
海
外
学
界
一
豆
Ｉ
ス

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
に
お
け
る

浄
土
教
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
セ
ミ
ナ
ー

参
加
報
告

米
国
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
は
、
仏
教
学
の
専
攻
の
も
と
博
士
号
を

取
得
で
き
る
海
外
唯
一
の
大
学
で
あ
る
。
大
谷
大
学
は
十
数
年
来
ウ
ィ
ス

コ
ン
シ
ン
大
学
と
学
術
交
流
を
し
て
き
た
が
、
こ
の
た
び
「
浄
土
教
」
と

い
う
テ
ー
マ
で
ジ
ョ
イ
ン
ト
セ
ミ
ナ
ー
が
開
か
れ
、
去
る
一
月
よ
り
半
年

間
、
真
宗
学
専
攻
の
安
富
信
哉
誰
帥
と
仏
教
学
専
攻
の
私
と
が
参
加
し
た
。

以
下
は
そ
の
報
告
と
並
び
に
近
年
の
浄
土
教
研
究
に
つ
い
て
の
感
想
で
あ

つ
く
〕
０

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
首
都
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
米
国
の
中
北
部
、
シ
カ

ゴ
の
北
西
三
百
キ
ロ
、
大
農
園
地
帯
の
只
中
に
あ
る
静
か
な
町
で
あ
る
。

私
が
家
族
と
と
も
に
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
着
い
た
の
は
一
月
初
旬
で
あ
っ
た
。

冬
は
、
直
降
し
て
く
る
北
極
の
寒
気
で
、
マ
イ
ナ
ス
十
度
前
後
の
日
が
続

き
、
時
に
マ
イ
ナ
ス
三
十
度
に
も
な
る
。
ウ
ィ
ス
「
一
ン
シ
ン
大
学
の
仏
教

科
主
任
清
田
実
教
授
の
実
に
周
到
な
御
配
慮
に
預
り
、
到
着
当
日
よ
り
事

宮
下
晴
輝

な
く
生
活
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
い
だ
っ
た
。
た
だ
驚
い
た
こ

と
に
、
ア
。
〈
－
卜
に
も
ち
込
ま
れ
た
諸
道
具
は
、
こ
れ
ま
で
に
ウ
ィ
ス
コ

ン
シ
ン
大
学
で
研
究
さ
れ
た
日
本
の
仏
教
学
者
の
用
い
ら
れ
た
も
の
と
お

聞
き
し
て
身
の
縮
む
思
い
を
し
た
。
つ
い
先
頃
ま
で
は
駒
沢
大
学
の
袴
谷

教
授
が
滞
在
さ
れ
て
い
た
し
、
少
し
思
い
出
し
て
諸
先
輩
の
名
を
挙
げ
る

だ
け
で
、
私
の
よ
う
な
若
輩
に
は
身
に
あ
ま
る
光
栄
と
思
わ
れ
た
。

八
五
年
度
の
春
学
期
は
一
月
中
旬
よ
り
始
ま
っ
た
。
私
た
ち
の
主
目
的

は
清
田
教
授
の
担
当
に
な
る
セ
ミ
ナ
ー
に
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
参
加
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
セ
ミ
ナ
ー
は
、
清
田
教
授
が
用
意
さ
れ
た
論
文
の
各

テ
ー
マ
を
も
と
に
討
論
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
概
要
は
以

下
の
如
く
で
あ
る
。

、
筐
患
い
§
員
酎
虞
亀
亀
罰
堕
冒
・
・

弓
言
烏
ご
亀
。
、
ミ
ミ
ミ
ミ
碁
や
善
§
ご
旦
陶
ミ
昌
冒
薑
尋
竜
。
惠
署
§
②
。
言
ご

菅
§

房
Ｈ
曰
⑦
目
①
の
巴
〕
今
シ
の
、
匡
員
も
巨
○
］
尻

一
Ｄ

］
‐
．
弓
Ｈ
ｏ
ｚ
の
日
騨
武
ｏ
ｍ
即
○
昌
唱
ご
ｐ
ｐ
ｇ
ロ
①
ぐ
巴
○
回
〕
〕
の
｝
弓
旦
庁
医
の
菌
Ｈ
日

《
《
勺
戸
員
①
Ｆ
四
口
Ｑ
）
〕

脚
目
旨
の
国
匡
。
ｇ
屋
四
○
弗
弓
声
員
①
伊
四
匡
邑
ｐ
国
○
画
○
竺
彦
騎
画
茸
ぐ
ぃ

口
ぽ
い
員
口
倒
屍
凹
尉
④

い
く
○
急
坐
日
置
①
翌
ご
詳
○
彦
酢
○
日
属
胃
日
旨
目
Ｈ
四
口
閏
昌
唄
砂
陸
○
口
８

門
Ｈ
，
四
．
際
①
目
曽
函
冨
①
嵐
厨

岸
ご
由
冒
茸
急
め
屋
函
岸
ｍ
両
桝
厨
蔚
］
〕
猷
巴
言
の
少
ご
冒
頤
騨
口
（
］
団
Ｈ
ｏ
亘
①
ヨ
騨
陣
ｏ
ゅ

回
弓
－
５
旨
①
Ｐ
昌
二
函
昌
蜀
色
詳
彦
卵
圃
ｇ
〕
里
旨
ご
扇
《
《
閂
。
○
○
日
己
‐

Ｈ
①
彦
①
旨
巴
ワ
］
⑦
》
］
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胃
碍
胃
口
旦
国
ロ
四
口
ｇ
ｏ
彦
冒
①
の
①
。
回
国
○
口
ぢ
ゆ
目
印
○
屋
Ｈ
ｏ
①
、

岸
笥
屋
の
胃
蚤
、
苛
め
震
ご
ｓ
索
岸
め
Ｆ
群
の
Ｈ
ｐ
Ｈ
胃
国
尉
ｇ
○
吋

酌
ぐ
ゅ
の
匡
ウ
四
口
。
彦
貝
め
〔
ざ
い
号
皆
印
目
豈
の
句
Ｈ
四
○
匪
○
①
旦
冠
届
汁
鄙
○
四
茸
○
口

鱒
目
弓
①
○
ず
旨
①
、
の
目
①
町
再
ロ
巴
ロ
①
ぐ
巴
○
℃
目
①
ｐ
す
弓
豈
①
月
ｐ
Ｈ
①
①

、
耳
①
Ｐ
ｇ
ｍ
ｇ
己
匡
Ｈ
①
Ｆ
ｐ
。
。
門
扉
○
目
、
ぽ
詐

鰐
目
》
Ｐ
己
‐
旨
⑳
ロ
啄
牌
黛
惠
。
言
烏
恵
ミ
ミ
ｐ
ｐ
Ｑ
目
急
皇
迂
弓
Ｈ
ｐ
ｇ
月
の
ゆ

く

回
め
ぼ
ｐ
ｐ
み
ゆ
○
翫
悶
卓
畠
鳶
１
回
言
葛
中
曽
員
目
旨
①
の
巳
ぐ
⑪
汁
５
口
旦
含
画
①

貴
与
暑
】
○
丙
①
Ｑ
〉
》

目
間
Ｈ
ロ
①
］
ｐ
も
四
口
①
⑳
①
、
冒
牌
①
ｇ
騨
武
圃
四
武
○
口

』
目
琶
①
国
騎
８
１
○
邑
国
騨
呂
四
○
目
こ

い
国
○
国
①
口
凹
ロ
。
国
尉
門
戸
○
口
函
胃

「
Ｊ
４
‐
ロ
、

、
、
ｌ
ｊ
４
●

ひ
．
」
Ｌ
員
①
○
片
Ｕ
ロ
岸
邑
Ｈ
四
目

侯
の
ロ
］
ご
Ｈ
四
国
』
切
田
〈
ぐ
ｑ
１
ｑ
ご
？
恥
苫
昼
菖
‐
の
雪
。
”
⑳
砂
冒
ぐ
ゆ
は
○
口
ご
目
Ｈ
○
口
媚
戸

叱
び
く

シ
ご
ｍ
○
旨
甘
司
切
詳
ロ

回
、
ゴ
ー
ｐ
Ｈ
騨
邑
）
“
○
○
口
。
①
ｂ
与
○
氏
の
騨
］
く
色
匡
○
口
“
ｍ
吾
。
『
。
、
望

両
ロ
旨
唱
①
“
シ
ロ
冒
尉
Ｈ
胃
①
国
丘
○
口
呉
国
目
①
Ｆ
ｐ
国
・
弓
冒
侭
拝
時
○
日

四
冒
凹
ぽ
い
域
習
５
℃
①
Ｈ
名
の
ｏ
は
ぐ
⑦

第
一
章
の
浄
土
教
の
主
要
な
概
念
を
論
ず
る
だ
け
で
大
半
の
時
間
を
費

し
た
。
そ
の
際
最
も
腐
心
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
が
、
ど
こ
か
ら
出
発

す
べ
き
か
、
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
筋
道
と
し
て
は
、
浄
土
教
を
仏
教
史

の
上
に
的
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。
「
浄
土
と
は
何
か
」
と

い
う
問
い
を
仏
教
史
の
ど
の
よ
う
な
脈
絡
の
も
と
に
読
み
得
る
で
あ
ろ
う

か
。
近
年
話
題
に
な
っ
た
ポ
ー
ル
・
ハ
リ
ソ
ン
教
授
の
『
般
舟
三
昧
経
』

を
取
り
扱
っ
た
論
文
を
例
に
あ
げ
て
み
よ
う
。
ハ
リ
ソ
ン
教
授
は
『
般
舟

三
味
経
」
の
大
乗
仏
教
に
お
け
る
位
置
を
論
ず
る
に
際
し
て
次
の
よ
う
な

枠
組
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
乗
仏
教
に
は
二
つ
の
主
要
な
流

れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
〈
般
若
経
〉
（
目
①
卑
旦
園
凰
‐

国
目
＆
）
の
伝
統
、
そ
れ
は
智
慧
に
よ
る
自
己
解
放
（
の
島
‐
の
日
騨
ロ
。
君
胃
Ｂ
ｐ

Ｂ
Ｈ
ｏ
匡
警
旨
烏
再
Ｎ
つ
ま
り
極
東
に
お
け
る
「
抑
」
に
つ
な
が
る
伝
統

で
あ
り
、
他
方
は
〈
浄
土
教
〉
（
号
の
勺
日
①
Ｆ
Ｐ
且
）
の
伝
統
、
そ
れ
は

仏
陀
の
原
理
が
人
格
化
さ
れ
、
そ
の
恩
詑
と
力
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て

救
済
さ
れ
る
（
⑳
己
く
ぃ
は
○
口
ご
厨
芹
置
旨
昏
の
四
四
８
四
目
君
葛
①
Ｈ

ｇ
８
Ｈ
３
冒
胃
Ｈ
ｇ
日
胃
胃
旨
国
の
具
昏
の
切
口
呂
冒
‐
冒
旨
凰
旦
①
）
と
す
る

伝
統
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
伝
統
の
間
に
あ
る
な
ん
ら
か
の

関
係
を
示
唆
す
る
も
の
が
『
般
舟
三
昧
経
』
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
枠
組
は
一
見
し
て
ご
く
常
識
的
な
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
決
し
て
ハ
リ
ソ
ン
教
授
の
新
し
い
見
解
で
は
な

い
。
む
し
ろ
却
っ
て
日
本
の
仏
教
学
研
究
者
た
ち
は
も
っ
と
平
然
と
、
〈
般

、
、

若
経
〉
の
伝
統
は
難
行
道
自
力
で
あ
り
、
〈
浄
土
教
〉
の
伝
統
は
易
行
道

、
、

他
力
で
あ
り
、
恩
龍
に
よ
る
救
済
教
で
あ
る
と
も
い
う
。
と
も
あ
れ
ハ
リ

ソ
ン
教
授
の
枠
組
の
場
合
、
「
智
慧
に
よ
る
自
己
解
放
」
が
〈
般
若
経
〉
の

際
立
っ
た
特
徴
を
果
し
て
示
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
〈
仏
教
〉

総
体
が
「
智
慧
に
よ
る
自
己
解
放
」
を
目
指
す
と
も
い
え
る
の
だ
か
ら
。

ま
た
後
者
の
〈
浄
土
教
〉
を
「
恩
寵
」
「
力
」
と
い
う
概
念
で
了
解
す
る
場

合
、
十
分
な
経
典
解
釈
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
概
念
が
厳

密
に
定
義
さ
れ
た
上
で
の
こ
と
で
な
い
な
ら
ば
、
実
に
不
用
意
な
了
解
と

、
、
、

い
う
識
り
は
免
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
了
解
を
前
提
に
出
発
し
た
論

証
に
ど
れ
ほ
ど
の
信
頼
が
お
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
、
日
本
の
研
究
者
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た
ち
の
な
か
に
見
ら
れ
る
枠
組
に
し
て
も
、
〈
浄
土
教
〉
の
伝
統
教
学
上

、
、
、
、
、
、

の
用
語
を
自
分
た
ち
が
使
用
し
て
い
る
常
識
的
な
意
味
の
も
と
に
転
用
し

ふ
り
わ
け
た
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
も
こ
の
よ
う
な
枠
組
で
〈
仏
教
史
〉
が

、
、

構
想
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
経
典
の
名
と
仏
教
用
語
の
間
を
常
識
が
走

り
ぬ
け
る
こ
と
に
な
る
。

幸
い
に
も
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
の
セ
｛
、
、
ナ
ー
に
参
加
し
た
学
生
は

決
し
て
「
恩
寵
を
信
ず
る
救
済
教
」
な
ど
と
し
て
浄
土
教
を
見
よ
う
と
し

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
視
点
を
拒
絶
し
て
「
浄
土
と
は
何
か
」

と
問
い
か
け
て
き
た
。
彼
ら
の
問
い
か
け
が
そ
の
ま
ま
私
に
は
「
仏
教
と

は
何
か
」
と
聞
こ
え
た
。
彼
ら
の
「
仏
教
」
に
対
す
る
関
心
の
契
機
は
、

禅
・
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
等
種
食
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
非
常
に
素

朴
で
は
あ
っ
て
も
「
仏
教
」
そ
の
も
の
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
視
点
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
。
な
か
に
は
、
パ
ー
リ
文
献
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も、

の
は
「
仏
教
」
に
非
ず
と
す
る
強
硬
派
も
い
た
が
、
そ
の
姿
勢
は
余
程
健

、康
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
私
自
身
は
〈
浄
土
教
〉
を
問
う
と
き
の
脈
絡
と
し
て
全
大
乗

仏
教
の
最
も
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
枠
組
を
「
菩
薩
の
誓
願
」
と
「
仏
土
」
の

も
と
に
了
解
す
る
。
諸
大
乗
経
典
は
菩
薩
の
誓
願
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
仏

土
と
を
そ
の
骨
格
と
し
、
そ
の
こ
と
を
課
題
と
し
て
、
〈
般
若
経
〉
な
ら

ば
「
般
若
波
羅
蜜
」
「
回
向
」
「
空
」
等
に
よ
っ
て
、
〈
無
量
寿
経
〉
な
ら
ば

「
聞
名
」
「
称
名
」
「
念
仏
」
等
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
固
有
の
テ

ー
マ
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
が
私
の
脈
絡
の
立
て
方
で
あ
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
「
誓
願
」
や
「
仏
土
」
は
一
応
の
枠
組
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら

出
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
言
葉
の
意
味
が

も
は
や
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
誓
願
」
と
か
「
仏

土
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
一
体
ど
の
よ
う
に

た
ず
ね
て
い
け
ば
い
い
の
か
。

従
来
、
大
乗
仏
教
の
課
題
は
教
義
学
上
の
言
葉
で
「
自
利
利
他
円
満
」

で
あ
る
と
い
い
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
。
な
ぜ
そ
れ
が
大
乗
の
課
題
で
あ
る

、
、

の
か
。
大
乗
以
前
の
仏
教
界
は
自
利
の
み
を
追
求
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、

と
見
る
の
は
あ
ま
り
に
も
短
絡
的
で
あ
る
。
釈
尊
の
教
言
を
伝
え
る
阿
含

、
、

。
｝
一
カ
ー
ャ
、
あ
る
い
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
が
自
利
を
し
か
説
か
ず
、
大
乗
仏

、
、

教
に
い
た
っ
て
に
わ
か
に
利
他
を
も
あ
わ
せ
説
く
よ
う
に
な
っ
た
な
ど
と

今
日
誰
も
考
え
は
し
な
い
。
あ
る
い
は
釈
尊
の
教
言
そ
の
も
の
に
は
「
自

利
利
他
」
が
含
意
さ
れ
て
い
た
が
、
仏
教
の
僧
院
化
に
よ
っ
て
大
衆
と
切

り
離
さ
れ
た
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
が
展
開
し
、
そ
れ
を
批
判
す
る
も
の
と
し

て
大
乗
仏
教
が
興
起
し
た
、
と
考
え
る
の
も
ま
こ
と
し
や
か
で
あ
る
。
こ

う
い
う
考
え
方
は
「
大
衆
の
側
に
立
つ
仏
教
」
を
漫
然
と
思
い
み
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
「
大
衆
」
と
は
誰
の
こ
と
か
。
「
利
他
」
と
は
ど
う
い
う
事

柄
で
あ
る
の
か
。
ま
た
、
果
し
て
教
団
の
形
態
に
よ
っ
て
仏
教
が
大
衆
と

分
離
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
教
言
の
意
味
が
見
失
わ
れ
る
か
ら
教
団

と
大
衆
が
分
離
し
て
い
く
の
で
は
な
い
の
か
。
と
す
れ
ば
、
い
ま
わ
れ
わ

れ
が
遭
遇
し
て
い
る
の
と
同
じ
事
態
ｌ
教
言
の
意
味
の
喪
失
Ｉ
が
当

、
、
、
、
、
℃
、
、
、

時
起
っ
て
い
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
い
か
に
し
て
大
乗
仏
教

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
教
言
の
意
味
を
恢
復
し
て
い
っ
た
の
か
。
大
乗
仏
教
が
全
く
新
た
な
言

葉
、
つ
ま
り
「
誓
願
」
「
仏
土
」
を
中
心
に
据
え
て
展
開
し
て
い
っ
た
理
由

の
一
端
は
こ
の
問
い
に
応
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
も
こ
の
問
い
は
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
遭
遇
し
て
い
る
事
態
に
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通
底
す
る
。

私
は
「
誓
願
」
「
仏
土
」
と
い
う
表
現
成
立
の
起
源
を
「
仏
伝
」
中
の

菩
薩
の
誓
願
の
中
に
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
本
生
の
菩
薩
と
し
て
の
釈
尊

が
燃
灯
仏
に
よ
っ
て
授
記
さ
れ
る
物
語
は
い
く
つ
か
の
型
が
あ
る
。
そ
の

時
の
誓
願
は
、
教
義
上
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
願
作
仏
心
と
度
衆
生
心
と

を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
「
仏
伝
』
に
よ
っ
て
は
、
願
作
仏
心
の
み
を
表

わ
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
『
仏
伝
』
そ
の
も
の
の
編
纂
時
期
は
、
大
乗

が
興
起
す
る
時
代
と
平
行
し
て
い
る
の
で
、
先
後
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
『
仏
伝
』
に
限
っ
て
み
る
と
、
願
作
仏
心
の
み
を
表
わ
す
誓
願

か
ら
両
契
機
を
表
わ
す
誓
願
へ
の
展
開
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
展
開
そ
の
も
の
は
、
大
乗
仏
教
の
影
響
下
の
出
来
事
で
あ
る
に
し
て
も
、

『
仏
伝
』
編
纂
者
た
ち
自
身
の
思
索
が
生
み
出
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。

大
乗
仏
教
を
荷
負
う
菩
薩
の
誓
願
の
要
は
、
願
作
仏
心
と
度
衆
生
心
の
二

契
機
に
尽
る
。
伝
統
教
学
が
既
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
『
仏
伝
」
編
纂
者
た
ち
の
思
索
の
跡
を
追
う
こ
と
は
、
大
乗
の
菩
薩

の
誓
願
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
つ
ま
り
、
第
一
の

契
機
で
あ
る
願
作
仏
心
が
、
第
二
の
契
機
で
あ
る
度
衆
生
心
を
必
然
的
な

も
の
と
し
て
介
在
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
そ
の
過
程
こ
そ
が
、
大
乗
の
菩
薩

の
誓
願
・
仏
土
が
成
立
し
て
く
る
過
程
な
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼

ら
編
纂
者
た
ち
の
思
索
の
な
か
で
、
第
一
の
契
機
の
意
味
す
る
事
柄
が
徹

底
し
て
問
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。
即
ち
「
仏
に
成
る
」
こ
と
そ
の
こ
と
の

意
味
が
。
ひ
い
て
は
、
「
、
コ
ー
タ
マ
が
仏
陀
に
成
っ
た
」
と
い
う
全
仏
教

史
の
根
幹
で
あ
る
最
初
の
事
件
の
意
義
が
徹
底
し
て
問
い
直
さ
れ
た
に
違

い
な
い
。
大
乗
仏
教
が
教
言
の
意
味
を
恢
復
し
得
た
背
景
に
は
、
全
仏
教

史
の
最
初
の
事
件
に
対
す
る
問
い
直
し
が
あ
っ
た
の
だ
と
私
は
考
え
る
。

、
、
、
Ｅ
、

今
日
の
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
こ
の
最
初
の
事
件
の
意
義
を
わ
れ
わ
れ
自
身

の
表
現
の
も
と
に
見
い
出
さ
な
い
限
り
、
教
言
は
も
は
や
わ
れ
わ
れ
に
何

も
語
り
か
け
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
私
自
身
の
視
点
あ
る
い
は
脈
絡
の
立
て
方
で
あ
っ
て
、
〈
浄
土

教
〉
に
か
な
り
接
近
し
た
と
こ
ろ
で
の
見
方
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
従
っ

て
全
く
別
の
視
界
の
な
か
で
の
脈
絡
の
立
て
方
が
あ
っ
て
い
い
筈
で
あ
る
。

た
だ
、
ど
ん
な
脈
絡
に
せ
よ
、
そ
れ
は
試
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の

脈
絡
を
徹
底
し
て
最
後
ま
で
遡
っ
て
し
ま
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

、
、
、
、
、

先
に
言
っ
た
最
初
の
事
件
の
意
義
と
い
う
問
題
に
ま
で
行
く
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
の
が
私
の
予
想
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
こ
の
脈
絡
を
遡
り
切
っ

、
、
、
、
、

た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
者
と
し
て
こ
の
展
初
の
事
件
の
意
義
を

問
う
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
仏
教
学
研
究
者
と
い
う
限
定
の
み
に
止
り
得

な
い
問
い
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
研
究
上
の
出
発
点
で
は
な
く
、
わ

れ
わ
れ
自
身
の
出
発
点
が
こ
こ
に
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

以
上
は
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
で
の
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
た
際
の
私

な
り
の
視
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
清
田
先

生
の
論
文
の
中
で
は
、
浄
土
教
研
究
の
問
題
点
が
主
と
し
て
平
川
彰
教
授

や
梶
山
雄
一
教
授
の
業
績
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
つ

ま
り
、
両
教
授
の
学
説
が
最
も
よ
く
浄
土
教
研
究
の
現
況
を
呈
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
意
味
で
正
当
な
見
方
で
あ
る
と

も
思
え
る
。
そ
こ
で
こ
の
例
に
な
ら
い
、
清
田
教
授
の
論
文
と
は
別
に
私
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な
り
の
感
想
を
こ
の
二
教
授
の
学
説
に
つ
い
て
記
す
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
平
川
教
授
の
学
説
は
、
「
極
楽
」
は
イ
ン
ド
以
来
の
伝
統
で
あ
る

浄
仏
国
土
思
想
と
し
て
の
「
浄
土
」
と
区
別
さ
れ
、
そ
れ
が
「
浄
土
」
と

み
な
さ
れ
た
の
は
中
国
仏
教
に
お
い
て
で
あ
っ
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
最
も
大
き
な
理
由
の
一
つ
は
、
「
極
楽
」
と
い
う
言
葉
は
「
清
浄
」
を

含
意
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
更
に
ま
た
、
羅
什
に
よ
っ
て
「
浄
土
」

と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
羅
什
が
「
阿

弥
陀
経
』
を
訳
し
た
際
、
「
極
楽
」
を
「
浄
土
」
と
呼
ば
ず
、
し
か
も
そ
う

み
な
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
平
川
教
授
の
見
解

は
十
数
年
来
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
都
度
の
表
現
・
論
証
に
多
少
の
相
違

は
あ
る
に
し
て
も
大
綱
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
さ
ら
に
ご
く
最
近
の
論

文
の
中
で
、
「
阿
弥
陀
仏
の
教
理
は
『
般
若
経
』
と
は
関
係
の
な
い
、
む
し

、
、
、

ろ
疎
遠
な
方
面
で
興
起
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
阿
弥
陀

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

仏
の
教
理
が
大
乗
仏
教
に
入
っ
て
き
た
と
き
、
大
乗
仏
教
に
ふ
さ
わ
し
い

教
理
と
な
る
た
め
に
、
『
般
若
経
」
の
浄
仏
国
土
の
教
理
や
、
六
波
羅
蜜

、
、
、
℃

の
教
理
を
採
り
入
れ
て
、
自
ら
大
乗
的
に
変
身
し
た
の
で
あ
る
」
（
傍
点
筆

者
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
〈
無
量
寿
経
〉
や
〈
般
若
経
〉
と
い
う
代
表
的
な
大
乗
経
典
の
そ

、
℃
、

れ
ぞ
れ
の
眼
目
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
こ
と
は
、
経
典
研
究
の
い
の
ち
で

あ
る
と
い
え
る
。
〈
無
量
寿
経
〉
に
つ
い
て
い
え
ば
、
私
な
り
の
大
ま
か

な
視
点
は
前
述
し
た
が
、
そ
の
最
も
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
文
脈
・
主
題
は
、

〈
我
が
国
に
一
切
衆
生
が
生
ま
れ
な
い
限
り
正
覚
を
取
ら
な
い
〉
と
い
う

法
蔵
菩
薩
の
誓
願
と
そ
れ
の
成
就
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
こ
の
最
も
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
文
脈
を
は
な
れ
て
し
ま
っ
て
は
、

一
体
ど
こ
に
〈
阿
弥
陀
仏
の
教
理
〉
を
読
め
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た

、
、

〈
極
楽
〉
と
は
仏
土
の
名
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
極
楽
〉
と
い
う

名
だ
け
が
〈
仏
教
〉
と
い
う
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
読
ま
れ
る
な
ら
ば
、

そ
の
起
源
は
、
他
界
観
念
と
か
生
天
思
想
だ
と
か
、
イ
ラ
ン
や
エ
ジ
プ
ト

、
、
、
、
、
、
、
、

の
思
想
で
あ
る
と
い
っ
た
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
い
わ
れ
の
な
い
文
脈
に
投

げ
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
日
の
浄
土
教
研
究
の
混
迷
の
一
因

が
こ
こ
に
あ
る
。
ま
た
〈
般
若
経
〉
を
浄
仏
国
士
思
想
の
も
と
に
読
む
と

い
う
点
で
異
論
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
浄
仏
国
土
思
想
を
「
菩
薩
が
菩
提

心
を
発
し
、
六
波
羅
蜜
の
修
行
を
な
し
て
、
仏
国
士
を
浄
め
る
こ
と
」
で

あ
る
と
了
解
す
る
な
ら
、
こ
れ
で
〈
般
若
経
〉
の
主
眼
点
を
尽
せ
る
の
だ

ろ
う
か
。
〈
般
若
経
〉
の
主
眼
点
は
、
六
波
羅
蜜
の
修
行
そ
の
こ
と
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
修
行
が
成
立
す
る
根
拠
を
「
一
切
知
者
性

へ
の
回
向
」
を
も
っ
て
提
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
「
小

品
」
系
の
浄
仏
国
士
思
想
は
後
代
の
挿
入
と
も
記
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
一
体
〈
般
若
経
〉
は
何
を
説
く
経
典
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
い
か
な
る
主
題
が
い
か
な
る
文
脈
の
も
と
に

取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
は
、
文
献
研
究
に
と
っ
て
最
重
要
課
題
と
思
わ

れ
る
。つ

ぎ
に
梶
山
教
授
の
学
説
を
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

「
回
向
」
の
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
教
授
が
提
示
さ
れ
る
興
味
深
い
個
為

の
論
点
を
こ
こ
で
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
〈
般
若
経
〉
、
〈
無

量
寿
経
〉
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
了
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
み
る
だ

け
に
す
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
経
典
は
〈
紀
元
前
後
の
イ
ン
ド

思
想
〉
と
い
う
非
常
に
広
い
視
野
の
も
と
に
お
か
れ
る
。
業
報
輪
廻
の
説
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教
授
の
視
野
は
広
く
、
経
典
を
読
む
脈
絡
も
想
像
を
絶
し
て
い
る
。
た

だ
残
念
に
思
う
の
は
、
「
こ
れ
仏
教
に
非
ず
／
，
」
と
指
弾
す
る
視
点
が
読

者
に
ま
で
見
え
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
業
報
か
ら
の
解
放
」
と

か
「
回
向
の
思
想
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
大
乗
仏
教
の
固
有
の
課
題
を
表

わ
し
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
教
授
に
よ
れ
ば
ヒ
ン
ズ
ー
教
も
そ

う
な
の
だ
か
ら
。
結
局
は
「
空
の
思
想
」
を
大
乗
に
通
底
す
る
も
の
と
み

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
で
は
そ
う
だ
と
す
れ
ば
一
体

は
、
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
に
確
固
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
そ
の
業
報
か

、
、
、

ら
の
解
放
と
い
う
こ
と
が
、
当
時
の
イ
ン
ド
思
想
の
基
調
で
あ
り
、
大
乗

仏
教
も
ヒ
ン
ズ
ー
教
も
と
も
に
そ
れ
を
課
題
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の

課
題
に
応
え
る
思
想
が
〈
回
向
の
思
想
〉
で
あ
る
。
「
ヴ
ィ
シ
「
一
ヌ
神
は
信

者
の
業
を
消
し
、
あ
る
い
は
神
自
身
の
功
徳
を
信
者
に
回
施
す
る
」
。
ま

た
、
阿
弥
陀
仏
は
「
地
獄
に
堕
ち
る
よ
り
仕
方
の
な
い
悪
人
を
も
、
自
己

の
修
行
の
功
徳
を
彼
に
め
ぐ
ら
し
て
、
極
楽
に
往
生
さ
せ
、
成
仏
さ
せ
る
」
《

こ
の
よ
う
に
「
恩
寵
の
宗
教
」
と
し
て
登
場
し
た
も
の
が
阿
弥
陀
仏
を
説

く
〈
無
量
寿
経
〉
で
あ
り
、
業
報
か
ら
の
解
放
は
阿
弥
陀
仏
の
恩
寵
に
よ

る
。
恩
寵
と
は
、
仏
教
で
い
う
回
向
の
こ
と
で
あ
る
、
と
教
授
は
了
解
さ

れ
る
。
他
方
、
〈
般
若
経
〉
で
は
業
報
か
ら
の
解
放
は
、
実
は
す
で
に
、

空
の
思
想
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
お
り
、
回
向
の
思
想
は
こ
の
空
の
思
想
な

℃
、

し
に
は
成
立
し
な
い
、
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
ま
た
〈
無
量
寿
経
〉
（
初
期

、
、
、

古
訳
の
）
の
回
向
の
思
想
も
当
然
そ
の
背
景
に
空
の
思
想
を
も
っ
て
い
る

幸
口
調
恥
の
）

の
で
渥
心
る

７
シ
一
○

以
上
、
雑
駁
な
感
想
を
記
し
た
が
、
今
回
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
に
半

年
に
も
百
一
る
滞
在
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
り
、
し
か
も
諸
先
学
の
研
究
を

あ
げ
つ
ら
う
私
ご
と
き
の
言
葉
を
黙
っ
て
聞
い
て
下
っ
た
清
田
教
授
の
御

寛
容
を
こ
こ
に
改
め
て
感
謝
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

何
の
た
め
の
「
回
向
の
思
想
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
世
の
時
代
思

潮
と
で
も
考
え
る
雫
へ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

梶
山
雄
一

『
「
さ
と
り
」
と
「
廻
向
」
』
一
九
八
三
講
談
社
現
代
新
書

用
④
ロ
］
弓
自
国
少
詞
詞
房
◎
凶
〕

【
《
田
口
・
ロ
ロ
画
ロ
ロ
の
目
貝
陸
昏
口
岳
ぽ
①
弓
拭
騨
命
『
〔
再
己
餌
匡
口
騨
‐
岸
旨
白
色
屋
四
‐

の
凹
昌
ご
ロ
ロ
ロ
丙
彦
脚
ぐ
ゆ
の
軍
】
津
ゆ
め
四
口
〕
画
・
置
宇
の
画
庁
Ｈ
ｐ
ご

弓
言
ミ
ミ
ミ
胃
豊
富
さ
、
冨
（
）
の
。
、
ざ
（
ら
認
）

参
照

平
川
彰

「
浄
土
教
の
問
題
点
」
『
浄
全
月
報
』
弱
、
一
九
七
二

「
浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
」
『
日
仏
年
報
』
蛇
、
一
九
七
七

「
浄
土
教
の
成
立
の
問
題
」
『
石
田
古
稀
浄
土
教
の
研
究
』
一
九
八
二

「
浄
土
思
想
の
成
立
」
『
講
座
大
乗
仏
教
』
５
一
九
八
五
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