去
り 

仏
の
取
ら
し
め
給
ふ
は
之
を
取
り 

仏
の
捨
て
し
め
給
ふ
は
之
を
捨
て 

至
誠
心
を
尽
く
し
て
仏
の
命
示
を
領
す
べ
き
な
り 

(

『有
限
無
限
録
』
，
『全
集
』
VI
——
三
こ

こ
こ
に
信
仰
的
自
律
の
生
活
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
宮
川
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
論
理
上
、
必

然

的

に

「《
種

》
世
界
の
捨
象
」
を 

伴
う
こ
と
に
な
る
。
修
養
に
お
け
る
自
律
の
生
活
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
神
律
的
生
活
を
想
起
さ
せ
る
が
、

し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
も
い
う
よ

⑤

う
に
、
神

律(9211
。1

^
)

に
は
、
容
易
に
他
律
に
転
化
し
う
る
よ
う
な
危
険
性
も
孕
ま
れ
て
い
る
。
満
之
の
修
養
に
は
、
厳
粛
さ
が
伴
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う
が
、
修
道
院
的
な
リ
ゴ
リ
ズ
ム
の
影
は
な
い
。
と
は
い
え
、

そ
れ
は
、
独
脱
無
依
と
か
無
相
無
所
住
を
説
く
禅
的
絶
対
自
律
と
も
異
る
。

「
朝
な
朝
な
仏
と
共
に
起
き
、
タ
な
タ
な
仏
と
共
に
伏
す
」(

『臘
扇
記
」

一
八
九
ハ
年
十
一
月
二
十
八
日)

の
語
が
示
す
よ
う
に
、

そ
れ
は
、
 

ど

こ

ま

で

も

「
類
」

—

「
個
」

の
深
い
対
応
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
満
之
は
、

い
わ
ば
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
期
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
満
之
の
修
養
、
宗
教
的
自
律
性
を
、
浩
々
洞
の
一
同
人
は
、

の

ち

に

「
霊
律
」
と
呼
ん
で
い
る
。 

世
に
二
種
の
生
活
あ
り
。
即
ち
他
律
的
生
活
と
自
律
的
生
活
と
な
り
。
然
れ
ど
も
我
等
は
此
の
二
者
何
れ
に
も
属
せ
ず
、

一
箇
特
別

⑥

の
霊
律
的
生
活
の
中
に
在
り
。

満
之
と
そ
の
精
神
主
義
に
表
明
さ
れ
た
修
養
は
、
霊
律
と
い
う
語
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
な
宗
教
的
自
律
の
道
で
あ
っ
た
。

こ
の
霊
律
の
立

場
を
、
満
之
以
後
ど
れ
ほ
ど
確
認
し
て
い
る
か
。

そ
の
こ
と
は
、
ま
た
別
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

二
明
治
新
仏
教
運
動
に
お
け
る
精
神
主
義
の
位
置

清
沢
満
之
が
公
に
登
場
し
た
の
は
、

一
九
〇
〇
年
代
初
頭
の
精
神
主
義
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
明
治
仏
教
は
、
社
会
の
流
れ
に
応
じ
、
 

全
般
に
仏
教
護
国
論
あ
る
い
は
仏
教
国
益
論
が
主
流
で
あ
っ
た
。
宗
門
仏
教
の
閉
鎖
性
を
批
判
し
た
一
八
九
〇
年
代
の
新
信
仰
に
お
い
て 

も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
欧
化
主
義
に
対
抗
し
て
、
国
枠
主
義
、

日
本
主
義
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
井
上
円
了
の 

「
護
国
愛
理
」

に
し
て
も
、
禅
浄
一
致
に
立
ち
、
戒
と
恩
を
軸
に
し
て
在
家
仏
教
運
動
を
展
開
し
た
大
内
青
巒
の
尊
皇
奉
仏
大
同
団
に
し 

て
も
、
護
法
即
護
国
観
と
四
恩
・
十
善
に
基
づ
く
思
想
運
動
を
唱
道
し
た
鳥
尾
得
庵
の
護
国
協
会
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
日
蓮
信
仰
に
立 

脚
し
て
、
愛
国
的
情
熱
を
語
っ
た
田
中
智
学
の
立
正
安
国
会
に
し
て
も
、

そ
の
旗
幟
か
ら
も
端
的
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、

ナ
シ
ョ
ナ 

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
色
彩
が
濃
い
。
そ
の
た
め
個
の
把
握
が
弱
か
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

同
じ
こ
と
は
、
新
仏
教
運

動
を

推

進

し

た

仏

教

清

徒

同

志

会(

一
八
九
九
年
二
月
結
成)

に
つ
い
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
は
、
 

既
成
教
団
の
腐
敗
や
堕
落
と
訣
別
し
、
仏
教
再
生
を
め
ざ
す
覚
悟
を
示
す
た
め
に
、

キ
リ
ス
ト
教
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
対
応
し
て
、

「
仏
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教
清
徒
」
と
称
し
た
。
仏
教
清
徒
同
志
会
を
結
成
し
た
同
人
た
ち
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
社
会
の
改
革
を
め
ざ
し
た
。

こ
の
人
び
と
は
、

一
 

衣
一
鉢
で
瓢
然
と
し
て
独
り
あ
っ
て' 

山
林
幽
谷
に
こ
も
る
よ
う
な
も
の
は
、
真
の
仏
教
者
に
あ
ら
ず
と
し
て
、
近
代
的
な
批
判
精
神
を 

も
っ
て
、
社
会
の
不
正
を
告
発
し
た
。

こ
の
運
動
は
、
今
日
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
諸
国
で

活
発
に
展
開
さ
れ
て

い
る"

エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
ゝ
フ 

- 

0
 

ッ
テ
ィ
ズ
ム"
(

舉

雹
(711̂

131161111

5-01,
社
会
関
与
の
仏
教)

の
先
蹤
と
も
い
う
べ
き
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
や
公 

娼
問
題
に
つ
い
て
、
機

関

誌

『新
仏
教
』(

ー
ー 

ー
号
— 

一
六
— 

ー
二
号
、

一
九
〇
〇
—

一
九
一
五)

誌
上
に
お
い
て
、
境
野
黄
洋
、

田
中
治
六
、
 

高
島
米
峯
、
加
藤
玄
智
、
渡
辺
海
旭
ら
が
中
心
と
な
っ
て
、
鋭
い
論
陣
を
張
っ
た
こ
と
は
、
明
治
仏
教
に
お
け
る
先
進
的
な
位
置
を
占
め 

る
。
た
だ
個
々
人
の
宗
教
的
主
体
の
確
立
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
信
仰
運
動
と
し
て
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

こ
の
意
味
で
、
満
之
が
主
唱
し
た
精
神
主
義
運
動
は
、
徹
底
し
て
個
人
の
立
場
を
重
視
し
た
信
仰
運
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き 

る
で
あ
ろ
う
。
脇
本
平
也
氏
は
、

か
つ
て
満
之
の
信
仰
に
み
ら
れ
る
近
代
性
を
指
摘
し
、
第
一
に
自
由
な
批
判
精
神
、
第
二
に
個
人
主
義

⑧
 

へ
の
傾
向
、
第
三
に
仏
教
理
解
の
非
神
話
性
、
第
四
に
新
し
い
表
現
形
式
、
と
い
う
四
点
を
挙
げ
た
こ
と
が
あ
る
。 

満
之
の
な
ま
な
ま
し
い
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
信
仰
に
お
け
る
個
人
主
義
。
脇
本
氏
は
、

こ
れ
を
精
神
主
義
の
第
二
の
特
質
と
指
摘 

す
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
精
神
主
義
は
、
宗
教
的
個
人
主
義
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
宗
教
的
個
人
主
義
は
、
 

一
般
に
は
、
ど
こ
の
宗
派
、
あ
る
い
は
特
定
の
教
派
に
も
所
属
せ
ず
、
自
由
な
立
場
で
宗
教
を
信
仰
す
る
態
度
を
指
し
て
い
る
。
と
こ
ろ 

が
満
之
は
、
浄
土
真
宗
に
帰
依
し
、
真
宗
大
谷
派
の
僧
と
し
て
、
生
涯
そ
の
身
を
処
し
た
人
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
精
神
主
義 

は
、

一
般
的
な
意
味
で
の
宗
教
的
個
人
主
義
で
は
な
い
が
、
仏

教
(

真
宗)

に

よ

っ

て

ど

こ

ま

で

も

「
個
」

の
独
一
性
の
自
覚
、
内
面
的 

個
体
性
の
充
実
を
期
す
る
主
張
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て' 

独
自
の
宗
教
的
個
人
主
義
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三

「種
」
の
論
理
の
超
克

精
神
主
義
は
、
仏
教
的
伝
統
に
根
ざ
す
信
仰
の
主
張
で
あ
る
。
仏
教
は
出
発
の
時
点
か
ら
、
種

姓

の

差

別(

例
え
ば
カ
ー
ス
ト
制
度)
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を
否
定
し
た
。
し
か
し
近
代
日
本
の
仏
教
を
振
り
返
っ
て
痛
感
さ
れ
る
の
は
、
種
の
論
理
の
圧
倒
的
な
優
勢
で
あ
る
。
親
鸞
は
、

そ
の
大 

切

に

し

た

名

号

で

あ

る

「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」

に
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
、
個
を
類
的
普
遍
の
上
に
立
脚
さ
せ
た
。
し
か
し
そ
の
個 

の
立
場
は
、
親
鸞
を
宗
祖
と
仰
ぐ
真
宗
の
歴
史
の
な
か
で
、
必
ず
し
も
堅
持
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

も

し

類
(

普
遍)

—
種

—
個

と

い

う

範

型

の

な

か

で

、
真
宗
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
真
宗
は
、

む
し
ろ
家
族
、
血
族
と
い 

う
種
に
個
を
重
層
さ
せ
て
き
た
と
い
え
る
。
封
建
主
義
と
い
う
種
の
体
制
は
、
真
宗
に
普
遍
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
容
易
に
し
な
か
っ
た
。
 

事
情
は
、
明
治
に
入
っ
て
も
あ
ま
り
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
真
宗
の
基
本
的
立
場
が
、
種
の
論
理
を
超
え
た
普
遍
主
義
で
あ
る
と
い 

う
確
か
め
は
、
戦
後
に
な
っ
て
、
親
鸞
の
信
仰
に
お
け
る
護
国
思
想
の
有
無
に
つ
い
て
の
論
議
が
、
ひ
と
つ
の
テ
ス
ト
・
ケ
ー
ス
と
し
て

⑨
 

現
れ
る
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

宗
門
仏
教
を
否
定
し
て
、
独
自
の
運
動
を
展
開
し
た
明
治
の
仏
教
近
代
化
運
動
も
、

そ
の
開
明
的
な
意
義
は
も
ち
っ
つ
も' 

種
の
優
勢 

を
払
拭
し
き
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
は
、
宗
派
仏
教
を
超
え
る
と
い
う
独
自
の
領
域
を
拓
い
た
が
、
個

を

天

皇

，
民

族

，
国
家
と 

い
う
種
の
う
え
に
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て' 

仏
教
の
普
遍
主
義
の
立
場
か
ら
み
る
と
問
題
を
残
し
た
。

こ
の
近
代
化
運
動
を
推
進
し
た
大 

内

青

巒
(

一
八
四
五
—

一
九
一
八)

、
井
上
円
了 
(

一
ハ
五
六
—

一
九
一
九)

あ

る

い

は

田

中

智

学(

一
ハ
六
ー
ー 

ー
九
三
九)

ら
が
登 

場
し
た
明
治
二
〇
年
前
後
は
、

『国
民
之
友
』(

一
八
ハ
七)

、

『
日
本
人
』(

一
八
ハ
ハ)

の
発
刊
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

西
欧
風
俗
模
倣 

の

中

心
を

な

し

た

鹿

鳴

館(

一
八
ハ
三
創
立)

に
象
徴
さ
れ
る
欧
化
主
義
に
抗
し
て
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
潮
が
興
隆
し
た
時
期
で
あ 

っ
た
。
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
の
仏
教
復
興
の
主
張
に
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
反
映
す
る
こ
と
は
、
時
代
の
趨
勢
で
あ
っ
た
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
十
年
後
の
明
治
三
〇
年
前
後
の
精
神
状
況
——

特
に
青

年

に

み
ら

れ

る

煩

悶

，
懐
疑
の
状
況
——

を
く
ぐ
っ
た
満
之 

は
、
仏
教
を
類
的
普
遍
の
論
理
に
重
ね
て
説
き
、
国
家
を
も
相
対
化
す
る
よ
う
な
視
点
を
も
っ
た
。
吉
田
久
一
氏
は
、
満
之
の
全
思
想
体 

系
は
、

日
本
が
帝
国
主
義
化
を
し
て
い
く
起
点
に
対
し
て
対
置
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
は
、
 

主
体
的
な
個
の
立
場
を
類
的
普
遍
と
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
を
把
え
直
し
た
精
神
主
義
に
ひ
と
つ
の
重
要
な
パ
イ
オ
ニ
ア
的
意
義

7



を
み
た
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
宮
川
透
氏
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。 

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
清
沢
満
之
の
精
神
主
義
に
お
い
て
は
、
還
相
に
よ
る
斯
土
救
済
の
側
面
は' 

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は 

な
い
し
、
む
し
ろ
稀
薄
で
さ
え
あ
る
。

そ
れ
は
彼
の
経
歴
が
物
語
る
ご
と
く
、
絶
対
な
教
権
を
も
つ
宗
門
の
う
ち
に
あ
っ
て
、

し
か 

も
正
統
視
さ
れ
た
宗
門
の
本
流
と
の
教
義
上
の
対
決
に
全
精
力
を
傾
注
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
異
端
の
、

し
か
も
自
己
の
教
説
を 

十
全
に
展
開
す
る
こ
と
な
く
早
逝
し
た
彼
に
と
っ
て
は
、
余
儀
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
枯
渇
し
た
教
義
と 

し
て
の
他
力
信
仰
と
容
易
に
妥
協
せ
ず
、
倫
理
の
否
定
に
よ
る
厭
世
の
肯
定
、

い
い
か
え
れ
ば
、
《
種
》
世
界
の
全
き
捨
象
と
い
う
、
 

自
己
内
観
的
な
主
観
主
義
に
立
つ
自
力
《
修
養
》

の
道
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清

沢

の

「
精
神
主
義
」
は
内
面
的
な
抵
抗
と
し 

て
の
光
芒
を
放
ち
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

仏
教
は
、
本
来
、
 

個
の
自
覚
と
自
立
を
説
く
教
え
で
あ
る
。
個
の
自
覚
、
個
の
自
立
を
説
い
た
明
治
の
仏
教
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
私 

は
、
例
え
ば
明
治
の
禅
者
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
想
い
浮
か
べ
る
と
き
、
そ
の
感
慨
を
深
く
す
る
。
渡
辺
南
穏
、
高
津
柏
樹
、
諸
嶽
奕
堂
、
橋 

本
峨
山
、
竹

田

黙

雷

、
釈

宗

演

、
済
門
敬
中
、
山

岡

鉄

舟

、
滴

水

宜

牧

、
荻

野

独

園

、

北
野
玄
峯
、
中

原

鄧

洲
(

南

天

棒)

、
な
ど
の 

人
々
は
、
仏
教
者
と
し
て
、
数
々
の
超
俗
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
残
し
て
い
る
。

そ
の
悠
々
た
る
人
生
態
度
は
、
私
た
ち
を
惹
き
つ
け
て
や 

ま
な
い
。
か
れ
ら
は
、
あ
る
意
味
で
近
代
を
超
え
て
い
る
。
だ
か
ら
か
れ
ら
の
言
説
や
生
き
ざ
ま
は
、
現
代
の
欧
米
人
の
心
に
も
訴
え
る 

⑫

の
で
あ
る
。
禅
が
近
代
を
超
え
て
世
界
性
を
有
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
が
そ
こ
に
あ
る
。

し
か
し
明
治
の
禅
者
に
は
問
題
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
、
明
治
の
仏
教
者
の
全
般
に
み
ら
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の 

⑬

無
批
判
な
迎
合
が
み
ら
れ
る
。(

「
大
逆
事
件
」

に
連
坐
し
た
内
山
愚
堂
は
例
外
で
あ
る
。)

そ
の
た
め
個
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
と
向
き
合 

う
具
体
的
な
対
象
が
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
個
の
自
覚
は
社
会
化
さ
れ
な
か
っ
た
。

明
治
仏
教
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
き
、
仏
教
が
当
時
、
国
家
の
大
き
な
力
の
前
に
、
民
族
の
集
団
原
理
に
対
し
て
、
宗

教

的

「
個

」

の 

立
場
を
十
分
に
顕
揚
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
全
般
の
状
況
の
中
で
、
精
神
主
義
は
特
異
な
位
置
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を
占
め
る
。
満
之
の
晩
年
、
精
神
主
義
に
対
し
て
仏
教
界
か
ら
論
難
の
集
中
砲
火
が
浴
び
せ
ら
れ
た
の
は
、
明
治
仏
教
の
歩
調
と
合
わ
な 

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
な
ぜ
か
満
之
は
、

そ
れ
ら
の
論
難
に
真
向
か
ら
反
駁
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

い
ま
さ
ら
事
改
め
て
指
摘
す
る
こ
と
は
不
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
精
神
主
義
の
個
の
立
場
が
、
様
々
な
場
面
で 

多
様
に
開
花
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し

た

が

っ

て

『新
仏
教
』

の
同
人
た
ち
に
始
ま
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
精
神
主
義
批
判 

は
、
ま
っ
た
く
不
当
な
も
の
だ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
が
、
明

治

仏

教

が

「
近
代
仏
教
」

へ
と
脱
皮
す
る
た
め
の
大
切
な
要
件
は
、

&
 

何
よ
り
も
個
の
自
覚
の
強
調
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
明
治
仏
教
全
般
に
そ
の
よ
う
な
個
の
確
認
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の 

意
味
に
お
い
て
、
個
の
自
覚
と
自
立
を
自
ら
の
主
張
と
し
て
唱
道
し
た
精
神
主
義
の
拓
い
た
地
平
は
、

パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
意
義
を
も
つ
も 

の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
肺
結
核
と
い
う
病
患
の
な
か
で
、
孤
独
に
苛
ま
れ
な
が
ら
、
満
之
は
、
他
力
の
信
心
に
よ
っ
て
、
主
体
的
に
自
己 

を
生
き
、
精
神
生
活
に
お
い
て
、
ま
た
後
進
の
指
導
に
お
い
て
、
そ
の
死
に
至
る
ま
で
退
転
す
る
こ
と
な
く
、
逃
避
す
る
こ
と
な
く
、
常 

に
前
進
的
に
生
き
続
け
た
。
こ
の
点
を
私
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
私
は
、

こ
の
よ
う
な
満
之
の
姿
に
、
親

鸞

の

い

わ

ゆ

る

「
よ 

き
人
」(

『歎
異
抄
』
第
二
章)

の
貌
を
仰
ぐ
の
で
あ
る
。

四

「私
人
」
主
義
と
の
対
峙

満
之
は
、
苦
難
の
人
生
に
お
い
て
、
ひ

と

り

の

宗

教

的

「
個
」
と
し
て
屹
立
し
た
。
他
力
の
信
心
に
立
っ
た
か
れ
は
、
近
代
の
序
幕
期 

に
あ
っ
た
日
本
で
、
個
の
自
覚
と
自
立
の
意
義
を
、
精
神
主
義
の
名
の
も
と
に
世
に
訴
え
た
。
明
治
も
中
頃
を
過
ぎ
て
く
る
と
、

日
本
人 

の
な
か
に
新
し
い
個
我
意
識
が
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。

し
か
し
そ
の
近
代
的
個
人
に
は
陥
穽
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
夏
目
漱
石
は
、
 

次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。

前
申
す
と
お
り
今
の
世
は
個
性
中
心
の
世
で
あ
る
。

一
家
を
主
人
が
代
表
し
、

一
郡
を
代
官
が
代
表
し' 

一
国
を
領
主
が
代
表
し
た 

時
分
に
は
代
表
者
以
外
の
人
間
に
は
人
格
は
ま
る
で
な
か
っ
た
。
あ
っ
て
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
が
ら
り
と
変
わ
る
と
、

9



あ
ら
ゆ
る
生
存
者
が
こ
と
ご
と
く
個
性
を
主
張
し
だ
し
て
、
だ
れ
を
見
て
も
君
は
君
、

ぼ
く
は
ぼ
く
だ
よ
と
言
わ
ぬ
ば
か
り
の
ふ
う 

を
す
る
よ
う
に
な
る
。

ふ
た
り
の
人
が
途
中
で
会
え
ば
う
ぬ
が
人
間
な
ら
、

お
れ
も
人
間
だ
ぞ
と
心
の
中
で
け
ん
か
を
買
い
な
が
ら 

ゆ
き
違
う
。

そ
れ
だ
け
個
人
が
平
等
に
弱
く
な
っ
た
わ
け
に
な
る
。 

2

吾
輩
は
猫
で
あ
る
』) 

『猫
』

は
、
文
明
批
評
と
し
て
読
ん
で
も
豊
か
な
示
唆
に
富
ん
だ
作
品
で
あ
る
が' 

漱
石
は
こ
こ
で
は
、
明
治
以
前
と
以
後
で' 

日
本
人 

に
と
っ
て
個
人
の
も
つ
意
味
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
封
建
時
代
で
は
、
人
々
は
君
に
忠
、
親
に
孝
と
い
う
こ
と
か 

ら
、
個
性
の
滅
却
が
要
求
さ
れ
た
。
し
か
し
維
新
以
後
、
個
性
中
心
の
世
の
中
が
到
来
す
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、
人
間
性
の
回
復
を
意
味 

す
る
。

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、

「
ふ
た
り
の
人
が
途
中
で
会
え
ば
う
ぬ
が
人
間
な
ら
、

お
れ
も
人
間
だ
ぞ
と
心
の
中
で
け
ん
か
を
買
い 

な
が
ら
ゆ
き
違
う
」
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
近
代
的
個
人
が
陥
る
落
と
し
穴
を
よ
く
突
い
た
表
現
で
あ
る
と
思 

う
。
普
通
原
理
に
支
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り' 

個
と
し
て
の
人
間
的
自
覚
も
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
堕
す
る
危
険
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
明
治
期
の 

剣

呑

な

「
個
人
主
義
」

の
性
格
に
つ
い
て
、
神
島
二
郎
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

い

わ

ゆ

る

「
個
人
主
義
」
が

明

治

以

後

「
利
己
主
義
」
と
し
て
非
難
さ
れ
た
の
は
、
そ

の

「
個
人
主
義
」

が
じ
つ
は
欲
望
自
然
主 

義

で

個

人
 

主 

義
と
は
あ
き
ら
か
に
別
箇
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
欲
望
自
然
主
義
は
、
自
己
の
欲
望
を
越
え
る
内
在
的
抑 

制
の
契
機
を
も
た
ぬ
か
ら
、
本
質
的
に
非
道
徳
的
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら
、

さ
き
の
非
難
は
、

「
個
人
主
義
」

の
本
質
を 

つ
い
て
い
な
か
っ
た
点
で
は
誤
り
で
あ
る
が
、
わ

が

国

に

お

け

る

い

わ

ゆ

る

「
個
人
主
義
」

が
非
難
に
価
し
た
こ
と
だ
け
は
事
実
で 

あ
る
。

欧
米
の
よ
う
な
個
の
尊
重
を
軸
と
す
る
個
人
主
義
の
伝
統
が
な
い
日
本
で
は' 

個
人
主
義
の
名
の
も
と
、
他
の
実
在
と
の
関
係
を
無
視
し 

た
独
我
論
的
個
人
主
義
、
あ
る
い
は
他
人
の
権
利
を
無
視
し
た
唯
我
論
的
個
人
主
義
が
大
き
な
力
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な 

「
日
本
的
」
個
人
主
義
が
、

い
わ
ゆ
る
個 

人 

主 

義
と

同
一
視
さ
れ

る
時
、
個
人
主
義
全
般
が
非
難
の
対
象
に
な
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
 

個
人
主
義
は
、
集
団
主
義
と
対
置
さ
れ
る
が
、
個
の
自
覚
の
伴
わ
な
い
個
人
主
義
は
、
没
個
人
の
集
団
主
義
と
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
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あ
る
。
す

で

に

こ

の

よ

う

な

「
個
人
主
義
」

に
つ
い
て
は
、
満
之
が
厳
し
く
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。 

他
人
が
い
か
に
迷
惑
す
る
も' 

自
分
だ
け
に
都
合
よ
け
れ
ば
よ
し
、
と
云
ふ
風
に
考
ふ
る
人
あ
り
。
社
会
は
如
何
に
も
あ
れ' 

自
分 

さ
へ
安
け
れ
ば
よ
し
と
考
ふ
る
人
あ
り
。
自
分
の
信
じ
た
る
事
は
社
会
が
如
何
に
云
ふ
共
、
遂
行
す
べ
し
と
云
ふ
者
あ
り
。
か
か
る 

主
義
を
取
る
人
を
個
人
主
義
の
人
と
云
ふ
。
要
す
る
に
一
個
の
自
我
の
意
志
に
従
う
て
自
由
に
働
か
ん
と
す
る
が
、
極
端
な
る
個
人 

主
義
な
り
。 

(

「極
端
な
る
利
己
主
義.

『全
集
』
VI
丄
二
三㈣
)
 

こ

こ

で

い

う

「
極
端
な
る
個
人
主
義
」
は
、
利
己
主
義
を
指
す
。

こ
こ
で
は
個
人
主
義
は
、
個
人
の
人
格
や
批
判
を
尊
重
す
る
近
代
の
そ 

れ
で
は
な
く'

無
制
約
的
な
自
我
の
解
放
へ
と
向
か
う
利
己
主
義
で
あ
る
。
満

之
は
こ

の

よ
う
な

利
己
主
義
を
0061
コ
&-
需
〇1

5
1
1
1

と
呼 

ん
で
厳
し
く
論
難
し
た
。
小
論
の
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
満
之
の
精
神
主
義
は
、
あ
る
意
味
で
、
宗
教
的
個
人
主
義
と
い
う
こ
と 

が
で
き
る
が
、
そ
こ
に
追
求
さ
れ
る
個
は
、
け
っ
し
て
自
我
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
個
の
概
念
に
つ
い
て
、
か
つ
て
児
玉
暁
洋 

氏
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
適
切
な
定
義
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

私

人

— 3

に
氏
舟
石
总
コ
！13
于
^

〇'!

篡
奪
者' 

清

沢

先

生

の

所

謂

「
如
来
の
仕
事
を
盗
む
も
の
」 

独

立

者

丄

!
I &

ミ

扌

旨I

不
分
割
者
、
個
即
普
遍
と
し
て
成
り
立
つ
主
体
、
清

沢

先

生

の

所

謂

「
独
尊
子' 

独
立
自
在
の
分
を
守 

る
も
の
、
他
力
摂
取
の
光
明
に
浴
し
つ
つ
あ
る
も
の
」
。

こ
こ
で
児
玉
氏
は
、
満
之
の
追
求
し
た
個
が
類
的
普
通
と
即
ー
的
に
成
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
説
し
て
い
る
。
十
九
世
紀
の
欧
米
の 

個
人
主
義
に
お
い
て
も
、
必
ず
し
も
近
代
的
な
個
人
主
義
に
ま
で
十
分
に
至
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
明
治
期
日
本
に
お
け
る 

個
人
主
義
は
利
己
主
義
と
ま
だ
未
分
化
の
状
態
に
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
人

間

の

「
類
」
的
性
格
を
破
壊
し
て
、
孤
立
化
・
ア
ト
ム
化
を
き 

た
す
危
う
さ
を
内
に
秘
め
て
い
た
。

そ
し
て
明
治
期
日
本
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
個
の
未
成
熟
は
、
実
は
現
代
日
本
人
に
も
共
有
さ
れ
る
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
戦
後 

の
日
本
人
の
な

か

に

広
が

っ
て

い

る

の
は

、
個

人

主
義

と

い

う

よ

り

は

、

む

し

ろ

”自

分

さ

え

よ

け

れ

ば"

と

い

う

「
私
人
」
主
義
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(

ミ
ー
イ
ズ
ム)

と
も
呼
ぶ
べ
き
狭
い
心
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
代
日
本
に
お
け
る
個
の
未
成
熟
に
つ
い
て
、
あ
る
評
論
家
が
述
べ
た 

つ
ぎ
の
こ
と
ば
が
想
起
さ
れ
る
。

個
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
か
物
欲
と
か
い
う
形
で
し
か
表
現
で
き
な
い
。
個
を
実
現
し
た
い
要
求
と
欲
望
を
充
足
し
た
い
要
求
が
混
ざ
っ 

て
し
ま
っ
て
い
る
。
不
幸
な
こ
と
に
、

日
本
の
宗
教
は
そ
れ
を
分
離
で
き
て
い
な
い
。

評
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
戦
後
日
本
に
お
い
て
、
個
人
は
社
会
的
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
乏
し
く
、
逆
に
個
の
確
立 

が
物
欲
す
な
わ
ち
私
的
所
有
の
確
立
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
個
の
確
立
が
私
的
な
も
の
の
追
求
と
混
同
さ
れ
る
と
き
、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の 

根
は
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
日
本
に
お
け
る
宗
教
の
現
実
は
、
個
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
満
足
に
奉
仕
す
る
原
理
と
し
て
多 

く
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

西
洋
の
ス
ト
ア
主
義
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
仏
教
に
あ
っ
て
も
小
乗
仏
教
は' 

個
人
主
義
的
な
生
き
方
を
標
榜
し
た
が
、

そ
れ
は 

世
間
か
ら
距
離
を
お
い
た
と
こ
ろ
に
平
静
な
生
活
を
見
出
そ
う
と
す
る
出
家
主
義
で
、
私
た
ち
の
時
代
の
個
人
主
義
と
は
か
な
り
違
っ
た 

も
の
で
あ
る
。
現
代
の
個
人
主
義
に
お
い
て
は
、
個
人
は
何
よ
り
も
社
会
的
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
来
、
在 

家
的
立
場
を
重
視
す
る
大
乗
仏
教
は
、
社
会
と
遊
離
せ
ず
、
社
会
生
活
の
な
か
に
お
い
て
個
の
確
立
を
意
図
し
た
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ 

う
な
本
来
的
意
義
を
果
た
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。

明
治
の
仏
教
に
お
い
て
真
俗
二
諦
論
が
説
か
れ
、
仏
教
と
社
会
と
の
調
和
が
図
ら
れ
た
が
、

そ

れ

は

結

果

的

に

仏

教(

真
諦)

を
世
俗 

に
追
随
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
く
に
真
宗
教
団
の
場
合
、
歴
史
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
真
俗
二
諦
論
は
、
 

家

，
民

族

，
国

家

と

い

う

「
種

」

の
体
制
を
補
完
す
る
論
理
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
個
は
、
種
と
重
層
し
、
 

種
の
抑
圧
の
も
と' 

個
の
育
成
は
阻
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
真
宗
教
団
は
、

「種

」

の
論
理
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
天
皇
制
国
家
へ 

の
無
原
則
的
な
協
力
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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お

わ

り

に

明
治
の
状
況
下
に
お
い
て
、
仏
教
は
人
間
の
個
の
自
覚
に
向
か
っ
て
有
効
な
提
言
を
な
し
え
な
か
っ
た
。
安
田
理
深
が
説
い
た
よ
う
に
、
 

⑳

満
之
の
出
現
し
た
意
義
は
、
仏

教

を

「
自
己
」
と
し
て
復
興
さ
せ
よ
う
と
い
う
道
を
拓
い
た
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
は
、
 

日
本
の
近
代
初
頭
に
、
親
鸞
聖
人
の
信
仰
の
も
と
に
満
之
が
精
神
主
義
を
唱
え
た
歴
史
的
意
味
の
大
き
さ
を
改
め
て
痛
感
せ
ず
に
は
い
ら 

れ
な
い
。
か
れ
は
、
人
間
を
か
け
が
え
の
な
い
精
神
的
存
在
と
し
て
意
味
づ
け
た
。

吾
人
は
一
個
の
霊
物
な
り
。
只
だ
夫
れ
霊
な
り
、
故
に
自
在
な
り
。(

意
念
の
自
在
あ
り
。) 

(

『臘
扇
記
』
・
『全
集
』
VI
丄
二
七
六) 

私

は

精

神

的

存

在

で

あ

れ

ば

こ

そ

自

由

へ

と

繋

が

れ

て

い

る

の

だ

、

と

満

之

は

い

う

。

こ
こ

に
は

、

宗

教

的

信

仰

に

よ

っ

て

霊

性 

(5
ヨ"

住̂
^
)

を
開
発
し' 

個
と
し
て
自
立
で
き
る
の
だ
と
い
う
思
想
が
あ
る
。
満
之
は' 

一
方
に
お
い
て' 

万
物
一
体
論
と
い
う
ホ
ー 

リ

ズ

ム

(
ー
ー
。
チ
1
！!、

全
体
論
的
な
世
界
観)

の
も
と
に
、
近
代
の
人
間
中
心
主
義
、
自
然
界
に
対
す
る
人
間
の
蹂
踽
を
警
告
し
、
他
方
に 

お
い
て
、
明
治
期
の
宗
門
で
喧
伝
さ
れ
た
真
俗
二
諦
論
と
対
決
し
つ
つ
、
本
来
の
意
味
の
仏
教
的
伝
統
、
そ
の
要
諦
の
ひ
と
つ
で
あ
る
個 

の
自
覚
と
自
立
を
世
に
訴
え
て
い
っ
た
。

そ
れ
が
精
神
主
義
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
近
代
の
負
債
を
負
っ
て
い
る
私
た
ち
に
、
 

満
之
の
主
張
は
、
生
の
原
理
を
い
ま
な
お
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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一
部
を
拙
訳
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た
。

②
 

宮

川

透

『日
本
精
神
史
の
課
題
』(

紀
伊
国
屋
書
店)

一
三
〇
頁
—
。

③
 

田

辺

元

『田
辺
元
全
集
』
第

六

巻(

筑
摩
書
店)

四
七
七
頁
。

④
 

田
辺
元
が
『懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」(

一
九
四
六)

に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
「種
」
の
論
理
の
強
調
を
転
じ
た
の
は
、
本
書
の
主
題
で
あ
る
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⑮⑯
信
仰
が
、
類
—
個
の
パ
ラ
ダ
イ
ム(

意
識
枠)

に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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「他
律
、
自
律
、
霊
律
」
『精
神
界
』
七
巻
一
号
、

一
九
〇
七
年
一
月
。

⑦
 

エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
ツ
デ
ィ
ズ
ム
の
活
動
と
そ
の
歴
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
は' 

た
と
え
ば 
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に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

⑧ 

脇
本
平
也
『近
代
の
仏
教
者
』
日
本
の
仏
教
14(
筑
摩
書
店)

二
六
三
頁
—

⑨
 

申
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
問
題
に
大
き
な
一
石
を
投
じ
た
の
は
、
親
鸞
の
反
護
国
性
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
し
た
「
い
わ
ゆ
る
護
国
思
想
に
つ
い 

て
」(

『親
鸞
ノ
ー
ト
』
所
収)

と
い
う
服
部
之
聡
の
長
い
論
文
で
あ
る
。

⑩ 

吉
田
久
一
『清
沢
満
之
』(

吉
川
弘
文
館
人
物
叢
書)

ニ
ー
ー
頁

⑪

宮

川

透

「前
掲
書
」

一
五
〇
頁

⑫
 

寂

巳

盈

七

代£

冒

尸
N
0
 8
耳
%

@
8

4

畫

円

ー
ー &

6  

〇
。
二

9
5
7
)  

参
照
。
明
治
の
禅
者
の
言
行
を
多
く
載
せ
た
本
書
は
欧
米
人
に 

広
く
読
ま
れ
て
い
る
。

⑬
 

田
村
芳
朗
氏
は
、
明
治
仏
教
者
の
一
般
的
な
心
情
に
つ
い
て'

「郷
土
愛
的
な
日
本
び
い
き
、
心
情
的
な
天
皇
崇
拝
、
宗
家
的
な
皇
室
尊
崇
」
を 

そ
の
基
調
と
し
て
み
て
い
る
。(

「
天
皇
制
へ
の
明
治
仏
教
の
対
応
」
『天
皇
制
と
日
本
宗
教
』
伝
統
と
現
代
社
、

一
六
二
頁)

。
禅
者
も
ま
た
同
様
で 

あ
る
。
高
山
樗
牛
が
『明
治
思
想
の
変
遷
」(

一
八
九
八)

の
な
か
で
、
仏
教
は
世
界
宗
教
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
同
じ
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と 

し
、
し
た
が
っ
て
日
本
主
義
は
「仏
耶
両
教
の
共
同
の
敵
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
仏
教
の
普
遍
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
論
で
あ 

ろ
う
。

⑬

参
照
、
曽
我
量
深
「自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」
『曽
我
量
深
選
集
』(

弥
生
書
房)

第
二
巻
ニ
ニ
四
頁
。

一
九
〇
一
ー
年
二
月
、
上
野
精
養
軒
で
京
浜 

仏
教
徒
大
懇
話
会
が
開
か
れ
た
折
、
満
之
は
こ
れ
に
出
席
し
、
当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
精
神
主
義
批
判
に
抗
弁
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

今
日
で
も
、
田
村
円
澄
「清
沢
満
之
と
『精
神
主
義
」
」(

田
村
円
澄
『日
本
仏
教
史
』5

所
収
、
法
蔵
館)

を
は
じ
め' 

多
く
の
精
神
主
義
に
対 

す
る
批
判
や
限
界
性
の
指
摘
が
あ
る
。
最
近
の
諸
批
判
の
検
討
に
つ
い
て
は' 

久

木

幸

男

『検
証
清
沢
満
之
批
判
』(

法
蔵
館)

を
挙
げ
る
こ
と 

が
で
き
る
。

戦
後
、

一
九
六
二
年
よ
り
真
宗
大
谷
派
で
始
動
し
た
同
朋
会
運
動
は
、
〈家
の
宗
教
か
ら
個
の
自
覚
の
宗
教
へ
〉
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、

14



⑳⑲ ⑱⑰
真
宗
の
信
仰
に
と
っ
て
個
の
自
覚
を
訴
え
た
貴
重
な
運
動
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
つ
い
て
、
改
め
て 

確
か
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
高
史
明
氏
の
つ
ぎ
の
発
言
が
あ
る
。

「家
の
宗
教
か
ら
個
の
自
覚
の
宗
教
へ
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
語
ら
れ
ま
す
。
現
代
に
応
え
よ
う
と
す
る
血
の
に
じ
む
よ
う
な
願
い
が
、
そ
こ 

に
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
現
実
を
直
視
す
る
な
ら
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
は
そ
の
内
容
が 

も
っ
と
正
確
に
さ
れ
て
よ
い
時
機
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
…
…

個
の
自
覚
が
「家
」
の
対
立
項
と
し
て
の
み
立
て
ら
れ
る
な
ら
、
近
代
主
義
で
す
。
そ
し
て
今
日
、
そ
の
限
界
が
あ
ら
わ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

(

『
い
の
ち
の
発
見
』
東
本
願
寺
伝
道
ブ
ッ
ク
ス3

、
七
四
頁) 

神
島
二
郎
『近
代
日
本
の
精
神
構
造
』(

岩
波
書
店)

二
四
〇
頁
。

児
玉
暁
洋
「独
立
者
の
共
同
体
—
真
宗
大
谷
派
教
団
の
体
質
変
革
の
原
点
を
求
め
て
一
」
『本
願
寺
教
団
』(

上

原

・
真
継
編
、
学
藝
書
林)

。
『資 

料
清
沢
満
之
』(

同
朋
舎)

論
文
篇
、
二
九
五
頁
再
録

芹
沢
俊
介
「宗
教
の
未
来
形
」
中

『京
都
新
聞
』

一
九
九
一
年
四
月
一
〇
日
。

安
田
理
深
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

仏
教
復
興
の
時
に
い
ろ
ん
な
形
で
復
興
の
試
み
が
試
み
ら
れ
た
訳
で
す
が
、
仏
教
を
哲
学
と
し
て
復
興
さ
せ
る
と
か
、
或
は
文
化
と
し
て
復
興 

さ
せ
る
と
か
、
こ
う
い
う
色
ん
な
試
み
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
う
で
す
。
そ
の
中
で
自
己
と
し
て
復
興
さ
せ
よ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
道
を
開
い 

た
。
そ
れ
が
清
沢
満
之
先
生
の
持
つ
意
義
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
で
す
。(

『信
仰
的
実
存
」
文
明
堂
五
一
頁)
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