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イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
科
学
思
想
の
普
及
と
仏
教
の
受
容
と
は
、
一
九
世

紀
中
葉
の
ほ
ぼ
同
時
期
に
急
激
に
進
ん
だ
が
、
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
で
は

な
い
。
本
稿
で
は
当
時
を
代
表
す
る
科
学
啓
蒙
家
Ｔ
・
ハ
ク
ス
リ
ー
の
仏

教
理
解
を
と
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
時
代
背
景
を
概
観
し
て
み
た
い
。

一
　
ハ
ク
ス
リ
ー
と
は
―
科
学
啓
蒙
家

イ
ギ
リ
ス
の
名
家

　
Ｔ
・
ハ
ク
ス
リ
ー
（Thom
as H

enry H
uxley, 1825

│1895

）
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
生
物
学
者
で
あ
り
、
科
学
思
想
家
で
あ
る
。
彼
の
あ
と
こ
の
家
系

か
ら
は
、
の
ち
に
ト
マ
ス
同
様
ロ
マ
ネ
ス
・
レ
ク
チ
ャ
ー
の
講
師
と
な
っ

て
祖
父
ト
マ
ス
に
批
判
的
な
講
演
を
行
う
こ
と
に
な
る
生
物
学
者
の
ジ
ュ

リ
ア
ン
、
ノ
ー
ベ
ル
医
学
・
生
理
学
賞
を
受
賞
し
た
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
、
そ

し
て
『
素
晴
ら
し
き
世
界
』
な
ど
の
作
品
で
知
ら
れ
る
小
説
家
の
オ
ル
ダ

ス
の
「
ハ
ク
ス
リ
ー
三
兄
弟
」
が
出
て
、
ハ
ク
ス
リ
ー
家
は
イ
ギ
リ
ス
有

数
の
才
人
家
系
の
一
つ
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
番
犬
」

　
彼
は
、
自
他
共
に
認
め
る
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
番
犬
」
と
い
う
あ
だ
名
が

示
す
よ
う
に
、
Ｃ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（Charles Robert Darw

in, 1809

│1882

）

の
進
化
論
の
擁
護
者
と
し
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
だ
名

は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
司
教
と
の
有
名
な
「
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
論
争
」
を
契
機
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
の
護
教
勢
力
を
代
表
す
る
形
で
講
壇
に
立

ち
進
化
論
説
を
批
判
す
る
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
司
教
を
ハ
ク
ス
リ
ー
が

強
烈
に
論
破
し
た
こ
と
で
、
そ
の
後
、
後
教
勢
力
の
権
威
が
失
墜
し
、
進

化
論
が
広
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る）

1
（

。

　
と
こ
ろ
で
、
番
犬
を
自
認
す
る
人
物
の
態
度
と
し
て
は
少
々
不
可
解
な

の
だ
が
、
ハ
ク
ス
リ
ー
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
学
説
を
全
面
的
に
認
め
て
い
た

の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
の
〈
進
化
論
〉
の
中
心
的
な
学
説
で
あ
る

〈
研
究
論
文
６
〉

　
「
涅
槃
」（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
は
「
不
動
心
」（
ア
パ
テ
ィ
ア
）
か

│
静
寂
主
義
と
し
て
理
解
さ
れ
た
仏
教
、
お
よ
び
そ
の
理
解
の
文
脈
に
つ
い
て

│

佐
々
木
　
一
　
憲
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神
や
手
法
を
擁
護
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

二
　
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
言
論
界
の
概
況

読
書
人
口
の
増
加
と
言
論
界
の
成
立

　
本
稿
は
、
ハ
ク
ス
リ
ー
が
一
八
九
三
年
に
行
っ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
で
の
ロ
マ
ネ
ス
講
演
の
講
演
録
『
進
化
と
倫
理
』
を
も
と
に
彼
の
仏

教
理
解
を
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
当
の
エ
ッ
セ
イ
は
公
開
レ

ク
チ
ャ
ー
の
講
演
録
と
い
う
性
質
上
、
聴
衆
の
構
成
や
、
当
時
の
言
論
界

の
情
勢
を
大
い
に
意
識
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
そ
の
内
容

に
込
め
ら
れ
た
筆
者
の
意
図
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
背
景
と
な

っ
て
い
る
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
状
況
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
が
是
非

と
も
必
要
だ
ろ
う
。

　
Ｊ
・
Ｊ
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
、
そ
の
著
書The Lotus and the Lion:

 
Buddhism

 and the British Em
pire

の
中
で
、
一
九
世
紀
後
半
、
後
期

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
期
の
イ
ギ
リ
ス
を
仏
教
系
の
〈
混
成
宗
教
〉（hybrid 

religion

）
が
大
流
行
し
た
時
代
と
位
置
づ
け
て
、
そ
う
し
た
非
伝
統
的

な
宗
教
が
広
ま
っ
た
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
て
い
る）

3
（

。

　
ま
ず
人
文
学
を
め
ぐ
る
こ
の
時
代
の
大
き
な
変
化
と
し
て
、
産
業
革

命
・
技
術
革
新
を
経
て
中
産
階
級
が
成
長
す
る
と
と
も
に
、
初
等
教
育
の

義
務
化
に
よ
り
都
市
労
働
者
層
の
識
字
率
が
大
い
に
高
ま
っ
た
こ
と
で
読

書
人
口
が
急
激
に
拡
大
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
新
聞
や
雑
誌
な
ど
の

定
期
刊
行
物
の
発
刊
も
相
次
ぐ
な
ど
、
知
識
の
大
衆
化
の
流
れ
が
芽
生
え

始
め
た
の
が
こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。

〈
自
然
選
択
〉（natural selection

）
に
関
し
て
、
ハ
ク
ス
リ
ー
は
自
ら
の

著
作
や
講
演
の
場
で
繰
り
返
し
態
度
を
保
留
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
物

の
進
化
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
終
に
明
確
な
支
持
を
表
明
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
で
は
ハ
ク
ス
リ
ー
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
ど
の
よ
う
な
点
を
評
価

し
て
「
番
犬
」
を
自
認
し
た
の
か
。
そ
れ
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
研
究
手
法
が

極
め
て
模
範
的
な
科
学
的
精
神
）
2
（

に
貫
か
れ
て
い
た
点
を
評
価
し
て
の
こ
と

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ク
ス
リ
ー
の
考
え
る
理
想
的
科
学
者

像
を
体
現
す
る
の
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
ハ
ク
ス
リ
ー
に

と
っ
て
、
学
説
の
内
容
の
是
非
を
し
ば
ら
く
措
い
て
も
擁
護
す
べ
き
も
の

と
考
え
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
松
永
俊
男
氏
が
巧
み
に
評
し
て
い
る
よ
う
に

「
ハ
ク
ス
リ
ー
は
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
学
説
の
番
犬
』
で
は
な
く
、
ま
さ
に
『
ダ

ー
ウ
ィ
ン
の
番
犬
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
」。

科
学
思
想
の
啓
蒙
家

　
ハ
ク
ス
リ
ー
は
著
名
な
生
物
学
者
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
生
物
学
の

分
野
で
何
か
そ
の
名
声
に
値
す
る
よ
う
な
画
期
的
な
業
績
を
挙
げ
た
り
、

教
科
書
に
載
る
よ
う
な
発
見
を
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
本
領
は
む

し
ろ
、〈
科
学
〉
と
い
う
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
よ
う
や
く
確
固
た
る
存

在
感
を
示
し
始
め
た
新
た
な
学
知
の
形
態
の
芽
を
守
り
、
育
て
、
次
世
代

に
つ
な
げ
る
と
い
う
、
啓
蒙
家
・
教
育
家
の
側
面
に
こ
そ
あ
っ
た
。
ま
た

彼
は
、
科
学
を
、
今
日
の
よ
う
に
伝
統
的
な
哲
学
と
は
切
り
離
さ
れ
た
別

個
の
、
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
的
な
方
面
に
特
化
し
た
新
た
な
知
の
形
態
と

し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
風
潮
に
対
抗
し
て
、
あ
く

ま
で
人
文
学
的
伝
統
知
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
科
学
的
な
精
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こ
の
対
立
の
図
式
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
護
教
派
勢
力
は
ほ
ど
な
く
守

勢
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
彼
ら
が
論
争
の
場

で
破
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
現
実
社
会
に
お
い
て
当

時
深
刻
化
し
て
い
た
、
都
市
労
働
者

│
読
書
家
層
と
重
な
る

│
の
貧

困
や
住
環
境
の
悪
化
、
凶
悪
犯
罪
の
頻
発
な
ど
と
い
っ
た
社
会
問
題
に
対

す
る
大
衆
の
不
満
が
、「
こ
の
世
の
不
幸
を
な
ぜ
全
知
全
能
の
神
は
放
置

さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
〈
神
義
論
〉
的
な
疑
念
と
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
護

教
派
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
疑
念
に
対
し
て
な
ん
ら
有
効
な

解
答
を
用
意
で
き
な
い
キ
リ
ス
ト
教
側
に
対
す
る
失
望
が
、
彼
ら
を
次
第

に
、
聴
衆
に
よ
る
判
定
負
け
の
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
こ
の
論
争
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
民
心
は
離
れ
て
行
く

こ
と
に
な
っ
た
。

社
会
倫
理
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
と
仏
教
の
流
行

　
既
成
の
キ
リ
ス
ト
教
会
へ
の
信
仰
を
保
て
な
く
な
っ
た
民
衆
は
、
魂
の

救
済
を
代
替
宗
教
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
現
れ
が
、
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
リ
ズ
ム
、
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
大
流
行
で
あ
り
、
東
洋
の
宗
教
、
と

り
わ
け
仏
教
へ
の
関
心
の
高
ま
り）

5
（

で
あ
っ
た
。

　
何
故
仏
教
だ
っ
た
の
か
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
け
る
宗
教
状
況

を
研
究
し
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
（Franklin, The Lotus and the Cion,  

p.20
）
は
、
⑴
成
立
の
経
緯
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
（
新
教
）
と
似
て
い
る

こ
と
、
⑵
開
祖
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
が
魅
力
的
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
そ
の
⑶
高
い
倫
理
性
か
ら
、
ほ
か
な
ら
ぬ
仏
教
が
イ
ギ
リ
ス
の

新
興
読
書
家
層
の
心
を
捉
え
た
の
だ
と
分
析
し
て
い
る
。
実
際
、
当
時
の

　
こ
の
変
化
を
受
け
て
、
新
し
い
時
代
の
大
衆
に
対
し
て
「
知
」
と
は
何

か
を
啓
蒙
・
紹
介
す
る
存
在
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
需
要
に
応
え
る
形
で

最
先
端
の
知
で
あ
る
「
科
学
」
の
精
神
や
方
法
、
思
考
法
を
啓
蒙
し
、
そ

の
振
興
・
普
及
に
尽
力
し
た
良
識
派
知
識
人
の
代
表
的
存
在
が
こ
の
Ｔ
・

ハ
ク
ス
リ
ー
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
同
志
を
集
め
て
知
識
人
サ

ー
ク
ル
を
構
成
す
る
の
だ
が
、
彼
ら
の
間
で
そ
の
当
時
、
一
般
読
者
層
を

も
巻
き
込
ん
で
大
い
に
議
論
さ
れ
た
話
題
が
〈
進
化
論
〉
論
争
を
め
ぐ
っ

て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

〈
進
化
論
〉
論
争
の
影
響

　〈
進
化
論
〉
論
争
は
一
八
五
九
年
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
源
』
の

発
刊
を
契
機
に
表
面
化
し
た
。
進
化
論
的
な
言
説
は
必
ず
し
も
ダ
ー
ウ
ィ

ン
が
初
め
て
言
い
出
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
と
き
は
前
述
の

知
識
の
大
衆
化
と
い
う
時
代
状
況
の
変
化
が
背
景
と
な
り
、
同
書
の
出
版

を
契
機
に
ま
ず
論
壇
に
お
い
て
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
し
た
論
争
が
、
印
刷
物
を

通
じ
て
す
ぐ
さ
ま
大
衆
に
波
及
し
て
社
会
現
象
に
ま
で
発
展
し
た
の
で
あ

る
。

　〈
進
化
論
〉
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
大
衆
化
す
る
に
及
ん
で
や
が
て
科
学

と
宗
教
の
対
立
と
い
う
形
に
単
純
化
さ
れ
一
段
と
先
鋭
化
し
た
。
す
な
わ

ち
、
Ａ
・
コ
ン
ト
（Isidore Auguste M

arie François Xavier Com
te, 

1798

│1857

）
に
始
ま
る
実
証
主
義
（Positivism

）
の
流
れ
を
汲
み
）
4
（

、〈
進

化
論
〉
と
い
う
科
学
思
想
を
奉
じ
る
進
歩
的
知
識
人
の
グ
ル
ー
プ
と
、
聖

書
の
記
述
を
尊
重
し
、
教
会
の
擁
護
に
回
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
護
教
派
の
グ

ル
ー
プ
と
の
対
立
と
い
う
形
に
収
斂
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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も
の
へ
と
移
っ
て
行
き
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
仏
教
は
こ
の
後
、
神
智
学

協
会
（Theosophical Society

）
を
筆
頭
と
す
る
、
仏
教
を
取
り
入
れ
た

〈
混
成
宗
教
〉
に
そ
の
地
位
を
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
進
歩
的
知
識
人
の
間
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
護
教
勢
力
と
の
論
争

の
中
で
浮
上
し
て
き
た
前
述
の
〈
神
義
論
〉
の
問
題
、
お
よ
び
そ
れ
を
踏

ま
え
た
社
会
倫
理
の
問
題
が
、
次
の
検
討
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
仏
教
も
ま
た
、
そ
の
存
在
意
義
を
社
会
倫
理
と
い

う
問
題
圏
の
中
で
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
　
論
壇
の
最
前
線
で
議
論
さ
れ
て
い
た
内
容
、

　
　
そ
の
レ
ベ
ル

社
会
倫
理
の
問
題
と
ス
ペ
ン
サ
ー
の
〈
社
会
進
化
論
〉

　
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
都
市
部
へ
の
人
口
集
中

に
起
因
す
る
社
会
問
題
が
深
刻
化
し
て
お
り
、
そ
れ
を
一
つ
の
き
っ
か
け

と
し
て
、〈
神
義
論
〉
の
是
非
を
検
討
し
よ
う
と
い
う
機
運
が
言
論
界
で

高
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
問
題
意
識
に
直
結
す
る
形
で
社
会
倫
理

│
人
間

社
会
は
倫
理
的
で
あ
る
か
否
か
。
ま
た
、
社
会
に
お
け
る
善
と
は
何
か

│
と
い
う
テ
ー
マ
が
俄
か
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
テ
ー
マ
に
対
し
て
、〈
社
会
進
化
論
〉（Social D

arw
inism

）
と
い

う
立
場
か
ら
一
つ
の
回
答
を
提
起
し
た
の
が
Ｈ
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（H

erbert 
Spencer, 1820

│1903

）
で
あ
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

訓
練
を
受
け
て
い
な
い
在
野
の
思
想
家
で
あ
っ
た
が
、
生
物
学
に
お
け
る

〈
適
者
生
存
〉（Survival of the fittest

）
の
法
則
が
人
間
社
会
全
般
に
も

仏
教
人
気
は
大
変
な
も
の
で
、
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
を
叙
情
的
に
綴
っ
た
サ

ー
・
Ｅ
・
ア
ー
ノ
ル
ド
のThe Light of A

sia

は
、
一
八
七
九
年
の
発

刊
直
後
か
ら
空
前
の
売
れ
行
き
を
示
し
、
社
会
現
象
と
言
わ
れ
る
ま
で
に

な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
仏
教
へ
の
関
心
は
当
時
の
一
般
読
書
家
層
の
隅
々
に
ま
で
行

き
渡
り
、
一
時
期
彼
ら
の
話
題
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
研
究

が
進
み
そ
の
教
理
が
よ
り
詳
し
く
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
今
度

は
知
識
人
層
が
こ
の
宗
教
を
「
合
理
的
・
科
学
的
な
宗
教
」
と
評
価
し
て

重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
「
合
理
的
・
科
学
的
な
宗
教
」
と
い
う

表
現
で
一
般
に
意
図
さ
れ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
格
神
を
立
て
な

い
と
い
う
こ
と
、〈
特
殊
創
造
説
〉
を
唱
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
時
の
知
識
人
層
は
特
に
、〈
輪
廻
／
業
の
思
想
〉
を
説
く
と
い

う
点
に
注
目
し
た
。
今
日
で
は
仏
教
に
お
け
る
迷
信
・
妄
想
の
最
た
る
も

の
と
さ
れ
る
〈
輪
廻
／
業
の
思
想
〉
で
あ
る
が
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お

い
て
は
業
に
よ
る
転
生
を
説
く
こ
の
説
が
、
遺
伝
と
世
代
交
代
に
よ
る
生

物
種
の
進
化
を
説
く
〈
進
化
論
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
、
仏
教
は
最
新

の
科
学
で
あ
る
〈
進
化
論
〉
と
親
和
す
る
宗
教
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
護
教

派
グ
ル
ー
プ
と
対
立
し
て
い
た
進
歩
的
知
識
人
た
ち
に
大
い
に
受
容
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
広
く
一
般
に
浸
透
し
た
仏
教
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰
を
保
て
な
く
な
っ
た
人
々
の
受
け
皿
と
し
て
人
気

を
集
め
た
と
い
う
性
格
が
強
く
、
そ
の
教
義
理
解
の
平
均
値
も
必
ず
し
も

高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
大
衆
の
関
心
は
よ
り
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
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も
、
社
会
の
成
員
に
自
由
に
競
争
さ
せ
れ
ば
自
ず
と
あ
る
べ
き
理
想
状
態

へ
と
向
か
っ
て
進
化
を
続
け
る
。
つ
ま
り
人
間
社
会
の
倫
理
性
は
自
然
状

態
に
お
い
て
最
も
発
揮
さ
れ
る
の
だ
か
ら
〈
自
由
放
任
〉
こ
そ
が
最
善
＝

倫
理
的
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ス
ペ
ン
サ
ー
説
に
基
づ
く
社
会
倫
理
で
あ

っ
た
。

ロ
マ
ネ
ス
・
レ
ク
チ
ャ
ー

　
さ
て
、
こ
の
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
自
由
放
任
に
よ
る
社
会
倫
理
の
進
化
と

い
う
考
え
方
に
反
対
し
た
の
が
ハ
ク
ス
リ
ー
で
あ
る
。
共
に
進
化
論
の
擁

護
者
と
し
て
思
想
上
の
共
通
点
も
多
か
っ
た
二
人
だ
が
、
こ
の
点
こ
そ
は

両
者
の
立
場
を
分
け
る
分
水
嶺
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
ハ
ク
ス
リ
ー
の
見
解
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
言
論
界
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
の
問
い
に
対

す
る
ハ
ク
ス
リ
ー
か
ら
の
最
終
回
答
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
が
、「
進
化

と
倫
理
」（Evolution &

 Ethics

）
と
題
さ
れ
た
有
名
な
ロ
マ
ネ
ス
・
レ
ク

チ
ャ
ー
で
あ
り
、
そ
の
講
演
録
に
序
文
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
」
を
付
し
て
出

版
さ
れ
た
の
が
同
名
の
書
物
『
進
化
と
倫
理
』（
一
八
九
四
年
）
で
あ
っ

た
。
死
の
わ
ず
か
二
年
前
に
上
梓
さ
れ
た
ハ
ク
ス
リ
ー
最
晩
年
の
こ
の
著

作
は
、〈
進
化
論
〉
を
軸
に
展
開
し
て
き
た
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス

の
言
論
状
況
を
常
に
そ
の
中
心
に
あ
っ
て
リ
ー
ド
し
て
き
た
ハ
ク
ス
リ
ー

の
社
会
思
想
の
集
大
成
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
彼
な
り
の
結
論
的

見
解
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
ロ
マ
ネ
ス
・
レ
ク
チ
ャ
ー
と
は
、
ハ
ク
ス
リ
ー
の
友
人
で
も
あ
っ
た
生

物
学
者
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
マ
ネ
ス
教
授
が
一
八
九
二
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

働
く
と
す
る
独
自
の
理
論
）
6
（

を
発
表
し
、
そ
の
思
想
は
当
時
の
流
行
哲
学
と

な
っ
て
い
た
。

　〈
適
者
生
存
〉
を
強
調
す
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
こ
の
思
想
に
従
え
ば
、
生

物
は
一
般
に
、
生
存
競
争
の
中
で
環
境
に
よ
り
良
く
適
応
し
た
者
が
生
き

残
る
と
い
う
自
然
選
択
が
繰
り
返
さ
れ
る
中
で
、
種
全
体
と
し
て
進
化
し

て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
善
、
良
な
る
も
の
が

生
き
残
る
、
と
説
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
最
も
適
応
し
た
者
が
生
き

残
る
と
い
う
こ
の
思
想
は
、
容
易
に
「
生
き
残
っ
た
も
の
が
善
、
良
な
る

も
の
で
あ
る
」
と
い
う
俗
流
の
現
状
肯
定
の
解
釈
に
転
化
し
得
る
も
の
で

あ
っ
た
。
事
実
、
文
字
通
り
「
弱
肉
強
食
」
を
自
然
法
則
と
し
て
説
く
こ

の
思
想
は
、
人
間
こ
そ
が
こ
の
世
界
の
主
権
者
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を

補
強
す
る
こ
と
に
な
っ
た
し
、
さ
ら
に
は
、
当
時
世
界
で
最
も
強
力
で
あ

っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
こ
そ
が
、
最
も
時
代
に
適
応
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
最
も
優
れ
た
存
在
な
の
だ
と
い
う
思
想
を
育
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ま
た
〈
適
者
生
存
〉
を
前
面
に
出
す
こ
の
思
想
は
〈
自
由
放
任
〉
を
是

と
す
る
も
の
で
あ
る
。〈
生
存
競
争
〉
に
よ
り
弱
者
や
敗
者
が
ふ
る
い
落

と
さ
れ
る
こ
と
が
結
果
的
に
種
全
体
と
し
て
の
進
化
に
つ
な
が
る
と
い
う

の
で
あ
り
、
社
会
は
下
手
な
介
入
を
受
け
ず
完
全
に
自
然
状
態
で
放
置
さ

れ
た
場
合
に
こ
そ
最
も
早
く
進
化
し
、
弱
者
や
敗
者
へ
の
扶
助
は
い
た
ず

ら
に
そ
の
進
化
の
ス
ピ
ー
ド
を
遅
く
す
る
だ
け
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ペ
ン
サ
ー
は
こ
の
進
化
の
法
則
が
生
物
個
体
の
形
質
的
側
面
の
み
な

ら
ず
精
神
的
な
側
面
に
つ
い
て
も
、
ひ
い
て
は
社
会
に
つ
い
て
も
同
様
に

働
い
て
い
る
と
主
張
す
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
人
間
社
会
の
文
明
化



120

構
想
の
中
核
に
あ
る
の
は
「
自
然
は
非
倫
理
的
で
あ
る
」
と
い
う
ア
イ
デ

ア
で
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
と
は
対
照
的
に
、
彼
は
人
為
の
加
わ
ら
な
い

〈
自
由
放
任
〉
と
い
う
意
味
で
の
〈
自
然
〉（nature

）
を
〈
宇
宙
過
程
〉

（cosm
ic process

）
と
名
付
け
、
そ
の
基
本
的
な
性
格
に
つ
い
て“neither 

m
oral nor im

m
oral, but sim

ply unm
oral”

で
あ
る
、
と
す
る
。
大
宇

宙
・
大
自
然
の
運
行
は
、
そ
の
背
後
に
神
の
存
在
を
想
定
で
き
る
よ
う
な

善
な
る
も
の
で
も
、
秩
序
だ
っ
た
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
り
、
人
間
の
生

存
に
と
っ
て
の
都
合
な
ど
と
は
無
関
係
に
流
れ
行
く
奔
流
の
如
き
も
の
で

あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
ハ
ク
ス
リ
ー
は
、
人
類
の
文
明
化
の
歴
史
は
、

こ
の
奔
流
の
よ
う
な
〈
宇
宙
過
程
〉
の
力
に
対
抗
し
て
、
ち
ょ
う
ど
荒
れ

果
て
た
野
原
に
庭
を
造
成
し
て
い
く
よ
う
に
、
人
間
の
領
域
を
少
し
ず
つ

拡
大
し
て
い
く
試
み
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
〈
宇
宙
過
程
〉
に

対
抗
し
て
と
ら
れ
る
人
為
的
な
営
み
は
〈
園
芸
過
程
〉（horticultural 

process

）
と
名
付
け
ら
れ
た
。
ハ
ク
ス
リ
ー
に
従
え
ば
世
界
各
地
で
発

展
・
展
開
し
た
文
明
と
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
〈
園
芸
過
程
〉
の
範
疇
に
入

る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　〈
宇
宙
過
程
〉
は
外
界
の
み
な
ら
ず
、
生
物
の
内
的
世
界
に
も
存
在
し

て
い
る
。
人
間
に
つ
い
て
言
え
ば
獣
的
な
本
能
が
そ
れ
で
あ
る
。
人
間
は

外
界
に
つ
い
て
と
同
様
、
こ
の
内
界
の
〈
宇
宙
過
程
〉
に
対
し
て
も
〈
園

芸
過
程
〉
を
以
っ
て
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
過
程
で

生
ま
れ
る
も
の
こ
そ
倫
理
で
あ
り
、
道
徳
で
あ
り
、
宗
教
な
の
で
あ
る
。

ー
ド
大
学
に
開
設
し
た
公
開
レ
ク
チ
ャ
ー
で
あ
り
、
こ
れ
は
今
日
も
続
け

ら
れ
て
い
る
。
科
学
と
宗
教
・
文
化
・
社
会
と
の
関
わ
り
を
テ
ー
マ
と
し

た
講
演
が
行
わ
れ
る
が
、
演
題
が
講
演
者
に
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、

講
演
者
の
人
選
）
7
（

か
ら
、
そ
の
内
容
は
当
時
の
言
論
界
の
状
況
を
反
映
し
て

自
ず
と
〈
進
化
論
〉
や
社
会
倫
理
の
方
面
に
向
く
も
の
と
な
っ
た
。

　
ハ
ク
ス
リ
ー
は
そ
の
第
二
回
講
演
の
講
演
者
と
し
て
演
壇
に
立
つ
の
で

あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
学
術
研
究
者
を
主
な
対
象
と
す
る
講
演
会
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
、
東
西
両
洋
の
古
典
学
へ
の
該
博
な
知
識
を
縦
横
に
駆
使

し
た
非
常
に
高
度
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
す
べ
て
の
宗
教
的
伝
統

―
東
洋
の
で
あ
れ
、
イ
オ
ニ
ア
の
で
あ
れ
、
ヘ
ブ
ラ
イ
の
で
あ
れ

―

は
倫
理
的
体
系
を
構
築
し
て
い
る
と
論
じ
る
こ
と
で
、
…
…
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
時
代
の
人
々
が
文
明
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
た
倫
理
体
系
や
正
義
の

感
覚
を
高
度
に
発
展
さ
せ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
で
あ
る
と
い
う
主

張
に
反
論
」（
パ
ラ
デ
ィ
ス
他
『
進
化
と
倫
理
』
一
九
九
五
年
、
二
四
七
頁
）

す
る
こ
と
を
意
図
し
て
の
ハ
ク
ス
リ
ー
の
工
夫
で
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に

そ
の
副
産
物
と
し
て
、
一
九
世
紀
末
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
イ
・
レ
ベ
ル
な
知
識

人
階
層
が
構
成
す
る
論
壇
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
思
想
、
仏
教
と
い
っ

た
イ
ン
ド
の
思
想
が
、
ど
う
い
っ
た
典
拠
に
基
づ
き
、
西
洋
の
伝
統
的
な

学
問
的
知
見
と
の
比
較
の
上
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
、
ま
た

そ
の
水
準
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
を
我
々
に
提
供
す
る
も
の
と
な
っ

た
。

ハ
ク
ス
リ
ー
の
社
会
思
想
の
基
本
構
想

　『
進
化
と
倫
理
』
に
説
か
れ
る
ハ
ク
ス
リ
ー
の
社
会
倫
理
思
想
の
基
本
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十
分
に
対
抗
す
る
力
を
持
ち
得
ず
翻
弄
さ
れ
て
い
る
段
階
に
あ
っ
て
、
人

間
の
側
で
と
り
得
る
最
善
の
策
と
し
て
考
案
さ
れ
た
の
が
、
内
的
な
自
然

で
あ
る
獣
的
な
本
能
を
抑
圧
し
〈
宇
宙
過
程
〉
と
の
直
接
的
な
対
決
を
避

け
る
と
い
う
〈
静
寂
主
義
〉
で
あ
り
、
そ
の
同
じ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
る
も

の
と
し
て
、
古
代
イ
ン
ド
の
思
想
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
は
軌
を
一
に

し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
涅
槃
」（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
は
「
不
動
心
」（
ア
パ
テ
ィ
ア
）
か

　〈
静
寂
主
義
〉
と
い
う
時
、
ハ
ク
ス
リ
ー
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
双
方

が
理
想
の
境
地
と
し
て
唱
え
る
〈
涅
槃
〉（nirvana

）
8
（

）
と
〈
不
動
心
〉

（apatheia

）
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
だ
ろ
う
。

　〈
涅
槃
〉
を
論
じ
る
上
で
ハ
ク
ス
リ
ー
は
、
当
時
の
パ
ー
リ
仏
教
研
究

に
お
け
る
権
威
で
あ
る
Ｔ
・
Ｗ
・
リ
ス
＝
デ
イ
ヴ
ィ
ズ
（Thom

as 
W
illiam

 Rhys D
avids, 1843

│1922

）、
Ｈ
・
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
（H

erm
ann 

O
ldenberg, 1854

│1920

）
の
著
作
・
講
演
録
を
か
な
り
入
念
に
読
み
込

み
、
自
説
に
逐
一
詳
細
な
註
記
を
付
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
『
進
化
と

倫
理
』
に
見
ら
れ
る
ハ
ク
ス
リ
ー
の
仏
教
理
解
は
、
恣
意
的
な
と
こ
ろ
の

な
い
、
当
時
の
学
問
水
準
の
上
限
に
迫
る
厳
密
な
も
の
で
あ
り
、
自
ら
理

想
と
す
る
「
科
学
者
」
の
姿
を
体
現
し
た
立
派
な
も
の
だ
と
見
る
こ
と
が

で
き
る）

9
（

。
一
方
で
、
仏
教
を
含
む
古
代
イ
ン
ド
の
宗
教
を
〈
静
寂
主
義
〉

と
捉
え
る
理
解
の
仕
方
そ
れ
自
体
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
論
界
で
は
「
仏

教
徒
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
Ａ
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル

（Arthur Schopenhauer, 1788

│1860

）
の
説
以
来
、
あ
る
種
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
化
し
た
見
方
と
い
え
、
仏
教
の
解
釈
と
し
て
は
凡
庸
の
域
を
出
な

四
　
ハ
ク
ス
リ
ー
の
理
論
に
お
け
る
仏
教
＝
静
寂
主
義

　
　
と
い
う
捉
え
方
の
意
義

〈
宇
宙
過
程
〉
と
倫
理
思
想

　
前
述
の
よ
う
に
ハ
ク
ス
リ
ー
は
、
ロ
マ
ネ
ス
・
レ
ク
チ
ャ
ー
に
お
い
て

キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
い
く
つ
か
の
宗
教
的
伝
統
の
教
義
を
挙
げ
て
、
そ
れ

ら
が
い
ず
れ
も
独
自
に
倫
理
的
体
系
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と

で
、〈
宇
宙
過
程
〉
に
抗
い
、
自
ら
の
生
活
圏
を
開
拓
し
て
ゆ
く
営
為
と

し
て
の
こ
の
倫
理
的
精
神
が
人
間
精
神
に
と
っ
て
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。

　
た
だ
し
そ
の
倫
理
的
精
神
の
発
露
で
あ
る
と
こ
ろ
の
宗
教
的
教
義
は
、

各
々
の
時
代
・
地
域
の
人
間
が
〈
宇
宙
過
程
〉
に
対
抗
す
べ
く
発
揮
で
き

た
力
の
度
合
い
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
限
界
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
、
と

ハ
ク
ス
リ
ー
は
考
え
た
。
レ
ク
チ
ャ
ー
の
中
で
彼
は
、
主
に
イ
ン
ド
と
ギ

リ
シ
ア
の
思
想
、
と
り
わ
け
仏
教
内
外
の
イ
ン
ド
の
シ
ュ
ラ
マ
ナ
の
哲
学

と
、
ギ
リ
シ
ア
の
ス
ト
ア
派
の
哲
学
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
を
〈
静
寂

主
義
〉(quietism

)

と
一
括
り
に
し
て
説
明
し
て
い
る
。

　
イ
ン
ド
思
想
、
ギ
リ
シ
ア
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
を
持
つ
思
想
体

系
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ク
ス
リ
ー
は
両
者
を
一
括
り
に
す
る
。

こ
れ
は
、〈
宇
宙
過
程
〉
に
対
抗
す
る
人
間
の
営
為
と
い
う
切
り
口
で
見

る
限
り
、
こ
の
二
つ
の
体
系
は
同
じ
段
階
に
あ
る
思
想
と
み
な
し
う
る
と

判
断
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
圧
倒
的
な
力
の
差
を
も

っ
て
人
間
の
前
に
現
前
す
る
〈
宇
宙
過
程
〉
に
対
し
、
人
間
知
性
が
未
だ
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在
し
て
い
る
〈
良
心
〉
や
〈
共
感
〉
に
基
づ
き
、〈
宇
宙
過
程
〉
に
対
抗

し
て
倫
理
的
に
最
良
の
も
の
を
人
為
的
に
残
し
て
い
く
べ
く
、
科
学
・
技

術
の
力
を
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
だ
と
説
く
。〈
宇
宙
過
程
〉
に
対
抗
す

る
術
を
持
た
な
い
無
力
な
古
代
人
が
夢
見
た
で
あ
ろ
う
倫
理
的
な
社
会
を

今
こ
そ
現
実
の
も
の
と
す
べ
く
立
ち
上
が
る
の
が
近
代
人
の
使
命
だ
と
聴

衆
を
鼓
舞
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
言
論
界
を
代
表
す
る
進
歩
的
知

識
人
Ｔ
・
ハ
ク
ス
リ
ー
を
と
り
あ
げ
て
、
当
時
の
知
識
人
が
、
そ
の
時
代

特
有
の
思
想
環
境
の
中
で
、
周
囲
で
進
む
異
分
野
の
学
術
研
究
の
成
果
も

取
り
入
れ
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
思
想
を
体
系
化
し
て
い
っ
た
か
と

い
う
こ
と
を
見
て
き
た
。

　
ハ
ク
ス
リ
ー
個
人
の
仏
教
理
解
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
そ
の
内
容
が

パ
ー
リ
仏
教
の
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
な
ど
限
界
も
あ
り
、
あ
ま
り
見
る

べ
き
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
の
問
題
意
識
に
応
じ
て
古

今
東
西
の
思
想
を
研
究
・
整
理
し
、
し
っ
か
り
と
咀
嚼
し
た
上
で
自
ら
の

思
想
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
て
ゆ
く
彼
の
手
法
は
、
そ
れ
自
体
、
比
較
思

想
研
究
の
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
は

仏
教
研
究
者
で
も
ス
ト
ア
哲
学
研
究
者
で
も
な
か
っ
た
が
、
比
較
思
想
の

先
駆
的
な
実
践
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

■
文
献
一
覧

J.Jefferey Franklin, The Lotus and the Lion:
Buddhism

 and the British 
Em
pire, N

ew
 D
elhi:M

unshiram
 M
anoharlal Publisher Pvt. Lm

d.,2009.

佐
々
木
一
憲
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
〈
総
合
仏
教
〉
と
〈
近
代

い
。

　
ス
ト
ア
思
想
の
理
解
に
つ
い
て
の
評
価
は
筆
者
の
手
に
余
る
が
、
仏
教

や
イ
ン
ド
思
想
の
扱
い
方
を
見
る
限
り

―
西
欧
知
識
人
と
し
て
ギ
リ
シ

ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
に
つ
い
て
の
造
詣
は
当
然
の
こ
と
深
か
っ
た
だ
ろ
う

が

―
、〈
不
動
心
〉
の
理
解
も
お
そ
ら
く
〈
涅
槃
〉
の
扱
い
に
準
じ
た

良
く
も
悪
く
も
厳
密
に
「
科
学
的
」
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ

れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
ハ
ク
ス
リ
ー
は
、〈
涅
槃
〉〈
不
動
心
〉
そ
れ
ぞ
れ
が
も

つ
固
有
の
特
徴
を
ほ
と
ん
ど
捨
象
し
て
し
ま
っ
て
、「
本
能
の
滅
却
あ
る

い
は
完
全
な
制
御
」
と
い
う
一
点
に
絞
っ
て
括
り
だ
し
、
自
ら
の
体
系
の

中
の
一
段
階
と
し
て
組
み
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
あ
る
は
ず
の

特
異
性
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
て
、〈
涅
槃
〉（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
と
〈
不
動

心
〉（
ア
パ
テ
ィ
ア
）
を
〈
静
寂
主
義
〉
と
い
う
一
つ
の

―
あ
る
意
味

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
観
点
か
ら

―
一
括
り
に
し
て
し
ま
う
こ
と
、
こ
れ

が
良
く
も
悪
く
も
ハ
ク
ス
リ
ー
の
古
代
宗
教
の
捉
え
方
で
あ
っ
た
と
総
括

で
き
る
だ
ろ
う
。

五
　
ま
と
め

　
古
代
イ
ン
ド
と
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
を
〈
宇
宙
過
程
〉
と
の
対
決
を
避
け

た
〈
静
寂
主
義
〉
と
一
括
し
た
ハ
ク
ス
リ
ー
は
そ
の
後
、
科
学
・
技
術
を

手
に
し
た
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
話
題
を
移
し
て
、
自
分
達
は
人
類
史
上

初
め
て
〈
宇
宙
過
程
〉
に
対
抗
し
得
る
現
実
的
な
力
を
手
に
し
た
存
在
な

の
だ
、
と
宣
言
す
る
。
続
け
て
彼
は
、
今
こ
そ
人
類
は
、
人
間
精
神
に
潜
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（
さ
さ
き
・
か
ず
の
り
、
イ
ン
ド
中
観
派
・
近
代
仏
教
学
、

公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
方
研
究
所
専
任
研
究
員
）

（
本
研
究
は
平
成
二
二
―
二
四
年
度
　
科
学
研
究
費
補
助
金 

若
手
研
究
（
Ｂ
）「
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
仏
教
観
形
成
と
〈
近
代
仏
教
学
〉」（
課
題
番
号
：22720097

）
の

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
）

仏
教
学
〉」『
パ
ー
リ
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
三
号
、
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
会
、
二

〇
〇
九
年
。

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
パ
ラ
デ
ィ
ス
／
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｃ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
進
化
と
倫
理
―
ト

マ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
の
進
化
思
想
―
』〔
一
九
八
九
年
〕
小
林
傳
司
他
訳
、
産
業
図
書
、

一
九
九
五
年
。

松
永
俊
男
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
め
ぐ
る
人
々
』
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。

　（
1
）
し
か
し
こ
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
論
争
の
真
相
は
巷
間
伝
え
ら
れ
て
い
る
所

と
は
大
分
違
っ
て
い
た
よ
う
だ
。松
永
俊
男
（1987

）参
照
。

　（
2
）
ハ
ク
ス
リ
ー
は
科
学
の
中
に
科
学
的
に
検
証
で
き
な
い
思
弁
的
な
要
素
（
形

而
上
学
的
議
論
や
神
秘
的
要
素
）が
交
じ
る
こ
と
を
こ
と
の
ほ
か
嫌
っ
た
。

　（
3
）Franklin

（2009

）Chapter 2.

　（
4
）
コ
ン
ト
は
人
間
の
思
想
は
神
学
↓
形
而
上
学
／
哲
学
↓
科
学
と
い
う
三
段
階

を
経
て
進
化
・
発
展
す
る
と
い
う
〈
三
段
階
の
法
則
〉(Loi des trois états)

を

唱
え
た
。こ
れ
は
宗
教
に
対
す
る
科
学
の
優
位
を
唱
え
る
際
に
も
ち
出
さ
れ
る
定

番
の
論
拠
の
一
つ
で
あ
る
。

　（
5
）
Ｆ
・
マ
ッ
ク
ス
＝
ミ
ュ
ラ
ー
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
招
聘
さ
れ
、比
較
文
献

学
講
座
の
主
任
教
授
と
な
る
。彼
は
「
東
洋
聖
典
叢
書
」の
発
刊
な
ど
を
通
じ
て

一
般
読
者
層
に
東
洋
の
宗
教
を
紹
介
す
る
役
割
を
担
う
が
、そ
れ
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
東
洋
学
の
中
心
は
ロ
ン
ド
ン
に
移
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　（
6
）
個
人
間
あ
る
い
は
国
家
間
の
生
存
競
争
に
よ
っ
て
社
会
が
進
歩
す
る
と
い
う

主
張
。彼
の
〈
総
合
哲
学
〉は
〈
胚
に
お
け
る
フ
ォ
ン
・
ベ
ー
ア
の
法
則
〉に
ヒ
ン

ト
を
得
た
、一
様
性
か
ら
多
様
性
へ
と
進
む
分
化
増
加
の
法
則
性
と
い
う
ア
イ
デ

ア
に
貫
か
れ
て
い
る
。

　（
7
）
第
一
回
は
護
教
派
で
首
相
の
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
、第
二
回
が
ハ
ク
ス
リ
ー
。

　（
8
）
こ
こ
で
は
仏
教
外
の
入
滅
の
境
地
も
「
涅
槃
」と
さ
れ
て
い
る
。

　（
9
）
例
え
ば
、ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
関
し
て
仏
教
で
の
理
解
と
他
の
イ
ン
ド
の
宗
教
に

お
け
る
そ
れ
の
微
妙
な
違
い
を
明
確
に
区
別
し
て
描
写
し
て
い
る
点
や
仏
教
の

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
が
虚
無
主
義
と
は
異
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
な
ど
は
、ハ
ク
ス

リ
ー
の
読
解
の
厳
密
さ
を
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。


