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一

　人
文
学
を
め
ぐ
る
現
代
の
状
況
か
ら

　仏
教
学
の
最
前
線
で
起
き
て
い
る
問
題
を
比
較
思
想
と
い
う
場
に
お
い

て
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
と
き
、
人
文
学
全
体
が
か
か
え
る
方
法
的
課

題
に
立
ち
も
ど
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
幾
度
か
論
じ
た
よ
う
に）

1
（

、
仏

教
学
に
お
け
る
重
要
な
思
想
的
課
題
は
、
存
在
論
、
意
識
論
、
言
語
論
の

三
者
の
内
実
と
相
互
の
関
係
を
い
か
に
扱
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
三
つ
の
要
素
が
構
成
す
る
形
状
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
正
三
角
形
に

な
る
こ
と
が
、
理
念
的
に
は
望
ま
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
あ
ら
ゆ

る
学
術
が
そ
れ
ぞ
れ
の
学
知
の
構
築
を
目
的
と
す
る
以
上
、
広
い
意
味
で

の
言
語
論
は
存
在
論
と
意
識
論
と
を
架
橋
し
、
あ
る
い
は
と
き
に
包
摂
す

る
。　こ

の
点
に
か
ん
し
て
人
文
学
は
現
在
、
二
つ
の
異
な
っ
た
動
き
が
交
錯

す
る
、
や
や
複
雑
な
状
況
に
立
ち
い
た
っ
て
い
る
。
第
一
の
動
き
は
、
人

文
学
の
中
心
的
権
威
で
あ
る
歴
史
学
を
め
ぐ
っ
て
前
世
紀
後
半
か
ら
本
格

化
し
た
「
言
語
論
的
転
回
」
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
諸
分
野
に
お
い
て
い

ま
だ
に
十
分
に
対
応
し
き
れ
て
い
な
い
。
第
二
の
動
向
は
、
今
世
紀
に
入

っ
て
に
わ
か
に
顕
在
化
し
て
き
た
、
哲
学
に
お
け
る
「
新
た
な
実
在
論
」

の
出
現
で
あ
る
。
こ
の
動
き
は
出
現
し
た
ば
か
り
で
ま
だ
評
価
が
定
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
第
一
の
動
き
を
超
え
よ
う
と
す
る
こ

の
企
図
は
、
第
一
の
課
題
を
論
ず
る
う
え
で
も
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

　第
一
の
課
題
で
あ
る
言
語
論
的
転
回
を
主
導
す
る
、
歴
史
、
哲
学
、
文

学
研
究
に
お
け
る
、
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
、
ポ

ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
と
い
っ
た
論
者
た
ち
は
、
第
二
節
で
み
る
よ
う
に
、
存

在
と
意
識
の
問
題
は
言
語

│
詳
細
に
は
言
述discourse

│
の
地
平

を
逃
れ
え
な
い
と
い
う
事
態
を
詳
細
に
解
明
し
、
そ
れ
ま
で
隠
れ
て
い
た

事
態
を
顕
在
化
さ
せ
た
。
こ
の
理
解
は
、
存
在
の
問
題
を
意
識
の
地
平
へ
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め
、
転
回
が
人
文
学
全
体
に
も
つ
大
き
な
意
義
を
正
当
に
評
価
し
そ
こ
な

っ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
転
回
の
論
者
た
ち

は
、
西
洋
形
而
上
学
の
流
れ
を
総
括
す
る
の
み
な
ら
ず
、
言
説
の
場
の
意

義
を
き
わ
め
て
ゆ
た
か
に
切
り
拓
い
た
。
こ
こ
を
押
さ
え
る
こ
と
な
し
に

人
文
学
の
、
ま
た
仏
教
学
の
方
法
的
課
題
を
適
切
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
う
し
た
理
解
に
立
ち
、
本
稿
は
、
言
語
論
的
転
回
が
仏
教
学
に

与
え
る
意
義
の
要
所
を
紙
幅
に
応
じ
て
た
ど
っ
て
お
く
。

二

　仏
教
学
の
最
前
線
か
ら

　存
在
と
意
識
の
問
題
を
言
語
の
側
に
引
き
と
る
言
語
論
的
転
回
に
つ
い

て
、
こ
の
分
野
を
リ
ー
ド
す
る
歴
史
学
者
の
ひ
と
り
は
「
言
語
が
諸
記
号

の
自
律
的
な
体
系
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
」「
記
号
の
も
つ
意
味
が
な
に

か
本
源
的
な
い
し
先
験
的
で
言
語
外
的
な
基
盤
と
の
関
係
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
諸
記
号
の
あ
い
だ
の
諸
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
」
と
み
て
「
言
説discourse

の
由
来
を
外
部
の
言
語
以
前
的
な
参
照

点
に
求
め
る
こ
と
を
斥
け
、
言
語
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
反
映
す
る
と
い
う
観

念
を
回
避
）
3
（

」
す
る
と
述
べ
る
。

　こ
の
理
解
が
研
究
に
与
え
る
意
義
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
大
乗
仏
教

の
起
源
を
め
ぐ
る
最
先
端
の
論
争
に
目
を
向
け
る
の
が
分
か
り
や
す
い
。

現
在
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
大
乗
仏
教
運
動
の
起
源
が
大
乗
経
典
の
出

現
に
あ
る
こ
と
は
、
文
献
学
と
考
古
学
そ
う
ほ
う
の
研
究
か
ら
ほ
と
ん
ど

の
研
究
者
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
で
は
大
乗
経
典
は
い
か
に
し
て
誕
生
し

た
の
か
。
こ
の
回
答
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
仮
説
は
、
い

と
回
収
し
つ
づ
け
て
き
た
カ
ン
ト
以
降
の
近
代
哲
学
が
至
り
つ
い
た
ひ
と

つ
の
到
達
点
で
あ
る
。
一
見
、
極
端
に
み
え
る
こ
の
主
張
は
、
人
文
学
諸

分
野
の
成
立
を
方
法
論
的
に
規
定
す
る
根
本
的
な
課
題
提
起
と
な
っ
て
い

る
。　そ

れ
に
対
し
て
、
カ
ン
タ
ン
・
メ
イ
ヤ
ス
ー
や
マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ

ル
と
い
っ
た
論
者
た
ち
に
代
表
さ
れ
る
、
新
た
な
実
在
論
と
い
う
第
二
の

課
題
は
、
存
在
の
問
題
を
意
識
か
ら
も
言
語
か
ら
も
切
り
離
し
、
単
独
に

扱
い
う
る
可
能
性
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
は
言
語
論
的
転
回
に
対
す
る

批
判
を
た
ぶ
ん
に
ふ
く
む
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
近
代
哲
学
が
進
ん
で
き

た
方
向
に
対
す
る
疑
義
の
提
起
で
あ
る
。

　周
知
の
ご
と
く
カ
ン
ト
は
物
自
体
を
立
て
つ
つ
、
そ
れ
を
意
識
が
直
接

に
把
握
し
う
る
可
能
性
を
慎
重
に
排
除
し
た
。
こ
こ
で
存
在
と
意
識
と
の

あ
い
だ
に
引
か
れ
た
一
線
は
そ
の
後
の
歴
史
に
お
い
て
強
力
に
作
用
し
、

哲
学
者
た
ち
は
存
在
を
意
識
の
側
に
引
き
と
っ
た
う
え
で
哲
学
成
立
の
原

理
を
立
て
よ
う
と
し
て
き
た
。
カ
ン
ト
以
降
の
こ
う
し
た
流
れ
を
構
築
主

義
と
い
う
こ
と
ば
で
包
摂
す
る
理
解
は
）
2
（

、
近
代
哲
学
の
お
よ
そ
の
傾
向
を

把
握
す
る
う
え
で
有
益
で
あ
る
。
な
に
よ
り
考
察
の
軸
を
存
在
の
側
に
引

き
も
ど
そ
う
と
す
る
企
図
は
、
哲
学
的
思
惟
か
ら
排
除
さ
れ
が
ち
だ
っ
た

宗
教
の
意
義
を
復
権
す
る
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
思
想
の
枠
に
収
ま
ら
な
い

東
洋
の
形
而
上
学
の
特
性
を
把
握
す
る
可
能
性
ま
で
も
示
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。

　こ
う
し
た
あ
ら
た
な
可
能
性
を
秘
め
な
が
ら
も
、
こ
の
論
者
た
ち
は
言

語
論
的
転
回
と
い
う
重
要
課
題
を
あ
ま
り
に
も
急
ぎ
足
で
駆
け
抜
け
る
た
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変
容
を
想
定
し
う
る
た
め
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
言
説
を
と
お
し
て
過
去
が

追
体
験
で
き
る
と
い
う
事
態
の
内
実
が
ま
ず
解
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
か
つ
て
論
じ
た
よ
う
に）

5
（

、
テ
ク
ス
ト
の
言
説
を
読
み
と
き
な
が

ら
過
去
の
宗
祖
の
体
験
の
追
体
験
を
志
向
す
る
論
者
た
ち
に
は
、
い
ま
は

消
滅
し
た
け
れ
ど
も
か
つ
て
存
在
し
た
過
去
が
テ
ク
ス
ト
の
言
説
の
う
え

に
存
在
し
、
そ
の
言
説
を
と
お
し
て
他
者
で
あ
る
宗
祖
の
過
ぎ
去
っ
た
経

験
を
自
身
が
い
ま
現
に
経
験
し
う
る
と
の
了
解
が
あ
る
。
だ
が
い
か
な
る

経
緯
で
こ
れ
が
可
能
と
な
る
の
か
。
以
下
、
こ
の
問
い
へ
の
歴
史
学
者
た

ち
の
対
応
を
リ
ク
ー
ル
の
研
究
か
ら
と
り
あ
げ
る）

6
（

。

　過
去
の
で
き
ご
と
の
追
体
験
を
歴
史
家
の
重
要
な
仕
事
と
み
な
す
代
表

者
ロ
ビ
ン
・
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
が
そ
の
過
程
の
分
析
と
し
て
提
示
す
る
の

は
、
第
一
に
、
で
き
ご
と
を
、
思
念
（thought

思
考
さ
れ
た
も
の
）
と

い
う
で
き
ご
と
の
内
面
と
自
然
的
変
化
に
属
す
る
物
理
的
現
象
と
し
て
の

で
き
ご
と
の
外
面
と
に
分
離
し
、
第
二
に
、
で
き
ご
と
の
連
関
を
再
構
成

す
る
歴
史
家
の
思
念
を
過
去
に
お
い
て
思
念
さ
れ
た
も
の
の
再
思
念
と
み

な
し
、
第
三
に
、
こ
の
再
思
念
を
最
初
に
思
念
さ
れ
た
も
の
と
数
的
に
同

一
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
見
す
る
と
単
純
な
行
為
を
い
た

ず
ら
に
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
に
分
岐
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
経
典
の
記
述
に
経
典
「
作
者
」
の
冥
想
時
の
意
識
変
化
を
辿

っ
て
い
る
と
確
信
す
る
研
究
者
や
、
論
書
に
お
け
る
論
理
展
開
に
著
者
の

哲
学
的
思
惟
を
追
跡
し
て
い
る
と
自
負
す
る
研
究
者
が
、
現
在
の
痕
跡
に

な
に
ゆ
え
に
他
者
の
過
去
の
思
念
が
存
在
し
、
そ
れ
が
自
身
に
現
に
認
識

さ
れ
う
る
の
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
は
そ
の

ず
れ
も
大
乗
経
典
の
「
作
者
」
と
そ
の
内
部
の
意
識
や
外
部
の
環
境
を
め

ぐ
っ
て
の
想
定
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
古
く
か
ら
あ
る
有
力
な
議
論
は
、
大

乗
経
典
形
成
の
起
源
に
は
「
作
者
」
が
経
験
し
た
だ
ろ
う
三
昧
や
禅
定
が

存
在
し
、
そ
れ
を
通
し
て
の
意
識
の
変
容
が
経
典
形
成
の
動
機
に
あ
る
と

み
る
も
の
で
あ
る
。

　こ
の
理
解
は
、
言
説
外
の
体
験
の
問
題
を
テ
ク
ス
ト
の
言
説
考
察
の
基

礎
に
し
う
る
の
か
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
問
い
を
ふ
く
む
ば
か
り
で
な

く
、
禅
定
体
験
を
基
礎
と
す
る
仏
教
理
解
を
徹
底
批
判
す
る
批
判
仏
教
の

評
価
と
も
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
。
最
近
年
で
はLam

bert Schm
ithau-

sen, Robert Scharf, Eli Franco, Christian Lindner

が
こ
の
問
題
を

め
ぐ
っ
て
異
な
る
立
場
か
ら
議
論
を
交
わ
し
て
い
る）

4
（

も
の
の
、
研
究
者
の

議
論
は
総
じ
て
い
ま
だ
甲
論
乙
駁
の
様
相
か
ら
脱
し
切
れ
て
い
な
い
。

　こ
の
問
題
を
適
切
に
あ
つ
か
う
た
め
に
は
、
言
説
、
体
験
、
時
間
、
こ

と
に
過
去
の
実
在
、
歴
史
に
関
わ
る
問
題
を
精
密
に
分
析
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
研
究
に
お
い
て
は
そ
れ
が
な
さ
れ
て

い
な
い
の
だ
。
批
判
仏
教
論
者
に
も
こ
の
視
点
は
欠
落
し
て
お
り
、
こ
こ

に
メ
ス
を
入
れ
な
け
れ
ば
長
い
膠
着
状
態
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
課
題
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
研
究
、
そ
れ
が

言
語
論
的
転
回
の
主
導
者
た
ち
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

三

　過
去
の
実
在
を
め
ぐ
っ
て

　
　│
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
考
察

　大
乗
経
典
成
立
の
背
後
に
三
昧
や
禅
定
に
お
け
る
「
作
者
」
の
意
識
の
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異
は
、
現
在
は
不
在
で
生
命
を
欠
き
な
が
ら
過
去
に
は
実
在
し
生
き
て
い

た
も
の
の
代
理
に
は
な
り
え
な
い
。

　こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
の
は
、
項
と
項
の
あ
い
だ
で
は
な
く
、
関

係
と
関
係
の
あ
い
だ
を
喩
論tropology

に
よ
っ
て
明
確
化
す
る
ヘ
イ
ド

ン
・
ホ
ワ
イ
ト
の
歴
史
理
論
で
あ
る
。
レ
オ
ポ
ル
ト
・
ラ
ン
ケ
の
「
そ
れ

が
じ
っ
さ
い
に
あ
っ
た
よ
う
にw

ie es eigentlich w
ar

」
と
い
う
表
現

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
代
理
表
出
は
「
の
よ
う
に
」
の
表
現
を
介
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
に
独
自
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
し
め
す
。
上
述
の
仏
教
研

究
の
問
題
点
も
ホ
ワ
イ
ト
の
理
解
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
通
し
が

開
け
る
だ
ろ
う
。

四

　歴
史
学
の
言
語
論
的
転
回

　
　│
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト

　大
乗
経
典
の
「
作
者
」
の
意
識
を
経
典
の
記
述
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
す

る
研
究
者
た
ち
が
論
じ
え
て
い
な
い
重
要
な
課
題
は
、
な
に
ゆ
え
に
経
典

の
言
説
を
そ
の
ま
ま
、
想
定
さ
れ
る
過
去
の
作
者
の
意
識
の
内
部
の
で
き

ご
と
と
し
て
扱
い
う
る
の
か
と
い
う
方
法
論
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ

テ
ク
ス
ト
、
よ
り
正
確
に
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
、
意
識
の
場
と
重
な
り

あ
う
事
態
を
こ
の
う
え
な
く
厳
密
に
論
じ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
中
心

的
テ
ー
マ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
こ
こ
で

は
割
愛
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
二
十
世
紀
後
半
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
哲

学
の
流
れ
を
変
え
た
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
の
分
析
を
引
く
。
と
い
う
の

も
、
こ
こ
に
記
し
た
仏
教
研
究
者
た
ち
は
い
ず
れ
も
テ
ク
ス
ト
の
言
説
の

有
力
な
回
答
の
ひ
と
つ
と
な
る
だ
ろ
う
。

　け
れ
ど
も
こ
の
説
明
は
以
下
の
二
点
に
お
い
て
不
都
合
を
来
た
す
。
第

一
に
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
し
た
が
え
ば
、
歴
史
家
は
他
者
の
行
為
を
体
験
し

て
い
る
と
い
う
自
己
認
識
を
得
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
自
己
存
在
に

属
す
る
過
去
に
つ
い
て
の
思
考
か
ら
他
者
存
在
に
属
す
る
過
去
に
つ
い
て

の
思
考
に
無
媒
介
に
は
移
行
で
き
な
い
。
反
省
の
同
一
性l'identité de 

la réflexion

は
反
復
に
関
わ
る
他
性l'altérité de la répétition

を
基
礎

づ
け
え
な
い
。
第
二
に
追
体
験
が
過
去
の
で
き
ご
と
と
の
同
一
性
を
実
現

す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
追
体
験
と
い
う
自
己
の
行
為
は
過
去
の
他
な
る

で
き
ご
と
に
吸
収
さ
れ
、
そ
れ
自
身
の
固
有
性
を
消
失
さ
せ
て
し
ま
う
。

コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
自
身
が
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
理
解
は
自
他
の

隔
た
り
の
み
な
ら
ず
、
過
去
と
現
在
と
い
う
時
間
的
隔
た
り
も
無
化
し
て

し
ま
う
。
他
者
に
よ
る
最
初
の
体
験
と
は
差
異
化
さ
れ
る
〈
追
〉
体
験

'ré'-effectuation

が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
同
一
性
へ
の
回
帰
の
み
で

は
不
十
分
で
あ
る
。

　こ
れ
に
対
し
て
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
と

い
っ
た
歴
史
家
は
、
歴
史
研
究
か
ら
実
体
的
過
去
の
概
念
を
排
除
す
る
と

と
も
に
、
過
去
の
記
述
か
ら
得
ら
れ
る
表
象
の
意
義
を
捨
象
し
て
、
現
在

の
眼
前
に
展
開
す
る
差
異
性
や
他
性
の
問
題
と
し
て
歴
史
を
描
こ
う
と
す

る
。
こ
れ
は
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
立
論
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
解
消
す
る
も

の
の
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
、
現
在
に
お
け
る
過
去
の
存
続
の
意
義
を
消

し
去
る
と
い
う
あ
ら
た
な
問
題
を
生
ず
る
。
脱
時
間
化
さ
れ
た
う
え
で
抽

象
的
体
系
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
意
味
を
付
与
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
差
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必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
爾
後
に
な
さ
れ
る
歴
史
叙
述
の
舞
台
と
な
る
た
め

で
あ
る
と
と
も
に
、
歴
史
家
自
身
の
認
識
に
お
け
る
表
象
の
対
象
と
し
う

る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
家
に
と
っ
て
資
史
料
と
い
う
対
象

は
、
た
ん
に
研
究
対
象
と
い
う
客
観
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
家
自
身
の
意

識
を
構
成
す
る
主
観
と
も
な
っ
て
い
る
。
言
説discourse

は
外
化
さ
れ

た
認
識
の
場
で
あ
り
、
研
究
者
は
じ
っ
さ
い
に
は
こ
の
言
説
を
通
し
て
自

己
の
内
部
の
理
解
を
構
築
す
る
。

　あ
ら
た
め
て
言
語
と
思
考
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
な
ん
ら
特

異
な
主
張
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
西
洋
哲
学
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
言
語

を
超
え
た
実
在
を
措
定
す
る
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
が
強
固
に
根
づ
い
て
い
た

た
め
、
人
文
学
の
研
究
者
た
ち
も
こ
う
し
た
言
語
の
役
割
に
中
心
的
焦
点

を
合
わ
せ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
い
た
れ
ば
、
追
体
験
に
つ
い
て
意
識

と
存
在
の
二
者
の
関
係
で
解
明
し
よ
う
と
し
た
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
限
界

が
み
え
て
く
る
。
ひ
と
つ
の
で
き
ご
と
を
非
時
間
的
な
思
念
と
時
間
的
な

現
象
に
分
断
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
歴
史
学
に
お
け
る
言
説
の
役
割
を

正
当
に
評
価
し
え
ず
、
存
在
を
意
識
の
側
で
引
き
と
ろ
う
と
し
た
た
め
に

起
き
て
い
る
。
だ
が
歴
史
研
究
に
お
い
て
、
言
説
空
間
を
措
い
て
意
識
と

存
在
が
投
影
さ
れ
る
場
は
な
い
。
歴
史
家
の
仕
事
が
文
法
学
者
の
仕
事
と

重
な
る
の
も
、
意
識
の
次
元
の
課
題
も
ふ
く
め
た
過
去
の
復
元
が
過
去
の

言
説
の
次
元
に
お
け
る
解
読
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
歴
史
家
の
行
為
を
仏
教
学
に
お
け
る
研
究
と
照
合
す
る
と
ど

う
な
る
か
。
一
般
に
い
ま
だ
意
味
を
読
み
取
れ
る
段
階
に
は
な
い
歴
史
学

の
生
の
史
料
と
は
ち
が
い
、
大
乗
経
典
の
言
説
は
す
で
に
形
象
化
さ
れ
、

分
析
を
し
つ
つ
、
み
ず
か
ら
テ
ク
ス
ト
作
者
の
意
識
内
部
に
あ
る
自
覚
を

も
ち
、
そ
れ
が
自
身
を
し
て
「
歴
史
研
究
者
」
と
意
識
さ
せ
る
に
主
要
因

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
仏
教
学
の
方
法
論

を
適
正
化
す
る
う
え
で
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
は
主
著
『
メ
タ

ヒ
ス
ト
リ
ー
』
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

　歴
史
家
は
、
歴
史
の
場
の
史
資
料
に
表
現
や
説
明
の
た
め
の
概
念

装
置
を
適
用
す
る
前
に
、
ま
ず
そ
の
歴
史
の
場
を
あ
ら
か
じ
め
形
象

化pre-figure

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
歴
史
の
場
を

精
神
的
な
表
象
の
対
象object of m

ental perception

と
し
て
構

成
し
な
く
て
な
ら
な
い
。
こ
の
詩
的
な
行
為
は
、
歴
史
の
場
を
特
殊

な
種
類
の
領
域
と
し
て
い
つ
で
も
解
釈
可
能
な
状
態
に
す
る
言
語
行

為
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
領
域
は
、
そ
れ
が

明
示
的
に
解
釈
さ
れ
う
る
前
に
は
、
そ
こ
で
識
別
で
き
る
形
象
を
内

包
し
て
い
る
基
盤
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
言

葉
を
換
え
れ
ば
、
歴
史
家
が
歴
史
の
場
で
直
面
し
て
い
る
事
態
は
、

文
法
学
者
が
新
し
い
言
語
を
前
に
し
た
と
き
と
同
じ
具
合
な
の
で
あ

る
）
7
（

。

　こ
こ
に
は
歴
史
家
に
よ
る
言
述
の
構
成
と
意
識
の
構
成
と
の
密
接
不
可

分
な
関
係
が
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
仏
教
研
究
者
た
ち
が
経
典
の
言
説
に

い
か
な
る
意
識
を
も
っ
て
向
き
合
っ
て
い
る
か
が
正
確
な
表
現
に
よ
っ
て

示
唆
さ
れ
て
も
い
る
。
歴
史
家
の
場
合
か
ら
み
て
み
よ
う
。

　歴
史
の
資
史
料
は
歴
史
と
し
て
説
明
可
能
な
対
象
と
な
る
以
前
に
、
な

ん
ら
か
の
理
解
を
生
み
出
す
た
め
の
先
行
的
形
象
に
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
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意
識
論
と
に
直
截
に
向
き
あ
い
、
そ
の
考
察
結
果
を
歴
史
研
究
と
し
て
承

認
し
う
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
い
ま
や
方
法
論
に
お
け
る
根
本
的
な

反
省
が
迫
ら
れ
て
い
る
。

＊
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｓ
）「
仏
教
学
新
知
識

基
盤
の
構
築

│
次
世
代
人
文
学
の
先
端
的
モ
デ
ル
の
提
示
」
に
お
け
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

　（1
）
最
近
で
は
下
田
正
弘
「
井
筒
俊
彦
が
開
顕
す
る
仏
教
思
想

│
比
較
宗
教
思

想
的
地
平
か
ら
如
来
蔵
思
想
を
み
る
」
鎌
田
繁
・
澤
井
儀
次
編
『
井
筒
俊
彦
の

東
洋
哲
学
』
慶
応
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
二
〇
七
〜
二
三
〇
頁
。

　（2
）
マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
『
な
ぜ
世
界
は
存
在
し
な
い
の
か
』
清
水
一
浩
訳
、

講
談
社
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇
頁
。

　（3
）S. Jones, "The D

eterm
inist Fix: Som

e O
bstacles to the Further D

e-
velopm

ent of the Linguistic Approach to H
istory in the 1990s," H

istory 
W
orkshop Journal 42: 19-35, rep. in G. M

. Spiegel 

（ed.

） Practicing 
H
istory, N

ew
 D
irections in H

istorical W
riting after the Linguistic 

Turn, N
ew
 York and London: Routledge, 2005, p.63.

　（4
）
議
論
はL. Schm

ithausen, The G
enesis of Yogācāra-V

ijñānavāda: Re-
sponses and Reflections, Tokyo: The International Institute for Bud-
dhist Studies, pp. 599-607

を
参
照
。

　（5
）
下
田
正
弘
「
変
貌
す
る
学
問
の
地
平
と
宗
学
の
可
能
性
」
智
山
勧
学
会
編
『
日

本
仏
教
を
問
う
』
春
秋
社
、
二
〇
一
八
年
、
二
〇
七
〜
二
四
一
頁
。

　（6
）
以
下
こ
の
節
はP. Ricœ

ur, Tem
ps et récit: le tem

ps raconté, tom
e 3, 

Éditions du Seuls, 1985. pp. 256-283

の
趣
意
で
あ
る
。

　（7
）H

. W
hite, M

etehistory: The Im
agination of N

ineteenth-century Eu-
rope, The John H

opkins U
niversity Press, 1971, pp. 26-27. 『

メ
タ
ヒ
ス

ト
リ
ー
』
岩
崎
稔
監
訳
、
作
品
社
、
二
〇
一
七
年
、
九
二
〜
九
三
頁
。

（
し
も
だ
・
ま
さ
ひ
ろ

　仏
教
思
想

　東
京
大
学
教
授
）

読
者
に
十
分
な
認
識
を
喚
起
す
る
言
説
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
仏
教
研

究
者
が
な
す
こ
と
は
、
こ
の
言
説
の
場
の
形
象
を
た
ど
り
、
理
解
し
や
す

い
意
識
の
場
と
し
て
、
研
究
者
自
身
の
言
説
を
も
っ
て
再
構
成
す
る
こ
と

で
あ
る
。

　こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
第
一
に
、
言
説
の
再
構
成
が
め
ざ
す
理
解
し

や
す
さ
は
、
あ
く
ま
で
現
代
の
研
究
者
の
意
識
に
と
っ
て
の
も
の
で
あ
る

こ
と
、
第
二
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
構
成
さ
れ
た
言
説
の
場
は
ほ

と
ん
ど
無
条
件
に
過
去
の
経
典
「
作
者
」
の
意
識
内
部
に
同
定
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
再
構
成
さ
れ
る
内
容
は
、
二
千

年
前
の
古
代
イ
ン
ド
の
痕
跡
に
照
合
さ
れ
な
い
あ
い
だ
は
、
歴
史
研
究
の

成
果
と
し
て
承
認
さ
れ
え
な
い
。

　じ
つ
は
こ
の
問
題
は
大
乗
仏
教
の
歴
史
研
究
以
上
に
「
初
期
仏
教
」
の

研
究
に
深
刻
で
あ
る
。
現
在
学
界
に
提
示
さ
れ
て
い
る
「
初
期
仏
教
像
」

の
重
要
な
根
拠
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
文
字
で
記
さ
れ
た
、
ほ
と
ん

ど
が
十
八
〜
十
九
世
紀
の
写
本
に
記
さ
れ
た
内
容
に
あ
る
。
仏
教
の
故
郷

か
ら
は
る
か
遠
く
離
れ
た
地
域
に
あ
る
、
二
千
年
以
上
も
の
時
の
隔
た
り

を
も
つ
写
本
に
お
け
る
言
説
の
分
析
を
、
古
代
イ
ン
ド
を
復
元
す
る
歴
史

研
究
と
認
識
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
、
そ
れ
は
中
期
イ
ン
ド
ア
ー
リ
ア
語
研

究
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
言
語
学
へ
の
強
い
信
頼
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
初

期
仏
教
」
の
歴
史
は
、
ホ
ワ
イ
ト
の
指
摘
の
と
お
り
、
文
法
学
者
に
よ
る

言
語
研
究
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
言
語
論
的
転
回
に
よ
る
批
判
の

た
だ
な
か
に
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
仏
教
研
究
者
た
ち
は
、
言
語

論
、
テ
ク
ス
ト
論
を
経
る
こ
と
に
な
し
に
、
過
去
に
つ
い
て
の
存
在
論
と


