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公
開
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告

東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
お
け
る
仏
教
と
西
洋
哲
学
の
影
響
関
係

│
中
・
朝
・
日
の
思
想
家
た
ち
の
証
言
│

加

来

雄

之

本
報
告
は
、
二
〇
二
〇
年
度
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
一
般
研
究
「
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
お
け
る
仏
教
と
西
洋
哲
学
の
影
響
関
係
の
解

明
と
国
際
的
連
携
体
制
の
構
築
」
の
研
究
活
動
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
二
月
二
〇
日
（
土
）、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
、
日

本
の
研
究
者
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
と
し
て
開
催
さ
れ
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
お
け
る
仏
教
と
西
洋
哲
学
の
影
響

関
係
│
中
・
朝
・
日
の
思
想
家
た
ち
の
証
言
│
」
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
る
。

本
研
究
班
は
、
研
究
代
表
者
・
加
来
雄
之
お
よ
び
福
島
栄
寿
先
生
、
織
田
顕
祐
先
生
、
浦
井
聡
先
生
と
の
共
同
研
究
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
諸

国
（
中
国
、
台
湾
、
韓
国
）
の
近
代
化
に
お
け
る
思
想
形
成
に
お
い
て
日
本
の
仏
教
と
哲
学
が
も
っ
た
影
響
、
特
に
各
国
の
近
代
化
に
共
通
す

る
仏
教
と
西
洋
哲
学
の
相
互
影
響
を
取
り
上
げ
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
仏
教
に
与
え
た
影
響
を
解
明
し
、
あ
わ
せ
て
各
国
の
仏
教
学
・
哲
学
・
歴

史
学
研
究
者
と
の
国
際
的
連
繋
の
下
で
研
究
を
進
め
る
こ
と
で
、
近
代
仏
教
に
お
け
る
哲
学
の
役
割
、
東
ア
ジ
ア
の
哲
学
に
お
け
る
仏
教
の
役

割
、
そ
し
て
両
者
に
と
っ
て
の
〈
近
代
〉
と
は
何
か
を
問
い
直
す
た
め
の
学
際
的
国
際
的
な
視
座
の
構
築
と
サ
ー
ク
ル
の
創
出
と
を
研
究
目
的

と
し
た
。
こ
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
、
日
本
の
研
究
者
に
呼
び
か
け
、「
東
ア
ジ
ア
各
地
域
の
近
代
化
に
お
い
て

仏
教
と
西
洋
哲
学
は
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
持
ち
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
」
に
つ
い
て
、
各
地
域
の
共
通
性
と
差
異
を
明
ら
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か
に
す
る
こ
と
に
特
化
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
の
公
開
研
究
会
な
ど
を
数
回
開
催
し
、
年
度
末
に
研
究
員
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を

ま
と
め
た
論
文
集
も
し
く
は
報
告
書
を
作
成
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
に
よ

り
実
現
が
叶
わ
な
か
っ
た
。

本
来
、
本
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
、
第
一
回
目
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て
二
〇
二
〇
年
六
月
に
大
谷
大
学
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ
る
は
ず

で
あ
っ
た
。
し
か
し
感
染
拡
大
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
の
発
出
な
ど
の
た
め
度
重
な
る
開
催
の
延
期
・
形
態
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
最
終

的
に
、
年
度
末
近
く
に
な
っ
てZoom

に
よ
るW

eb

会
議
と
い
う
形
式
で
や
っ
と
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
た
め
上
記
に
あ
げ
た
年

度
末
に
予
定
し
て
い
た
研
究
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
七
名
の
研
究
者
か
ら
の
発
表
を
通
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
言
語
圏
に
お
け
る
思
想
家
た
ち
の
近
代
化
に
お
け
る
課
題
と
影
響
関
係
を
共
有
し
、
今
後
の
研
究
課
題
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
初
の
国
際
的
学
際
的
な
サ
ー
ク
ル
の
形
成
と
い
う
目
的
は
達
成
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
と
経
緯
に
つ
い
て
は
、
研
究
代
表
者
・
加
来
に
よ
る
当
日
の
「
挨
拶
」
を
転
載
す
る
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
お
る
仏
教
と
西
洋
哲
学
の
影
響
関
係
│
中
・
朝
・
日
の
思
想
家
た
ち
の
証
言
│
」
が
開
催
さ

れ
る
、
こ
こ
大
谷
大
学
は
、
日
本
の
京
都
に
あ
る
小
さ
な
仏
教
系
の
私
立
大
学
で
す
。
創
立
は
、
一
六
六
五
年
で
あ
り
、
一
九
〇
一
年
に

近
代
的
大
学
と
し
て
出
発
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
学
監
（
現
在
の
学
長
）
が
清
沢
満
之
（
き
よ
ざ
わ
ま
ん
し
一
八
六
三
〜
一
九
〇
三
）

で
す
。
清
沢
は
、
明
治
期
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
思
想
家
と
し
て
西
洋
哲
学
を
探
究
し
な
が
ら
仏
教
思
想
の
再
生
を
図
り
ま
し
た
。
清
沢

は
、
西
洋
（
ギ
リ
シ
ア
）
に
始
原
す
る
「
哲
学
」
と
い
う
普
遍
性
を
指
向
す
る
思
想
に
よ
っ
て
仏
教
を
語
り
直
そ
う
と
し
た
の
で
す
。
こ

の
清
沢
の
活
動
は
、
外
に
向
け
て
は
日
本
近
代
が
直
面
し
た
西
洋
思
想
の
強
力
な
圧
力
へ
の
抵
抗
で
あ
り
、
ま
た
西
洋
か
ら
の
東
洋
の
伝

統
的
思
想
に
対
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
論
述
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
あ
り
、
内
に
向
け
て
は
、
近
代
と
い
う
新
し
い
時
代
の
風
潮
の

な
か
で
揺
ら
い
で
い
た
他
力
仏
教
の
社
会
的
位
置
の
回
復
に
あ
っ
た
、
と
一
応
は
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
再
応
い
え
ば
、
清
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沢
に
は
明
ら
か
に
、
西
洋
も
東
洋
も
包
む
よ
う
な
人
間
存
在
の
深
み
に
下
り
て
い
く
思
想
と
し
て
仏
教
（
本
願
他
力
門
）
を
基
礎
づ
け
、

現
実
社
会
を
荷
負
す
る
主
体
を
確
立
す
る
よ
う
な
言
説
と
し
て
展
開
さ
せ
る
、
と
い
う
課
題
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

さ
て
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
お
け
る
仏
教
と
西
洋
哲
学
の
影
響
関
係
│
中
・
朝
・
日
の
思
想
家
た
ち
の
証
言

│
」
は
、
中
国
語
・
朝
鮮
語
・
日
本
語
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
言
説
空
間
に
お
い
て
、
自
覚
的
に
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ
ろ
う
と
し
、

ま
た
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
々
の
中
か
ら
八
人
の
思
想
家
た
ち
の
証
言
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
は
、
仏
教
が
置
か

れ
て
い
た
社
会
的
地
位
も
、
西
洋
か
ら
の
哲
学
の
流
入
や
受
容
の
程
度
も
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
彼
ら
は
同
じ
く
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
西
洋
哲
学
と
仏
教
の
影
響
関
係
、
と
き
に
は
緊
張
関
係
の
直
中
を
生
き
た
の
で
す
。
こ
の
度
、
選
ば
れ
た
八
人
の

思
想
家
を
生
年
で
配
列
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

松
本
白
華
（
日
本
、1838-1926
）

井
上
円
了
（
日
本
、1858-1919
）

鈴
木
大
拙
（
日
本
、1870-1966

）

韓
龍
雲
（
韓
国
、1879-1944

）

田
辺
元
（
日
本
、1885-1962

）

牟
宗
三
（
中
国
・
台
湾
、1909-1995

）

武
内
義
範
（
日
本
、1913-2002

）

阿
部
正
雄
（
日
本
、1915-2006

）

東
ア
ジ
ア
の
近
代
は
、
望
ま
な
い
西
洋
と
の
遭
遇
・
衝
突
で
始
ま
り
ま
し
た
。
圧
倒
的
な
西
洋
近
代
科
学
の
力
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
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形
態
の
中
で
、
社
会
を
担
う
真
の
主
体
を
確
立
す
る
思
想
を
形
成
す
る
こ
と
が
東
ア
ジ
ア
の
思
想
家
に
と
っ
て
急
務
の
課
題
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
東
ア
ジ
ア
の
中
で
、
近
代
化
と
い
う
未
曽
有
の
出
来
事
の
中
で
思
想
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
は
じ
め
に

引
き
受
け
た
の
は
日
本
で
し
た
。
こ
の
日
本
の
一
早
い
近
代
化
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
東
ア
ジ
ア
に
波
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

今
回
、
発
表
者
た
ち
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
八
人
の
思
想
家
た
ち
は
、
あ
る
も
の
は
僧
侶
と
し
て
、
あ
る
も
の
は
教
育
者
と
し

て
、
あ
る
も
の
は
哲
学
者
と
し
て
近
代
を
生
き
抜
き
ま
し
た
。
彼
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
西
洋
近
代
と
い
う
暴
力
的
と
す
ら
言
っ
て
い
い

ほ
ど
の
巨
大
な
圧
力
を
持
つ
思
潮
に
抗
す
る
た
め
に
、
西
洋
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
東
洋
の
思
想
を
手
が
か

り
に
し
て
、
新
た
な
主
体
を
確
立
す
る
言
説
空
間
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。
と
く
に
、
こ
れ
ら
の
思
想
家
た
ち
の

思
想
形
成
に
お
い
て
、
仏
教
が
大
き
な
影
響
を
も
ち
ま
し
た
。
そ
れ
は
彼
ら
が
、
仏
教
を
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
に
お
い
て
、
西
洋
の
哲
学
に

比
類
し
う
る
普
遍
性
を
指
向
し
、
か
つ
体
系
を
有
す
る
思
想
の
一
つ
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
異
な
っ
た
歴
史
的
思
想
的
文
脈
の
中
で
歩
ん
だ
東
ア
ジ
ア
の
思
想
家
た
ち
が
生
き
た
状
況
や
思
想

課
題
や
そ
れ
ぞ
れ
の
影
響
関
係
な
ど
に
つ
い
て
多
く
を
知
ら
な
い
の
が
実
情
で
す
。
本
日
の
発
表
者
た
ち
は
、
上
述
し
た
思
想
家
た
ち
が

生
き
た
近
代
東
ア
ジ
ア
の
言
説
空
間
に
私
た
ち
を
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
す
、
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
言
説
空
間
を
鳥
瞰
す
る
視
座
を
提
供

し
て
く
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
思
想
家
た
ち
の
言
説
が
当
時
の
社
会
に
も
っ
た
影
響
と
と
も
に
、
そ
の
影
響
力
の
本
質
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
言
説
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
時
代
的
限
界
や
問
題
点
を
え
ぐ
り
出
す
論
述
や
討
議
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
で
し

ょ
う
。
私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
思
想
家
た
ち
を
再
評
価
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
は
、
私
た
ち
が
今
後
、
取
り
上
げ
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
思
想
家
た
ち
、
例
え
ば
日
本
の
清
沢
満
之
な
ど
を
東
ア
ジ
ア
と
い
う
文
脈
の
中
で
再
発
見
し
て
い
く
機
縁
に
も

な
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
さ
さ
や
か
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
八
日
・
九
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
中
国
広
州
の
中
山
大
学
で
開
催
さ
れ

た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
と
近
代
化
の
問
題
」
を
機
縁
と
し
ま
す
。
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
大
谷
大
学
か
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ら
、
私
・
加
来
が
清
沢
満
之
に
つ
い
て
、
織
田
顕
祐
先
生
が
佐
々
木
月
樵
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
終
了
の
後
、
何
人

か
の
発
表
者
と
の
懇
談
の
中
で
、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
、
日
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
に
お
い
て
、
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
お
け
る
西
洋
哲

学
の
受
容
と
伝
統
的
な
仏
教
思
想
と
の
影
響
関
係
を
研
究
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
よ
う
と
話
し
合
っ
た
こ
と
が
出
発
と
な
っ
て
い

ま
す
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
日
本
で
の
開
催
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
思
想
家
も
日
本
人
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
今
後
、
他
の
国
で
開
催
さ
れ
る
と
き
は
、
開
催
国
の
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
る
も
の
と
推
測
し
ま
す
。

本
来
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
本
研
究
班
の
第
一
回
目
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て
二
〇
二
〇
年
六
月
に
大
谷
大
学
を
場
と
し
て
開
催

さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
の
た
め
に
何
度
か
開
催
時
期
を

延
期
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
か
な
か
収
束
の
時
期
が
見
通
せ
な
い
こ
と
か
ら
二
〇
二
一
年
二
月
二
〇
日
の
一
日
でW

eb

会
議
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
中
国
語
、
朝
鮮
語
、
日
本
語
に
お
い
て
独
自
の
思
想
を
形
成
し
た
思
想
家
た
ち
に
つ
い
て
七
つ
の
き
わ
め
て
魅
力
的
な
発
表

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
発
表
も
楽
し
み
で
す
が
、
幸
い
、
そ
の
発
表
内
容
に
相
応
し
い
研
究
者
に
司
会
を
引
き
受
け
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
発
表
後
の
討
議
か
ら
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
新
た
な
課
題
が
展
開
し
て
い
く
の
か
期
待
に
胸
が
膨
ら
み
ま
す
。
こ
の
贅
沢
な
時

間
を
皆
さ
ん
と
と
も
に
味
わ
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
中
国
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
を
一
手
に
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
河
合
一
樹
先
生
（
國
學
院
大
学
）、
通

訳
を
担
当
し
て
く
だ
さ
っ
た
廖
欣
彬
先
生
・
譚
仁
岸
先
生
に
感
謝
し
ま
す
。
と
く
に
ご
自
身
の
発
表
も
あ
る
中
で
、
中
国
人
研
究
者
へ
の

対
応
、
司
会
、
通
訳
ま
で
複
数
の
役
割
を
鬼
神
の
ご
と
く
担
当
し
て
く
だ
さ
る
廖
欽
彬
先
生
の
志
願
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
人
脈
が
な
け
れ
ば

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
、
深
く
感
謝
も
う
し
あ
げ
ま
す
。
ま
た
本
学
博
士
後
期
課
程
の
常
塚
勇
哲
君
の
準
備
段

階
か
ら
献
身
的
な
協
力
、
大
谷
大
学
教
育
研
究
支
援
課
の
方
々
の
尽
力
に
よ
っ
て
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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以
上
、
開
会
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

以
上
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
は
尽
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
あ
わ
せ
て
付
言
し
た
い
こ
と
は
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
七
名
の
研

究
者
に
よ
る
専
門
性
の
高
い
研
究
発
表
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
内
容
に
つ
い
て
造
詣
の
深
い
研
究
者
に
司
会
進
行
お
よ
び
コ
メ
ン
ト

を
依
頼
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
大
変
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
研
究
発
表
者
・
司
会
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

１
．
林
鎮
国
（LIN

chen-kou
、
台
湾
・
政
治
大
学
）

逆
向
き
の
教
相
判
釈
│
牟
宗
三
哲
学
再
考
│

司
会

朝
倉
友
海
（
あ
さ
く
ら
と
も
み
、
日
本
・
東
京
大
学
）

２
．
李
海
涛
（LI

H
ai-tao

、
中
国
・
山
東
大
学
）

韓
龍
雲
の
『
仏
教
維
新
論
』
と
そ
の
近
代
意
識

司
会

金
浩
星
（
キ
ム
・
ホ
ソ
ン
、
韓
国
・
東
国
大
学
）

３
．
川
邉
雄
大
（
か
わ
べ
ゆ
う
だ
い
、
日
本
・
日
本
文
化
大
学
）

幕
末
明
治
期
に
お
け
る
真
宗
僧
と
キ
リ
ス
ト
教
・
東
洋
学
・
西
洋
哲
学
│
松
本
白
華
を
例
と
し
て
│

司
会

福
島
栄
寿
（
ふ
く
し
ま
え
い
じ
ゅ
、
日
本
・
大
谷
大
学
）

４
．
長
谷
川
琢
哉
（
は
せ
が
わ
た
つ
や
、
日
本
・
東
洋
大
学
）

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
井
上
円
了
の
影
響
関
係
に
つ
い
て

司
会

名
和
達
宣
（
な
わ
た
つ
の
り
、
日
本
・
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
）
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５
．
龔

（G
O

N
G

Juan

、
中
国
・
中
山
大
学
）

鈴
木
大
拙
と
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
大
乗
論
述
の
確
立
│
英
訳
版
『
大
乗
起
信
論
』（1900

年
）・『
大
乗
仏
教
綱
要
』（
英
文1907

年
）

を
例
と
し
て
│

司
会

マ
イ
ケ
ル
・
コ
ン
ウ
ェ
イ
（
日
本
・
大
谷
大
学
）

６
．
浦
井
聡
（
日
本
・
大
谷
大
学
）

浄
土
が
〈
あ
る
〉
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
│
田
辺
元
と
武
内
義
範
を
手
が
か
り
に
│

司
会

竹
花
洋
佑
（
た
け
は
な
よ
う
す
け
、
日
本
・
大
谷
大
学
）

７
．
廖
欽
彬
（LIA

O
C

hin-ping
、
中
国
・
中
山
大
学
）

仏
教
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
│
阿
部
正
雄
を
中
心
に
│

司
会

浦
井
聡
（
う
ら
い
さ
と
し
、
日
本
・
大
谷
大
学
）

こ
の
八
人
の
思
想
家
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
の
中
で
西
洋
哲
学
と
仏
教
学
と
の
影
響
関
係
を
生
き
た
人
々
で
あ
る
。
私
た
ち
は
東
ア

ジ
ア
の
各
文
化
圏
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
生
き
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
近
代
が
遂
行
さ
れ
た
の
か
、
近
代

に
お
け
る
思
想
家
間
の
交
流
、
思
想
家
た
ち
の
も
っ
た
課
題
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
が
果
た
し
た
役
割
や
影
響
、
政
治
的
限
界
や
挫
折
な
ど
に
つ

い
て
の
知
見
を
共
有
で
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
に

お
け
る
思
想
家
た
ち
の
課
題
と
生
き
方
に
は
じ
め
て
出
会
い
、
ま
た
他
の
言
語
圏
か
ら
の
眼
に
よ
っ
て
自
国
の
思
想
家
に
出
会
い
な
お
す
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
研
究
計
画
で
は
二
日
間
に
開
催
す
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
を
一
日
に
ま
と
め
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表

に
つ
い
て
２
０
分
ほ
ど
の
討
議
時
間
し
か
持
て
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
終
了
後
に
設
け
たW

eb

に
お
け
る
懇
親
交
流
の
場
で
は
、
今
後
の
研
究
の
持
ち
方
が
話
題
と
な
っ
た
。
具
体
的
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に
は
、
今
回
は
、
各
言
語
圏
の
思
想
家
た
ち
の
個
人
と
し
て
の
思
想
や
活
動
に
つ
い
て
の
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
今
後
は
、
新
た
な
思
想

家
も
取
り
上
げ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
の
国
を
超
え
た
相
互
交
流
や
影
響
に
も
焦
点
を
当
て
る
こ
と
、
ま
た
統
一
の
テ
ー
マ
（
た
と
え
ば

「
業
」
な
ど
）
を
立
て
て
問
題
を
深
め
て
い
く
こ
と
な
ど
の
提
案
が
な
さ
れ
、
ま
た
次
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
、
台
湾
を
開
催
地
と
し
て
準
備

を
進
め
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
七
名
の
発
表
の
発
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
外
国
人
発
表
者
で
あ
る
四
先
生
の
論
文
に

つ
い
て
は
『
大
谷
大
学
年
報
』
に
掲
載
、
浦
井
聡
先
生
の
論
文
は
『
親
鸞
教
学
』
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
川
邉
雄
大
、
長
谷
川
琢

哉
両
先
生
の
論
文
は
、
本
研
究
所
『
紀
要
』
に
「
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
お
け
る
仏
教
と
西
洋
哲
学
の
影
響
関
係
│
中

・
朝
・
日
の
思
想
家
た
ち
の
証
言
│
（
Ⅰ
）
日
本
人
研
究
者
篇
」
と
し
て
掲
載
す
る
計
画
で
あ
っ
た
が
、
下
記
に
述
べ
る
事
情
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
他
の
媒
体
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
特
に
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
と
し
て
『
紀
要
』
に
掲
載
予
定
で
あ
っ
た
川
邉
、
長
谷
川
先
生
に
よ
る
二
論
文
に
つ
い
て
報

告
し
て
お
き
た
い
。
両
先
生
の
発
表
お
よ
び
論
文
は
、
今
回
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
八
名
の
思
想
家
の
中
で
も
っ
と
も
初
期
の
二
人
の
日
本
人
思

想
家
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
松
本
白
華
、
井
上
円
了
は
、
と
も
に
日
本
・
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
出
身
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
同
じ
文
化

的
背
景
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
課
題
で
あ
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
お
け
る
西
洋
哲
学
と
仏
教
と
の
影
響
関
係
に

つ
い
て
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
松
本
は
、
漢
学
の
深
い
素
養
を
も
ち
、
大
谷
派
の
僧
侶
と
し
て
は
じ
め
て
欧
州
を
視
察
し
、

哲
学
に
も
「
ヒ
ロ
ソ
ヒ
ー
」
と
し
て
触
れ
、
ま
た
後
に
真
宗
大
谷
派
の
上
海
別
院
の
輪
番
も
勤
め
中
国
の
思
想
家
た
ち
と
の
交
流
の
機
会
を
作

っ
た
が
、
西
洋
哲
学
を
自
ら
の
思
想
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、
井
上
は
東
京
大
学
で
哲
学
を
外
国
人
教
師
か
ら
学

び
、
仏
教
の
教
理
を
哲
学
的
に
体
系
づ
け
、
仏
教
を
近
代
的
な
哲
学
的
宗
教
と
し
て
再
提
示
し
て
み
せ
、
日
本
の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
に
も
拡

大
し
、
思
想
的
に
大
き
な
影
響
力
を
与
え
た
。
川
邉
先
生
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
松
本
と
井
上
の
二
人
は
、
ま
さ
に
「
天
保
の
老
人
・
明
治
の

青
年
」（
徳
富
蘇
峰
）
と
い
う
べ
き
、
漢
語
を
介
し
て
欧
米
の
近
代
の
情
報
を
得
て
い
た
世
代
か
ら
、
直
接
に
欧
米
の
言
語
を
通
し
て
西
洋
の
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近
代
思
想
に
直
接
触
れ
る
世
代
へ
と
い
う
世
代
交
代
の
好
例
と
い
え
る
。
こ
の
二
人
の
思
想
家
の
比
較
を
通
し
て
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
対
す

る
日
本
人
知
識
人
の
意
識
と
対
応
の
変
化
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、
川
邉
、
長
谷
川
両
先
生
の
二
つ
の
論
文
を
合
わ
せ
読
む
な

ら
ば
、
私
た
ち
が
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
目
指
し
て
い
た
、
西
洋
哲
学
と
仏
教
と
の
影
響
関
係
に
お
け
る
近
代
初
期
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
思
想

情
景
を
あ
ざ
や
か
に
描
き
だ
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

本
研
究
所
『
紀
要
』
の
編
集
方
針
が
本
年
度
よ
り
大
き
く
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
研
究
代
表
者
の
加
来
が
十
分
に
承
知
し
て
い
な
か
っ
た
た
め

こ
の
よ
う
な
川
邉
、
長
谷
川
両
先
生
の
有
意
義
な
論
文
を
掲
載
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
両
先
生
に
あ
ま
り
に
も
礼
を
欠
く
結
果
と
な
っ
た
の

は
、
ひ
と
え
に
研
究
代
表
者
で
あ
る
加
来
の
責
任
で
あ
り
、
紙
面
を
借
り
て
両
先
生
に
心
よ
り
お
詫
び
し
た
い
。

＊
本
研
究
は
二
〇
二
〇
年
度
一
般
研
究
・
予
備
研
究
（
加
来
班
）
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
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