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国

留
学
生
が
日

本
に

送
ら
れ

た
。

日

本
で

学
ぶ

内
容
は
、

日

本
の

こ

と
で

は

な
く、

西

洋
の

学

術
と

技
術
で

あ
っ

た
。

僧
侶
も
日

本
へ

留
学

し
た

が
、

日

本
仏

教
の

組

織
力
と

僧
侶
教
育
を

習
い

た
い

と

考
え
た

が、

日
本

仏
教
の

教

義
を
学
ぶ

こ

と
は

な
か
っ

た
。

第
二

に、

西

洋
に

対
し
て

「

東

洋
の

盟
主
」

を

誇
っ

て
、

東
ア

ジ
ア

の

精
神
的
・

美
的
・

宗
教
的
価
値
の

オ

リ
ジ

ナ
リ

テ

ィ

を

語
た

る
主

体
に

な
っ

た
。

新

渡
戸
稲

造、

岡

倉
天

心
、

鈴
木

大
拙
な
ど
が
英

語
で

著
述
し

、

ア

メ

リ

カ

の

読
者
に

む
け
て

束

ア

ジ
ア
・

日

本
の

精
神
文

化
を

説
い

た
。

　

明
治
三
〇

年
代
に

、

文
明
国
・

口

本
に

ふ

さ

わ
し
い

仏
教

復
興
の

動
き

が

あ
ら
わ
れ
た

。

第
一

に
、

一

九
〇

〇

年
の

仏
教
公
認
運
動、

宗
教
法
へ

の

反
対
運

動
で

あ
る

。

神

仏
分

離
令
以

降、

政
府
は
仏
教
を

排
斥
し
て

神

道
を
国
家

祭
祀
に

し

よ

う
と
し

た
が
、

政
府
は

宗
教
局
を
設

け
て、

仏
教

を
公
認
宗

教
と
し

た
。

第
二

に、

口

清
戦
争
を
機
に

仏
教
教

団
が

海
外
進

出
を
は
じ
め
た
こ

と
で

あ
る

。

中
国、

朝
鮮、

台
湾
へ

の

海

外
布
教
と

、

ア

メ

リ

カ
へ

の

進
出
で

あ
っ

た
。

ア

メ

リ
カ

で

は、

釈

宗
演、

鈴
木
大

拙

が

活
躍
し
て
、

禅
を
ふ

く
む

国

器
9
匿
しU
二
α
α

巨
ω

B

は

小
乗
仏

教
よ

り

も

価
値
的
に

優
越

す
る

こ

と
を

誇
示
し

た
。

第
三

に、

仏
教

学
の

成
立
で

あ
っ

た
。

日

本
の

仏
教

学
者
は

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

仏
教
学
を

受
容
し
た
が

、

そ
こ

に

含
ま
れ

た

大
乗
非
仏
説
に

抵
抗
し

て
、

大
乗
非
仏

説
と

大
乗
仏

説

の

両
立
可

能
性
を

説
き

、

国
家
単
位
の

「

日
本
仏
教
」

と
い

う
新
し

い

概

念
を
創
出
し
た

。

文
明
国
で

あ
る

こ

と
を

前
提
に

仏
教

教
団
が

杜

会
的

機

能
を
発

揮
し
は

じ
め

た
時

代
に

な
っ

た
。

パ

ネ
ル

の

主

旨
と

ま

と

め

林

淳

　

本
パ

ネ
ル

は
、

仏
教
学、

人
類
学、

宗
教
学
と
い

う

專
門
分

野
の

異
な

る
、

そ
し
て

世
代
も
異
な
る

研
究
者
が

共
同
し
て、

相
互
に

作
用
し
共
鳴

す
る

こ

と

で
ハ

イ
ブ
リ
ッ

ト

な
「

近
代
の

国
家
と

仏
教
」

像
を

提
供
し
よ

う
と

す
る

試
み

で

あ
る

。

こ

の

パ

ネ
ル

の

第
一

の

目
的
は、

E
座
仏
教
徒

社

会
の

人
類

学
的
研
究
の

進

展
と

仏

教
学

を
リ

ン

ク

さ
せ

る

こ

と

に
あ

る
。

人

類
学
者
に

よ
る

上

座
仏
教
徒
社
会
の

研
究
は

、

テ

ク

ス

ト
中
心
の

仏

教
学
者
に

よ
る

上
座
仏
教
研
究
と

は

違
っ

て
、

現
地

調
査
と

歴

史
研
究

を

組
み

合
わ

せ

て
、

実

践
が
形
づ

く

る
仏

教
の

世
界
ヘ

ア

プ
ロ

ー

チ
す

る
。

仏
教

学
者
の

テ

ク

ス

ト
研

究
と、

入
類
学
者
の

調
査
の

成

果
が

重
な

り
合
う
結
節
点
が
ど
こ

に

あ
る

の

か
を
見
つ

け
た
い

と

思
う

。

第
二

の

目

的
は

、

上
座
仏
教
の

最
新
の

研

究
を、

近
代
仏
教
の

視
点
か

ら

読
み

直
し

た
い

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

二

〇

〇
〇
年
以
降

、

宗
教
研
究
に

お
い

て

近

代
仏
教
研
究
は

活
気
を
お
び

て

き
た
が、

近

代
仏

教
研
究
で

は
、

目

本
と

中

国
・

韓
国
・

ア

メ

リ

カ

と

緊

密
に

関
連
し、

影
響
し

あ
っ

て

い

る

こ

と

が

共
通

了
解
さ
れ

て

き
た
が

、

上

座
仏
教
ま
で

視

野
を

広
げ
る

こ

と
は

な

か
っ

た
。

　

四
人
の

発

表
に

対
し

て
、

蓑
輪
顕
量
か

ら
、

以
下
の

よ

う
な
コ

メ

ン

ト
・

質
問
が
出
さ

れ
た

。

立
川

発
表
に

対
し
て

は
、

 
仏
教
の

も
つ

内
的

な

要
因
は

仏
教

滅
亡
に

ど
の

程

度
の

影
響
を

及
ぼ

し
た

の

か
、

仏
教
と
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教
と
の

共
存
は
な

ぜ

あ
り
え
な
か
っ

た
か
、

 
東
南
ア

ジ

ア

の

上

座
仏

教
と
比

較
し
て

、

イ

ン

ド
に

お
い

て

も
王

権
が

仏
教
に

政
治
的
正
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当
性
を

求
め

る

こ

と

は

あ
っ

た

の

か

ど

う
か

が

質
問
さ

れ
た
。

藏
本
発

表

に

対
し

て

は
、

 
ミ

ャ

ン

マ

ー

で

は
、

民
衆
が

サ
ン

ガ

を

支
え
る

組
織
を

作
り
あ
げ
た
と

い

う
こ

と
だ

が
、

そ

の

場
合
に

世

俗
権
力
は

正

当
性
を

確

保
で

き
な

く
な
る

の

で

は

な
い

か、

 
国
家
と

サ
ン

ガ

と
の

共
生

は

将

来
、

ど
の

よ

う
に

な
る

で

あ
ろ

う
か
が

問
わ

れ

た
。

小

林
発
表
に

対
し

て

は
、

 
カ

ン

ボ

ジ

ア

で

は

フ

ラ

ン

ス

人

に

よ

っ

て

パ

ー

リ
語
教
育
が

拡

充

し

た
と
い

う
が
、

伝
統
的
な
修
学
方
法
は
、

ど
の

よ

う
な
影
響
を

受
け
た

で

あ
ろ

う
か
、

 
現
在
の

政
権
が

「

サ

ン

ガ

の

擁

護
者」

と

振
舞
わ

ざ
る

を
え
な
い

理
由
は

ど

こ

に

あ
る

の

か
が

尋
ね
ら
れ
た

。

林
発
表
に

対
し

て

は
、

 
村
上

専
精
は

な
ぜ

聖
徳

太
子
を

強

調
し
た
の

か
、

 
「

国
家
仏

教
」

と
い

う
用
語
を
つ

か
っ

て

い

る

が
、

古
代
・

中
世
も

「

国
家
仏
教
」

と

称
さ

れ
る

こ

と
が

多
い

が、

そ

れ

と
は
ど

こ

が
違

う
の

か

が

問
わ
れ

た
。

発
表
者
た

ち
は
、

コ

メ

ン

ト
に

対
し
て

次
の

よ

う
に

回

答
し
た

。

　
立
川
は

、

イ

ン

ド
で

は

広
大
な
中

央
集
権
国
家
が
あ
っ

た

時
代
に

は
仏

教
は

栄
え
た
が

、

そ
れ

が

無
く
な
っ

た
群

雄
割
拠
の

時

代
に

な
る

と
仏
教

は

衰
え
た

事
実
を

指
摘
し

た
。

ま
た
カ

ー

ス

ト
制

度
の

内
に

な
る

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教
と
、

外
に

あ
る

仏

教
で

は

相
容
れ

な
か
っ

た
こ

と
が

述
べ

ら
れ

た
。

ネ
パ

ー

ル

で

は
、

カ

ー

ス

ト
制
度
が

受
容
さ
れ
て
、

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

教

と

ネ
ワ

ー

ル

仏
教
と
の

共
存
が
な

さ
れ

た

事

例
が

紹
介
さ

れ

た
。

藏
本

は
、

世

俗
国
家
を
め

ざ
し
た

時

代
の

権
力
は
仏
教
を
無

視
し
た

が
、

九
〇

年

代
以

降
は
、

国
家
が

仏

教
を
保
護

す
る
仏
法
王
の

パ

ー

フ

ォ

ン

マ

ン

ス

を

演
じ
る

よ

う
に

な

っ

た
こ

と

を
述
べ

た
。

小
林
は、

内
戦

期
、

ポ
ル

ポ

ト

政
権
期

、

九
〇

年

代
以

降
で

は

大
き
く

国
家

も
仏
教

も

変
化
し
て

お

り
、

現
在

見
る

こ

と
が

で

き
る

サ
ン

ガ

で

は

伝
統
的
な
修
学

方
法
を
見
る

こ

と
は
で

き
な
い

こ

と
を

指
摘
し
た

。

他
方
で、

一

般
民
衆
が

求
め

る
為

政

者
像
が

あ
っ

て
、

時
代
に

よ

っ

て

変
化
は

少
な
く、

権
力
は

そ
れ

を
利

用
す
る

点
が
述
べ

ら
れ

た
。

林
は
、

聖
徳
太
丁
が
、

近
代
の

日
本
仏
教
の

統
合
の

象
徴
と
し

て

希
求
さ

れ

た

こ

と
を

述
べ
、

近
代
の

「

国
家
仏
教
」

は
、

近

代
国
家
の

諸
制
度
に

適
応
し
て

変
化
し
て

い

く
と

い

う
意
味
で

使

っ

て

お

り、

古

代
・

中
匿
と
は

別
で

あ
る

こ

と
を

強
調
し
た

。

フ

ロ

ア

か

ら
は
、

発
表
者
が

使
っ

た

「

世
俗
権
力
」

を
め

ぐ
っ

て
、

東
南
ア

ジ

ア

の

王

権
は
、

そ
れ
自

体
あ
る

種
の

聖
性
を

帯
び
て

お

り、

王

権
を

「

世
俗
権

力
」

と

形
容
は
で

き
な
い

の

で

は

な

い

か

と
い

う
批
判
が
出
さ
れ
た

。

ま

た

「

国
家
仏
教
」

の

定
義
に

対
す
る

問
題

点
も
指
摘
さ

れ
た

。
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