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仏
教
の（
脱
）民
族
化

　

─
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
秩
序
の
た
め
に

ス
レ
ン
・
ラ
ー
ガ
ヴ
ァ
ン

平
　
良
直
　
訳

《
要
旨
》

　

数
年
前
ま
で
、
仏
教
は
拡
大
を
続
け
、
そ
の
哲
学
は
世
界
の

多
く
の
人
々
を
惹
き
つ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
関

心
は
、
主
要
な
仏
教
国
家
の
多
く
で
長
期
化
す
る
民
族
国
家
的

な
暴
力
に
よ
っ
て
陰
り
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
こ
の
短
い
論
文

は
、
仏
教
徒
の
社
会
が
消
費
と
所
有
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
潮

流
の
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
の
よ
う
な

消
費
や
所
有
へ
の
執
着
は
、
主
に
仏
教
国
家
主
義
や
民
族
保
護

主
義
の
中
に
表
れ
て
い
る
。
本
論
文
は
、
仏
教
が
現
状
と
は
別

の
世
界
観
を
提
供
し
、
既
存
の
国
家
や
民
族
の
境
界
を
超
え
た

喫
緊
の
地
球
規
模
の
問
題
に
対
処
す
る
実
際
的
モ
デ
ル
と
な
る

た
め
に
、
仏
教
徒
の
間
で
脱
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
築

か
れ
る
こ
と
の
必
要
性
を
論
じ
る
。

は
じ
め
に

　

現
代
仏
教
の
社
会
的
・
政
治
的
次
元
に
つ
い
て
は
、
新
た
な

注
目
を
集
め
、
真
剣
に
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
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（B
rekke 2013 , H

arris 2007 , H
ershock 2006 , Juegensm

eyer and Jerry-

son 2010 , W
ijeyeratne 2013

）。
そ
の
議
論
は
、
仏
教
者
、
あ
る
い

は
仏
教
者
と
接
し
て
生
活
す
る
非
仏
教
者
、
仏
教
や
そ
の
共
同

体
に
関
心
を
も
つ
非
仏
教
者
の
間
で
共
有
さ
れ
る
問
題
関
心
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
新
し
い
文

献
研
究
に
由
来
す
る
少
な
く
と
も
ふ
た
つ
の
主
要
な
テ
ー
マ
が

存
在
す
る
。
ひ
と
つ
は
「
仏
教
者
の
活
動
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
か
、
あ
る
い
は
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
逆
説
的
な
暴
力

紛
争
」
の
理
由
と
、
そ
の
暴
力
が
い
か
に
発
動
さ
れ
う
る
の
か

を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
ふ
た
つ
目
は
、
仏
教
が
、
宗
教
的
暴
力
、

民
主
主
義
の
安
定
、
そ
し
て
経
済
や
人
権
の
よ
う
な
差
し
迫
っ

た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
に
関
心
を
も
ち
、
そ
の
回
答
を
出
す
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
現

代
人
が
直
面
す
る
多
く
の
根
本
的
な
課
題
に
、
仏
教
は
、
少
な

く
と
も
部
分
的
で
あ
れ
、
そ
の
答
え
と
な
り
う
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

理
論
的
に
、
そ
し
て
文
献
的
に

─
パ
ー
リ
語
仏
典
（N

ikā ya

）

の
違
い
に
関
係
な
く

─
仏
陀
と
そ
の
教
え
は
普
遍
的
で
あ
り
、

我
々
の
現
在
と
未
来
の
生
活
に
答
え
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
、
学
者
た
ち
は
同
意
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
仏

教
徒
社
会
の
大
部
分
を
よ
く
観
察
す
れ
ば
、
経
験
的
証
拠
に
よ

っ
て
、
そ
の
信
念
は
揺
ら
が
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

　

先
に
挙
げ
た
学
者
た
ち
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
西
洋
人
で
あ
る
）
は
、

一
部
の
仏
教
徒
社
会
に
見
ら
れ
る
直
接
的
暴
力
、
汚
職
、
民
主

主
義
の
欠
如
、
そ
し
て
道
徳
的
・
倫
理
的
機
能
不
全
に
つ
い
て
、

そ
の
理
由
を
す
っ
き
り
説
明
し
た
い
と
の
問
題
提
起
を
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
仏
教
の
信
仰
と
実
践
が
、
個
々
の
社
会
に
対
し

て
も
一
般
的
な
人
間
性
に
対
し
て
も
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を

何
ら
生
み
出
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の

反
対
に
彼
ら
は
、
ア
ヒ
ン
サ
ー
（
非
暴
力
）
の
思
想
に
基
づ
い
た

哲
学
で
あ
る
仏
教
で
さ
え
も
が
、
ア
ジ
ア
で
我
々
が
目
撃
し
て

き
た
数
々
の
最
も
暴
力
的
な
紛
争
の
要
因
と
な
り
う
る
の
は
な

ぜ
な
の
か
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
教
は
、
非
暴
力
と
正

義
と
公
正
の
普
遍
的
な
力
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

イ
ン
ド
の
学
者
で
あ
る
ウ
マ
・
チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
は
２
０

０
５
年
、こ
れ
と
同
様
の
問
い
を
提
起
し
て
い
る
。
彼
女
は
、ゴ
ー

タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
が
生
ま
れ
た
の
は
、
不
安
に
満
ち
た
希

望
の
な
い
時
代
で
あ
り
、
答
え
以
上
の
多
く
の
問
い
が
あ
ふ
れ
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て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
紀
元
前
５
世
紀
の
イ

ン
ド
世
界
に
広
が
っ
て
い
た
存
在
論
的
な
不
安
定
さ
に
よ
っ
て
、

現
代
と
同
様
の
急
速
な
生
活
の
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
、
我
々

は
教
え
ら
れ
て
い
る
。「
軸
の
時
代
」
と
い
う
学
説
の
支
持
者
は
、

そ
の
よ
う
な
深
い
不
安
の
時
代
に
お
い
て
、
社
会
は
、
そ
れ
自

体
に
備
わ
っ
て
い
る
入
り
組
ん
だ
複
雑
さ
の
中
か
ら
、
自
身
の

意
味
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
論
じ
て
い
る
（Voegelin 2001

）。
す

な
わ
ち
仏
教
は
、
現
代
に
似
た
時
代
に
あ
っ
て
、
希
望
と
答
え

を
与
え
る
た
め
、
仏
陀
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
の
だ
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
も
し
仏
教
が
希
望
の
哲
学
と
言
え
る
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
の
信
仰
の
実
践
者
は
、
ま
ず
答
え
を
見
出
す
努
力

を
す
る
べ
き
で
あ
り
、
次
い
で
、
そ
の
解
決
策
を
広
く
社
会
に

適
用
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　

私
は
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な

主
題
を
展
開
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

経
済
的
格
差

　

世
界
銀
行
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
世
界
人
口
の
70
％
が
世
界

の
富
の
総
計
の
た
っ
た
３
％
を
分
け
合
い
、
世
界
人
口
の
お
よ

そ
10
％
が
、
富
の
83
％
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
。
農
学
者
や

経
済
学
者
は
「
世
界
の
問
題
は
、
富
が
十
分
に
な
い
こ
と
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
単
に
十
分
に
配
分
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ

る
」
と
繰
り
返
し
示
し
て
い
る
。
国
連
の
食
糧
農
業
機
関
に
よ

れ
ば
、
年
間
約
２
０
０
０
万
人
の
人
々
が
、
飢
え
に
よ
る
病
気

に
よ
っ
て
死
亡
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
１
１
０
０
万
人
は
12
歳

以
下
の
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
。
21
世
紀
と
い
う
こ
の
時
代
、

我
々
は
火
星
に
さ
え
降
り
立
つ
知
識
を
有
し
て
い
る
と
い
う
の

に
、
こ
う
し
た
こ
と
を
防
げ
る
ほ
ど
我
々
の
「
同
じ
人
間
同
士

で
あ
る
」
と
い
う
自
覚
は
強
く
な
い
の
で
あ
る
。
世
界
と
ア
ジ

ア
の
現
今
の
経
済
哲
学
は
、
最
小
限
の
コ
ス
ト
で
効
率
の
よ
い

生
産
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
最
大
の
利
潤
を
得
る
と
い
う
こ

と
に
執
着
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
の
一
部
の

人
々
を
満
足
さ
せ
る
べ
く
、
大
多
数
の
人
々
の
基
本
的
ニ
ー
ズ

を
犠
牲
に
し
な
が
ら
、
原
油
か
ら
新
鮮
な
水
に
い
た
る
ま
で
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
最
大
限
に
消
費
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
過
程
に
お
い
て
、
最
大
限
の
消
費
は
生
活
ス
タ
イ
ル
に
ま
で

な
り
、
人
間
の
労
働
は
最
低
限
の
賃
金
で
買
い
叩
か
れ
、
自
由

貿
易
、
市
場
調
整
、
あ
る
い
は
経
済
自
由
化
の
促
進
が
、
境
界
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を
越
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
完
成
さ
せ
て
い
く
。
こ
れ
と
は
対

照
的
に
、
仕
事
や
労
働
に
つ
い
て
の
仏
陀
の
教
え
は
、
消
費
と

い
う
こ
と
に
焦
点
を
置
い
て
は
お
ら
ず
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
が

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
通
り
な
の
だ
。

　

第
一
に
、
必
要
で
有
用
な
物
資
と
利
便
を
提
供
す
る
こ
と

で
あ
る
。
第
二
に
、
我
々
の
誰
も
が
そ
れ
を
使
え
る
よ
う

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
優
れ

た
管
財
人
の
よ
う
に
、
我
々
が
手
に
し
て
い
る
贈
物
を
完

全
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
、
そ
う
し
た

こ
と
を
、
他
者
へ
の
奉
仕
の
な
か
で
、
ま
た
他
者
と
の
協

力
に
お
い
て
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

も
っ
て
生
ま
れ
た
自
己
中
心
性
か
ら
我
々
自
身
が
解
放
さ

れ
る
の
で
あ
る
。（Schum

acher 1979 :3

）

　　

世
界
へ
の
こ
の
よ
う
な
理
解
と
、
仏
教
徒
の
世
界
観
と
一
致

す
る
答
え
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
タ
イ
の
仏
教
徒
活

動
家
ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
国
際
エ
ン

ゲ
ー
ジ
ド
ブ
ッ
デ
ィ
ズ
ム
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｂ
／
社
会

参
加
仏
教
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
の
よ
う
な
運
動
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。（
日
本
の
）
文
教
大
学
で
教
鞭
を
執
る
デ
ビ
ッ
ド
・
ロ
イ

は
長
い
間
、
そ
の
よ
う
な
代
替
的
ビ
ジ
ョ
ン
を
論
じ
て
お
り
、

そ
う
し
た
方
向
に
仏
教
が
発
展
す
る
こ
と
が
、
ど
ん
な
に
期
待

さ
れ
て
い
る
か
を
述
べ
て
い
る
。
西
洋
の
学
者
た
ち
は
、
日
本

の
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
迅
速
な
復
興
の
成
功
は
、
仏
教
の
伝

統
に
根
差
し
た
実
践
を
行
っ
た
企
業
に
よ
る
貢
献
が
大
き
か
っ

た
と
認
め
て
い
る
。
ま
た
保
坂
俊
司
や
永
安
幸
正
な
ど
の
研
究

者
は
、
百
を
超
え
る
世
界
的
ブ
ラ
ン
ド
を
創
り
出
し
た
日
本
の

諸
々
の
企
業
が
成
功
し
た
の
は
、
顧
客
の
満
足
、
無
駄
の
管
理
、

そ
し
て
従
業
員
と
の
関
係
性
な
ど
で
、
仏
教
倫
理
に
基
づ
い
た

原
則
を
実
践
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
社
会
な
ら
び
に
、
そ
こ
で
の
仏
教
徒

の
大
多
数
の
振
る
舞
い
は
、
代
替
的
な
生
き
方
を
提
供
す
る
代

わ
り
に
、
な
ん
の
疑
問
も
抱
か
ず
に
消
費
優
先
主
義
の
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
を
取
り
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
今
日
、
ふ
た
つ
の
大
き
な
文
明
で
あ
る
日
本
と
中
国
は
仏

教
者
の
徳
（virtues

）
で
知
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
消
費
と

巨
大
生
産
の
国
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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紛
争
の
解
決

　

紛
争
解
決
と
平
和
構
築
の
専
門
家
は
、
世
界
は
国
家
間
紛
争

（inter-state conflict
）
か
ら
国
内
紛
争
（intra-state conflict

）
へ
と

移
行
し
て
き
て
い
る
と
し
て
い
る
。
１
９
５
０
年
か
ら
２
０
１

０
年
ま
で
、
思
想
、
民
族
性
、
言
語
、
宗
教
を
要
因
と
し
た
「
国

家
と
非
国
家
的
グ
ル
ー
プ
と
の
内
紛
」
に
よ
っ
て
、（
国
家
間
紛

争
よ
り
も
）
多
く
の
人
々
が
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
内

紛
争
は
、
あ
ら
ゆ
る
大
陸
で
発
生
し
て
い
る
が
、
あ
る
文
化
と

共
同
体
社
会
と
の
間
の
何
世
紀
に
も
わ
た
る
古
い
絆
を
し
ば
し

ば
破
壊
し
て
し
ま
う
。
ル
ワ
ン
ダ
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
シ
リ
ア
、
そ
し
て
ス
リ
ラ
ン

カ
な
ど
は
そ
の
悲
し
む
べ
き
事
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
悪
し
き

傾
向
は
、
仏
教
徒
が
大
多
数
で
あ
る
国
に
お
い
て
も
無
い
わ
け

で
は
な
い
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
、

そ
し
て
チ
ベ
ッ
ト
地
域
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
長
期
的
紛
争

状
態
に
巻
き
込
ま
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
忘
れ
ら

れ
た
戦
争
」
は
、
そ
し
て
そ
こ
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
々
の
苦
し

み
は
、
世
界
の
ニ
ュ
ー
ス
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
超
大
国
が
直
接
的
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
次
の
よ
う
な
難
し
い
問
い
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ

ち
、
仏
教
哲
学
と
実
践
の
数
世
紀
に
わ
た
る
伝
統
を
も
ち
、
そ

れ
ら
が
文
化
的
意
識
の
中
に
し
っ
か
り
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
仏

教
徒
の
社
会
が
、
戦
争
へ
と
向
か
っ
て
行
き
、
さ
ら
に
悪
い
こ

と
に
、
そ
れ
は
「
仏
教
を
護
る
」
た
め
な
の
だ
と
戦
争
を
正
当

化
し
て
し
ま
う

─
こ
ん
な
こ
と
が
、
ど
う
や
っ
た
ら
可
能
な

の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
仮
に
護
法
の
た
め
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
で
は
、（
他
の
宗
教
に
お
け
る
）「
正
義
の
戦
い
」（Just 

w
ar

）
や
「
聖
な
る
戦
争
」（H

oly w
ar

）、あ
る
い
は
「（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
に
お
け
る
）
正
し
い
戦
争
」（D

harm
a Yuddha

）
と
比
較
し
て
、

一
体
ど
ん
な
重
要
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
仏
教
は
世
界
に
示
せ

る
だ
ろ
う
か
。

　

仏
陀
の
直
接
の
教
え
の
な
か
に
は
、
戦
争
を
正
当
化
す
る
も

の
は
何
も
見
出
せ
な
い
。
戦
争
状
況
へ
の
仏
陀
の
応
答
と
し
て

は
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
３
つ
の
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

１
）
釈
迦
族
の
共
同
体
は
コ
ー
リ
ヤ
族
に
対
し
て
ロ
ー
ヒ
ニ
ー

川
の
水
を
巡
っ
て
戦
争
を
宣
言
し
た
（Jayatilleke 1983

）。
そ
の
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際
、
仏
陀
は
、
人
間
の
生
命
と
尊
厳
の
重
要
性
を
説
明
し
、
こ

の
戦
争
を
交
渉
に
よ
っ
て
回
避
す
る
必
要
性
を
説
い
た
。

　

２
）
毘
瑠
璃
（
ビ
ル
リ
）
王
は
、
彼
の
母
親
の
カ
ー
ス
ト
を
詐

称
し
た
釈
迦
族
へ
の
復
讐
を
試
み
た
。
仏
陀
は
、
釈
迦
族
と
の

戦
闘
に
向
か
う
王
の
進
軍
の
途
上
に
三
度
立
ち
ふ
さ
が
り
、
進

軍
を
止
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
四
度
目
は
、
釈
迦
族
の
宿

業
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
結
果
に
ま
か
せ
よ
う
と
、
王
を
止
め

な
か
っ
た
（D

eegalle 2009
）。

　

３
）
阿
闍
世
（
ア
ジ
ャ
セ
）
王
は
、
隣
国
で
あ
る
ヴ
ァ
ッ
ジ
国

の
征
服
を
計
画
し
て
い
る
中
で
仏
陀
に
助
言
を
求
め
た
。
仏
陀

は
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
国
は
（
民
主
的
な
会
議
の
尊
重
な
ど
の
）
ル
ー
ル
を

保
持
し
て
お
り
、
他
国
に
は
打
ち
破
ら
れ
な
い
国
で
あ
る
と
指

摘
し
た
（D

īghanikāya,  vol. 2 , pp. 73 -75

）。

　

こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
お
い
て
、
仏
陀
は
、
い
わ
ゆ

る
「
戦
争
の
倫
理
」
に
く
み
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

そ
う
す
る
代
わ
り
に
、
仏
陀
は
、
人
間
の
内
的
動
機
や
心
の
状

態
や
権
力
を
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
他
者
を
打

ち
負
か
そ
う
と
し
た
り
、
所
有
や
消
費
を
欲
し
て
、
欲
求
が
叶

え
ら
れ
な
け
れ
ば
戦
争
に
訴
え
て
目
的
を
果
た
そ
う
と
す
る
そ

う
し
た
も
の
に
挑
戦
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
関
心

は
「
正
し
い
戦
争
」（D

harm
a Yuddha

）
や
「（
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け

る
）
聖
戦
」（Jihā d

）
に
は
な
く
、
我
々
の
中
に
あ
る
「
魔
の
軍
勢
」

（M
ārasenā

）
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

主
要
な
仏
教
徒
の
社
会
は
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
的
ビ
ジ
ョ
ン

に
基
づ
い
た
「
も
う
ひ
と
つ
の
生
き
方
」
を
提
供
し
よ
う
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
、
ど
れ
ほ
ど
奮
闘
し
続
け
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
し
か
し
、
歴
史
的
記
録
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
仏
教
国

で
こ
の
試
み
に
失
敗
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
帰
属
意
識
」
か
ら
の
離
脱

　
「
非
暴
力
（A

hiṃ
sā

）
の
文
明
」
か
ら
「
内
部
に
お
い
て
衝
突

し
あ
う
文
明
」
へ

─
我
々
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
う
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
、
さ
ま

ざ
ま
な
理
由
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
私
は
、
ふ
た

つ
の
大
き
な
要
因
を
提
示
し
た
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
お
か
げ

で
、
現
代
の
仏
教
が
世
界
へ
の
影
響
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
根
源
的
か
つ
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
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現
代
に
い
た
る
ま
で
、
記
憶
に
刻
ま
れ
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

も
の
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
②
民
族
性
で
あ
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
１
９
８
４
年
）
は
、
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、「
想
像
の
共
同
体
」
の
近
代
的
構
築
物
で
あ

り
、
そ
の
共
同
体
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
た
の
は
出
版
資
本
主

義
（print capitalism

）
で
あ
る
と
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
植
民
地

と
し
て
抑
圧
の
も
と
で
生
き
て
い
た
諸
共
同
体
は
、
彼
ら
が
偉

大
な
「
国
」（nation

）
に
属
し
て
お
り
、
ひ
と
つ
の
地
理
的
な
地

域
に
共
に
属
し
生
活
し
て
い
る
と
い
う
想
像
の
中
に
慰
め
を
見

出
し
た
。
そ
の
想
像
の
中
で
、
諸
共
同
体
は
ひ
と
つ
の
「
国
家
」

（state

）
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
18
世
紀
後

期
と
19
世
紀
に
お
い
て
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
よ
う
な
「
帰

属
意
識
」
を
、
互
い
に
つ
な
が
り
の
な
い
異
な
っ
た
共
同
体
に

も
も
た
ら
し
た
。
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
共
同
体
は
、
今
度
は
、

そ
の
統
一
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
も
と
で
の
強
い
絆
と
な
る

も
の
を
、
次
々
と
探
し
求
め
た
。
抑
圧
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
、

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
材
料
が
ど
う
集
め
ら
れ
て
き
た
か
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
ベ
ネ

テ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
「
想
像
の
共
同
体
」
論
文
へ
の

異
議
が
生
じ
て
く
る
。
論
文
は
、
出
版
資
本
主
義
の
台
頭
に
よ

っ
て
民
族
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
」
が
起
こ

っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
こ
の
説
明
は
、
ア
ジ
ア
の
多
く
の
地
に

お
け
る
民
族
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
的
現
実
を
理
解

す
る
に
は
、
妥
当
な
枠
組
み
を
提
示
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

（
イ
ン
ド
の
）
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
や
（
ス
リ
ラ
ン
カ
の
）
マ
ハ
ー
ヴ

ァ
ン
サ
（M

ahāvaṃ
sa

）
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
が
、
そ
れ
に
耳
を

傾
け
る
大
衆
に
と
っ
て
の
民
族
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
焦

点
と
し
て
、
創
作
さ
れ
、
尊
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。（
ス
リ
ラ

ン
カ
の
）
シ
ン
ハ
ラ
人
の
民
族
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
６

世
紀
に
書
か
れ
た
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
の
中
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、

現
代
の
国
民
（nation

）
と
か
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念
に
先
立

つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

傑
出
し
た
社
会
学
者
で
あ
る
池
上
英
子
は
、
近
代
日
本
の
国

家
形
成
を
論
じ
る
中
で
、
西
洋
の
政
治
的
構
造
モ
デ
ル
の
挑
戦

に
、
サ
ム
ラ
イ
の
文
化
が
い
か
に
向
き
合
っ
た
の
か
を
分
析
し
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て
い
る
。
日
本
は
西
洋
の
モ
デ
ル
を
日
本
社
会
に
そ
の
ま
ま
適

用
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
西
洋
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
う
の

み
に
せ
ず
に
吟
味
し
、
規
律
を
守
る
よ
う
訓
練
さ
れ
た
市
民
と

い
う
、
ま
っ
た
く
新
し
い
概
念
を
生
み
だ
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

日
本
の
社
会
文
化
の
そ
う
し
た
（
西
洋
と
の
）
差
異
の
核
心
部
分

に
は
、
集
団
的
利
益
が
個
人
の
満
足
よ
り
優
先
さ
れ
る
と
い
う

文
化
が
あ
る
と
彼
女
は
示
し
て
い
る
。
こ
の
特
徴
は
明
ら
か
に

仏
教
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
私
た
ち
は
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

　

仏
陀
の
使
命
は
、
絶
え
間
の
な
い
人
間
の
「
苦
」
に
対
す
る

答
え
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
強
い
個
人

的
な
努
力
と
自
己
犠
牲
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な

責
任
感
は
、
そ
の
人
が
身
近
な
環
境
を
超
え
て
思
い
を
巡
ら
せ

る
こ
と
が
で
き
る
人
で
な
け
れ
ば
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
シ

ッ
ダ
ー
ル
タ
の
人
生
の
物
語
を
読
め
ば
、
彼
が
宮
殿
の
心
地
よ

い
場
所
か
ら
敢
え
て
出
て
、
現
実
世
界
を
見
て
か
ら
は
、
そ
の

世
界
に
関
わ
り
、
答
え
を
出
そ
う
と
し
始
め
た
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
は
自
発
的
な
離
脱
の
思
想

を
も
っ
て
始
ま
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
大
き
な
功
徳

を
求
め
て
、
我
々
が
所
有
し
て
い
る
も
の
を
捨
て
る
の
で
あ
る
。

仏
教
は
、
無
常
（A
nicca

）
と
苦
（D

uḥ kha

）
と
い
っ
た
永
遠
性

の
現
実
に
直
面
す
る
人
間
の
生
に
対
し
て
、
最
も
論
理
的
な
理

解
の
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
代
の
仏
教
は
、
ふ
た
つ
の
強
固
な
帰
属
意
識
の

柱
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
民
族
性
で

あ
る
。
そ
の
柱
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と
い
う
仏
教
の
努
力
は
功

を
奏
し
て
い
な
い
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
日
本
人
、
中
国
人
、

韓
国
人
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
、

そ
し
て
今
、
タ
イ
の
社
会
を
赤
い
血
で
染
め
た
。
歴
史
は
、
仏

教
徒
が
優
勢
な
こ
う
し
た
社
会
で
、
彼
ら
自
身
が
離
脱
し
よ
う

と
格
闘
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
に
領
土
に
結
び
つ

け
ら
れ
続
け
て
き
た
か
を
示
し
て
い
る
。

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
お
そ
ら
く
、
人
間
が
そ
こ
か
ら
離
脱
し

よ
う
と
格
闘
し
て
き
た
ひ
と
つ
の
深
い
執
着
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
関
し
て
100
パ
ー
セ
ン
ト
無
垢
な
国

家
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
し
、
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
的
な
意
味
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
秩
序
の
も
と
、
特

定
の
国
に
対
す
る
支
配
的
所
有
と
い
う
も
の
は
な
い
こ
と
も
知

っ
て
い
る
。
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グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
力
の
お
か
げ
で
、「
ベ
ル
リ
ン
の

壁
崩
壊
後
の
時
代
」
の
今
、
国
家
と
い
う
も
の
は
我
々
の
帰
属

意
識
の
有
効
な
基
準
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
新
自

由
主
義
は
、
人
的
資
本
と
経
済
的
資
本
を
、
こ
れ
ま
で
に
な
か

っ
た
仕
方
で
境
界
を
越
え
て
動
か
せ
る
よ
う
に
し
た
。
欧
州
共

同
体
に
お
い
て
、
か
つ
て
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
古
い
戦
争
を
戦

っ
て
き
た
「
諸
国
家
」
は
今
や
、
わ
ず
か
な
差
異
を
残
す
同
一

圏
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
経
済
の
進
展
が
強
く
要
求
す
る
、
こ

う
し
た
国
民
国
家
（nation-state

）
の
解
体
は
、
国
家
が
も
は
や

「
我
々
み
ん
な
」
に
と
っ
て
安
ら
げ
る
場
所
で
も
な
け
れ
ば
、

我
々
自
身
を
他
者
か
ら
区
別
す
る
も
の
で
も
な
く
な
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
国
家
へ
の
我
々
の
執
着
が
弱

め
ら
れ
た
、
ま
さ
に
そ
の
時
に
、
現
代
の
政
治
生
活
を
導
く
三

つ
の
避
難
所
を
我
々
は
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
三
つ
の
避
難
所

と
は
、
深
く
仏
教
化
さ
れ
た
国
家
に
あ
っ
て
さ
え
、
残
念
な
が

ら
「
仏
陀
・
ダ
ル
マ
・
サ
ン
ガ
（
仏
法
僧
の
三
宝
）」
で
は
な
く
、

「
宗
教
・
言
語
・
民
族
」
に
よ
る
自
己
同
一
化
な
の
で
あ
る
。

民
族
性

　

感
情
が
た
っ
ぷ
り
込
め
ら
れ
た
、
こ
れ
ら
の
３
つ
の
愛
着
心

が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
我
々
仏
教
徒
の
経
験
に
強
く
迫
り
、
影

響
を
与
え
て
き
た
。
ス
リ
ラ
ン
カ
の
よ
う
な
国
に
お
い
て
は
、

「
仏
教
徒
性
」
の
強
い
感
覚
が
あ
る
。
よ
そ
よ
り
も
飾
り
立
て
ら

れ
た
寺
院
、
よ
り
大
き
な
儀
式
、
現
代
技
術
を
駆
使
す
る
数あ

ま
た多

の
僧
侶
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
公
共
の
広

場
は
、
主
な
交
差
点
に
あ
る
巨
大
な
仏
像
群
、
途
切
れ
な
く
聞

こ
え
て
く
る
ピ
リ
ッ
ト
（Pirith

）
や
ボ
ー
デ
ィ
・
プ
ー
ジ
ャ
の
祈

り
（B

odhi Pūjas

）
な
ど
の
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
仏
教
化
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
全
て
は
、
人
々
が
「
わ
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、

わ
が
社
会
、
わ
が
国
」
と
考
え
る
も
の
に
対
し
て
、
よ
り
深
い

愛
着
心
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
今
日
、
民
族

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
い
く
つ
も
の
仏
教
国
家
を
動
か
す
最

も
重
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
に
思
え
る
。
日
本
は
、
ほ
ぼ
単

一
民
族
の
国
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、

何
百
も
の
民
族
集
団
が
肩
を
並
べ
て
暮
ら
し
て
い
る
。（
そ
う
し

た
な
か
）
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
と
そ
の
政
治
的
強

調
は
、
多
く
の
仏
教
国
家
に
お
い
て
血
な
ま
ぐ
さ
い
悲
惨
な
暴
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力
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

民
族
性
に
つ
い
て
、
数
十
年
も
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
定
義
は
い
ま
だ
に

存
在
し
て
い
な
い
。
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
領
域
の
研
究
者
の
ほ
と

ん
ど
が
強
調
す
る
の
は
、
あ
る
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

支
え
る
も
の
と
し
て
、
共
通
す
る
神
話
的
歴
史
（m

ytho-history

）

や
、
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
な
ど
の
よ
う
な
成
文
化
さ
れ
た
テ
キ
ス

ト
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
民
族
性
の
説
明
に

あ
た
り
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
な
ら
っ
て
、
共
通
の
祖

先
を
提
示
し
、
ま
た
し
ば
し
ば
民
族
移
動
（Völkerw

anderung

）

と
定
住
の
歴
史
を
追
跡
す
る
。
さ
ら
に
、「
他
者
」
に
対
す
る
政

治
的
勝
利
と
優
越
意
識

─
た
い
て
い
は
近
隣
の
他
者
に
対
し

て
の
も
の
で
、
自
分
た
ち
の
宗
教
的
基
準
で
測
っ
た
も
の
だ
が

─
を
参
照
す
る
。

　

ス
リ
ラ
ン
カ
を
訪
れ
た
仏
陀
の
話

─
彼
が
訪
れ
た
唯
一
の

外
国
で
あ
る

─
の
話
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
仏
陀
は
彼
の
永

遠
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め
に
、
そ
の
神
聖
な
力
を
使
っ

て
、
島
全
体
を
「
仏
法
の
島
」（D

ham
m

adīpa

）
す
な
わ
ち
神
聖

な
場
所
に
し
、
シ
ン
ハ
ラ
人
と
彼
ら
の
王
た
ち
を
法
と
教
説

（śāsana

）
の
守
護
者
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
シ
ン
ハ
ラ
人
に
、
シ
ン
ハ
ラ
民
族
を
保

護
す
る
た
め
の
宇
宙
論
的
裏
づ
け
を
も
つ
責
任
意
識
を
提
供
し
、

そ
れ
を
通
じ
て
、
ひ
い
て
は
仏
教
全
般
の
保
護
者
た
る
意
識
を

も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

研
究
者
た
ち
は
、
こ
の
民
族
宗
教
的
仏
教
に
つ
い
て
詳
細
に

研
究
し
て
き
て
い
る
（G

om
brich 1988 a, 1988 b; H

arris 2007 , 2005 , 

1999 ; Tam
biah 1996 , 1984 , 1973

）。
彼
ら
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
そ
し
て
タ
イ
と
い
う
上
座
部
仏
教

の
国
に
お
い
て
、
い
か
な
る
仏
教
を
実
践
し
認
め
る
か
に
つ
い

て
、
民
族
性
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
仏
教
と
い
う
言
い
方
で
は
な
く
、
タ
イ

仏
教
、
ビ
ル
マ
仏
教
、
シ
ン
ハ
ラ
仏
教
そ
の
他
の
呼
称
を
用
い

て
い
る
。

　

ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、
現
実
問
題
と
し
て
、
あ
る
人
の
民
族
性

に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
仏
教
が
条
件
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ

れ
故
、
真
の
仏
教
徒
で
あ
る
た
め
に
は
、
典
型
的
な
シ
ン
ハ
ラ

人
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ほ
ん
の
数
世
紀
前

の
南
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
仏
教
が
強
力
な
宗
教
で
あ
り
、
多
く
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の
タ
ミ
ー
ル
人
僧
侶
が
仏
教
の
発
展
に
貢
献
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
現
在
、「
タ
ミ
ー
ル
人
仏
教
徒
」
と
い
う
の
は
誤
っ
た
呼

び
名
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
仏
教
は
ま
す
ま

す
排
他
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
こ
の
存
在
論
的
な
分
離
が
、
下
方
ス
パ
イ
ラ
ル
的
に
、

仏
教
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
ど
ん
ど
ん
狭
く
す
る
傾
向
を
も
た
ら
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
公
共
空
間
、
政

治
空
間
に
お
い
て
は
、
真
の
仏
教
徒
で
あ
る
た
め
に
は
、
シ
ン

ハ
ラ
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
真
の
シ
ン
ハ
ラ
人
で

あ
る
た
め
に
は
、
最
後
の
シ
ン
ハ
ラ
王
国
の
キ
ャ
ン
デ
ィ
地
区

出
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
いあ
。
キ
ャ
ン
デ
ィ
地
区
内
に
お
い
て

は
、
ゴ
イ
ガ
マ
（G

oyigam
a

）
と
呼
ば
れ
る
農
民
階
層
に
優
先
権

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
真
の
仏
教
徒
」
の
真
正

性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
シ
ン
ハ
ラ
人
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
出
身
、

ゴ
イ
ガ
マ
層
と
い
う
３
重
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
存
在
す
る
。

　

銘
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、（
仏
陀
の
犬
歯
が
納
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
）「
仏
歯
寺
」（
ダ
ラ
ダ
ー
・
マ
ー
リ
ガ
ー
ワ
寺
院
）

が
キ
ャ
ン
デ
ィ
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同
寺
を
管
理
し
て

い
る
ふ
た
つ
の
寺
院
、
す
な
わ
ち
シ
ャ
ム
派
の
マ
ル
ワ
ッ
タ

（M
alw

athu

）
寺
と
ア
ス
ギ
リ
ヤ
（A

sgiriya

）
寺
は
、
キ
ャ
ン
デ
ィ

地
区
の
ゴ
イ
ガ
マ
層
だ
け
で
独
占
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
排
他
性
は
、
非
シ
ン
ハ
ラ
人
が
仏
教
徒
に
な
る

可
能
性
も
、
仏
教
徒
が
非
シ
ン
ハ
ラ
人
に
接
近
す
る
可
能
性
も
、

実
際
上
、
遮
断
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
複
数
の
民
族
集
団
が
生

活
す
る
国
家
に
お
い
て
、
国
家
の
権
力
と
資
源
と
諸
機
会
が
民

族
化
さ
れ
る
と
き
、
多
数
者
に
よ
る
支
配
と
少
数
者
に
よ
る
暴

動
が
生
ま
れ
、
結
果
と
し
て
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
過
去
三
〇
年
間

に
見
ら
れ
た
よ
う
な
暴
力
紛
争
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、
非
シ
ン

ハ
ラ
人
に
は
仏
教
徒
は
存
在
し
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
非

シ
ン
ハ
ラ
人
に
し
て
も
、
仏
教
を
そ
の
哲
学
的
見
地
ゆ
え
に
尊

敬
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
シ
ン
ハ
ラ
人
仏
教

徒
と
接
し
て
き
た
社
会
的
政
治
的
経
験
は
、
そ
れ
と
は
あ
ま
り

に
も
違
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
非
シ
ン
ハ
ラ
人
の
間
に
仏
教
が

広
が
る
機
会
は
無
く
な
っ
て
い
る
。

　

私
は
こ
の
島
の
状
況
を
、
多
く
の
仏
教
徒
国
家
に
お
け
る
仏

教
の
現
状
を
映
す
小
宇
宙
だ
と
捉
え
て
い
る
。
多
く
の
ア
ジ
ア

の
仏
教
徒
国
家
に
お
い
て
、
つ
ぶ
さ
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
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従
事
し
て
き
た
研
究
者
た
ち
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

仏
教
の
も
つ
国
民
的
・
地
域
的
潜
在
力
、
さ
ら
に
は
グ
ロ
ー
バ

ル
な
潜
在
力
、
す
な
わ
ち
世
界
の
多
く
の
喫
緊
の
課
題

─
富

め
る
も
の
と
貧
困
者
と
の
格
差
、
経
済
的
危
機
、
環
境
悪
化
、

人
権
の
侵
害
、
平
和
の
促
進
と
い
っ
た
も
の

─
を
考
え
る
上

で
、
現
在
と
は
別
の
道
と
し
て
の
仏
教
の
可
能
性
さ
え
も
が
損

な
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
国
々
が
、

仏
教
を
本
来
の
何
も
の
に
も
偏
ら
な
い
中
道
か
ら
引
き
離
し
て
、

排
他
的
な
民
族
国
家
主
義
者
の
政
治
的
手
段
に
変
容
さ
せ
て
し

ま
っ
た
か
ら
だ
、
と
。
こ
れ
ら
の
国
家
を
研
究
し
て
き
た
環
境

経
済
学
者
の
ピ
ー
タ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
ズ
は
、
経
済
的
富
に
関
す

る
仏
教
の
世
界
観
を
基
礎
に
書
か
れ
た
Ｅ
・ 
Ｆ
・
シ
ュ
ー
マ
ッ

ハ
ー
の
１
９
７
３
年
の
著
作
『
ス
モ
ー
ル
・
イ
ズ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ

フ
ル
』
の
理
論
を
発
展
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　

不
幸
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
多
く
の
国
家
の
歴
史
的
経

験
は
、
仏
教
の
特
性
が
も
つ
危
険
性
の
証
拠
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
寛
容
、
従
順
、
あ
る
い
は
行
き

過
ぎ
た
柔
軟
性
と
い
う
仏
教
の
特
性
が
、
内
外
の
顕
著
な

変
化
に
対
処
し
た
り
、
強
力
な
自
己
利
益
の
欲
動
を
肯
定

的
に
扱
う
な
か
で
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
色

濃
い
仏
教
的
背
景
を
も
つ
多
く
の
国
家
に
お
い
て
、
広
く

知
ら
れ
た
政
治
的
暴
力
と
抗
争
が
あ
り
、
情
け
容
赦
な
い

経
済
発
展
の
追
求
（
莫
大
な
社
会
的
・
環
境
的
犠
牲
の
上
に
な

さ
れ
た
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
に
お
い
て
、
仏
教
を
説
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
の
幸
福
を
生
み
出
し

て
き
た
と
い
う
証
拠
も
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
無
い
の
で
あ
る
。

（D
aniel 2005  : 253

）

　

私
の
議
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
提
供

す
る
固
有
の
美
し
さ
や
文
化
的
色
合
い
を
捨
て
去
る
べ
き
だ
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
実
際
、
非
仏
教
的
行
い

に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ゴ
ー
タ
マ
で
さ
え
、
民
族
的

な
存
在
と
さ
れ
る
一
氏
族
の
中
に
生
ま
れ
、
彼
は
自
分
が
そ
の

氏
族
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
隠
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
民
族
性
は
、
我
々
の
生
活
経
験
を
相
互
に
豊
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
文
明
の
多
様
性
に
貢
献
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
仏
教
を
民
族
の
枠
組
み
の
中
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
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う
こ
と
は
、
ま
た
、
も
っ
と
悪
い
こ
と
に
、
他
者
に
対
し
て
、

特
に
非
仏
教
徒
に
対
し
て
戦
争
を
宣
言
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と

は
、
歴
史
的
な
過
ち
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

西
洋
に
お
い
て
、
多
く
の
人
が
私
に
説
明
を
求
め
て
く
る
。

そ
れ
は
、
ど
う
し
て
仏
教
が
、
あ
の
よ
う
な
暴
力
的
抗
争

─

そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
僧
侶
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
お
り
、
支
配

的
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
直
接
的
・
間
接
的
に
支
援
さ
れ
て
い
る

─
の
根
拠
を
提
供
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
私

は
、
う
ま
く
整
理
さ
れ
た
答
え
を
も
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

　

我
々
は
、
自
分
た
ち
の
民
族
的
属
性
が
、
仏
教
の
教
え
の
エ

ッ
セ
ン
ス
を
乗
っ
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
に
向
き

合
う
必
要
が
あ
る
。
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
を
探
し
求
め

る
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
袈
裟
を
ま
と
っ
た
僧
侶
が
市
民
や
治

安
部
隊
と
衝
突
し
て
い
る
光
景
を
見
逃
さ
な
い
。
民
族
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
根
差
し
た
紛
争
の
中
で
、
仏
教
徒
と
僧
侶
が
、

暴
力
に
直
接
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例

は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
そ
し
て
タ
イ
で
も
報
告
さ

れ
て
い
る
。

　

ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
い
て
、
我
々
は
（
内
戦
後
の
）「
戦
後
」
の
時

代
に
、
楽
観
的
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
分
断
さ
れ
て
き
た
国

と
し
て
、
我
々
の
集
団
的
な
相
互
の
傷
を
、
い
か
に
癒
し
て
い

く
か
を
、
こ
れ
か
ら
学
ん
で
い
こ
う
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
す

で
に
サ
ン
ガ
に
指
導
さ
れ
た
諸
機
関
が
台
頭
し
て
き
て
お
り
、

彼
ら
の
掲
げ
る
政
治
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
は
、
他
の
全
て
の
宗
教
的

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
降
伏
を
要
求
す
る
と
い
う
、
よ
り
偏
狭
な
仏

教
の
構
築
を
目
指
し
て
い
るい
。
ム
ス
リ
ム
と
福
音
派
の
キ
リ
ス

ト
教
徒
た
ち
へ
の
身
体
的
な
攻
撃
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
警

官
が
そ
ば
に
い
る
と
き
で
さ
え
。
Ｙ
ｏ
ｕ 

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
や
他
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
は
、
そ
の
よ
う
な
過
激
な
行
動
の
映
像

証
拠
を
十
分
に
保
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
行
動
が
、
か
つ
て

は
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
危
機
へ
の
代
替
的
な
解
決
策
を
提
示

す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
た
仏
教
の
可
能
性
を
浸
食
し
続
け
て
き

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
暗
い
状
況
は
、
我
々
が

民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
超
え
て
、
よ
り
意
味
あ
る
関
与
の

仕
方
を
模
索
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
浄
土
真
宗
寺
院
は
、
仏
教
徒
の
慈
悲
の
力

を
示
し
て
、
そ
の
結
果
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
人
々
が
自
己

の
人
生
哲
学
を
仏
教
の
教
え
に
基
づ
い
て
決
め
た
り
再
修
正
す
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る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
が
仏
教
の
信
奉

者
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
々
は
、
仏
教
の
教
え
の
シ

ン
プ
ル
さ
と
慈
悲
と
寛
大
さ
と
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
ダ

ラ
イ
・
ラ
マ
や
テ
ィ
ッ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
活
動
は
、
チ
ベ

ッ
ト
人
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
の
活
動
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
仏

教
者
の
行
動
主
義
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼

ら
は
、
特
定
の
民
族
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員
で
あ
る
と
自
認
し

な
が
ら
も
、
そ
の
活
動
と
取
り
組
み
は
、
自
民
族
の
た
め
で
あ

る
以
上
に
、
よ
り
大
い
な
る
人
類
全
体
の
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
我
々
は
ス
リ
ラ
ン
カ
の
僧
ガ
ラ
ゴ

ダ
ー
タ
・
グ
ナ
ー
ナ
サ
ー
ラ
師
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
僧
ウ
ィ
ラ
ト

ゥ
ー
師
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
彼
ら
の
活
動
は
、
大
衆
の
人
気
や
体
制
の
支
援
を
一
時
的

に
は
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
引
き
起

こ
し
た
深
い
構
造
的
な
ダ
メ
ー
ジ
は
、
あ
ま
り
に
大
き
す
ぎ
て

無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

21
世
紀
の
中
心
的
課
題
は
、
ゴ
ー
タ
マ
の
正
確
な
出
生
地
を

見
つ
け
出
す
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
文
献
学
上
の
ア
ビ
ダ

ン
マ
論
争
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
で
も
な
い
。
現
代
仏
教
に
緊

急
に
必
要
な
こ
と
は
、
身
近
な
民
族
的
・
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
超
え
て
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
類

全
体
に
関
す
る
問
題
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
失
敗
す
れ
ば
、
結
局
は
仏
教
を
衰
え
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
、
我
々
の
世
界
に
対
す
る
仏
教
固
有
の
贈
り
物
を
失
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

訳
注

　
　
　

 

ス
レ
ン
・
ラ
ー
ガ
ヴ
ァ
ン
博
士
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
出
身
。
非

仏
教
徒
の
家
に
生
ま
れ
た
が
、
幼
少
の
教
育
期
か
ら
仏
教
徒
の

社
会
の
中
で
育
っ
た
。
青
年
期
に
お
い
て
、
民
族
主
義
暴
力
の

犠
牲
と
な
り
、
仏
教
社
会
の
暴
力
に
関
す
る
探
求
を
通
し
て
、

平
和
構
築
の
た
め
に
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
る
平
和
活
動
家
に
な
っ

た
。
後
に
、
タ
ミ
ー
ル
反
政
府
勢
力
と
政
府
間
の
交
渉
役
も
務

め
て
い
る
。
英
国
よ
り
海
外
研
究
奨
学
金
を
得
て
、
カ
ン
タ
ベ

リ
ー
の
ケ
ン
ト
大
学
で
博
士
号
を
取
得
し
て
い
る
。
主
要
な
研

究
領
域
は
「
仏
教
と
宗
教
多
元
主
義
」「
サ
ン
ガ
に
お
け
る
政

治
」。
現
在
、
カ
ナ
ダ
・
オ
タ
ワ
の
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
大
学
の
客

員
教
授
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
仏
教
学
研
究
所
の
研
究
員
。
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原
注

（
１
）
キ
ャ
ン
デ
ィ
王
国
（
１
４
６
９
～
１
８
１
５
年
）
は
最
後
の
シ

ン
ハ
ラ
王
国
で
あ
る
が
、
２
０
０
年
以
上
、
タ
ミ
ー
ル
の
王
達

に
支
配
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
王
達
は
し
ば
し
ば
、
分
断
さ

れ
衰
退
し
て
い
た
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
を
復
興
さ
せ
た
。

（
２
）B

odu B
ala Sēnā, Sīhala R

āvaya, R
āvana B

alakāya, H
ela 

B
odu Pavura

─
こ
れ
ら
の
機
関
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に

つ
い
て
、
激
し
い
街
頭
デ
モ
を
行
う
。
テ
ー
マ
は
、
ス
リ
ラ
ン

カ
に
対
す
る
国
連
決
議
か
ら
反
ハ
ラ
ー
ル
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
ま
で

多
岐
に
わ
た
る
。
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。R

āghavan, 
Suren, ‘B

uddhicizing or Ethnicizing the State: D
o the Sinha-

la Saṅgha Fear M
uslim

s in Sri Lanka?’ Journal of the O
xford 

C
entre for Buddhist Studies, Volum

e 4 , 2013 , pp. 88 -104. 

　
　

 http://w
w

w
.ocbs.org/ojs/index.php/jocbs/article/

view
/45/73
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