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は
じ
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に

　

中
国
近
代
の
仏
教
界
を
代
表
す
る
人
物
の
一
人
、
太
虚
法
師
（
一
八
八
九
〜

一
九
四
七
）
は
、
仏
教
改
革
運
動
を
提
唱
し
た
僧
侶
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

活
動
は
多
岐
に
わ
た
り
、「
ま
さ
に
行
動
す
る
仏
教
者
と
い
う
に
相
応
し
い
」
と
評

さ
れ
る①

。
だ
が
、中
国
近
代
の
仏
教
研
究
で
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ウ
ェ
ル
チ
氏
は
、

太
虚
は
人
生
の
大
半
に
お
い
て
、
当
時
の
中
国
仏
教
界
の
中
で
異
な
る
見
解
を
も
っ

た
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
で
し
か
な
く
、
生
前
に
太
虚
の
思
想
や
活
動
が
僧

侶
や
居
士
〔
筆
者
注
：
篤
信
の
在
家
仏
教
徒
〕
ら
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
、
と
主
張
し
て
い
る②

。
ま
た
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
、
特
に
太
虚
の

初
期
の
仏
教
改
革
運
動
に
関
し
て
、
活
動
の
基
盤
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
や
、
当
時
の
中
国
仏
教
界
で
は
太
虚
の
理
想
と
す
る
試
み
に
対
し
て
賛
同
や
理
解

の
声
が
少
な
く
、
運
動
の
推
進
に
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ

あ
る③

。
小
稿
で
は
、
こ
う
し
た
太
虚
を
当
時
の
仏
教
界
に
お
い
て
如
何
に
位
置
づ
け

る
か
、
と
い
う
問
題
を
意
識
し
な
が
ら
、
中
国
仏
教
会
と
い
う
、
中
国
仏
教
界
を
代

表
し
た
全
国
的
組
織
の
主
席
に
当
選
し
な
が
ら
も
、
そ
の
手
腕
を
振
う
こ
と
な
く
太

虚
が
自
ら
退
出
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
事
件
」
を
取
り
あ
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ

れ
は
、
中
国
仏
教
界
に
お
け
る
太
虚
の
立
場
、
そ
し
て
太
虚
の
支
持
者
た
ち
の
実
態

と
い
う
も
の
を
、
図
ら
ず
も
示
す
こ
と
に
な
っ
た
象
徴
的
な
「
事
件
」
だ
っ
た
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

中
国
仏
教
会
は
、
江
蘇
省
・
浙
江
省
の
仏
教
者
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
し
た

江
浙
仏
教
連
合
会
の
呼
び
か
け
に
よ
り
、
一
九
二
九
年
に
上
海
で
成
立
し
た④

。
江
・

浙
両
省
は
、
当
時
の
中
国
で
寺
院
や
僧
侶
の
数
が
最
も
多
く
、
ま
た
両
省
の
仏
教
会

の
動
向
が
、
全
国
の
寺
僧
に
与
え
る
影
響
は
大
変
大
き
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

た
。
第
一
回
、
第
二
回
の
全
国
仏
教
徒
代
表
大
会
の
選
挙
〔
以
下
、
仏
教
会
選
挙
と

表
記
す
る
〕
で
会
長
に
選
任
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
江
浙
仏
教
連
合
会
で
有
力
だ
っ
た

人
物
の
一
人
、
圓
瑛
法
師
（
一
八
七
八
〜
一
九
五
三
）
で
あ
っ
た
。
圓
瑛
は
、
太
虚
と

並
ん
で
中
国
近
代
の
仏
教
界
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
圓
瑛
は
、
寧
波
の
天

童
寺
で
修
行
し
て
い
た
二
九
歳
の
時
、
二
年
前
に
入
門
し
て
き
た
一
八
歳
の
太
虚
と

兄
弟
の
盟
を
結
ん
で
い
る⑤

。
そ
れ
以
後
、
親
交
を
深
め
て
き
た
二
人
だ
っ
た
が
、
第

三
回
の
仏
教
会
選
挙
で
圓
瑛
は
「
旧
派
」
の
代
表
と
さ
れ
、
仏
教
界
の
改
革
を
主
張

し
続
け
て
き
た
太
虚
は
「
新
派
」
の
代
表
と
さ
れ
た
。
こ
の
選
挙
に
勝
利
し
た
こ
と

で
、
太
虚
は
主
張
し
て
き
た
仏
教
改
革
を
、
い
よ
い
よ
全
国
的
な
規
模
で
実
行
に
移

す
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
。だ
が
黄
健
六
と
い
う
居
士
が
、太
虚
の
当
選
に
は
問
題
が
あ
っ

た
と
主
張
す
る
文
書
を
、
太
虚
や
各
地
の
仏
教
者
に
送
り
つ
け
た
。
こ
の
「
事
件
」

を
引
き
金
に
、
太
虚
と
意
見
の
異
な
る
者
は
、
結
局
仏
教
会
を
出
て
行
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
た
め
太
虚
は
、
会
長
と
し
て
の
役
目
も
実
質
上
果
た
せ
な
く
な
っ
て
し
ま

い
、
自
ら
仏
教
会
を
出
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

　

太
虚
が
退
出
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
仏
教
会
に
お
け
る
旧
派
の
反
対
が
大
き
な

要
因
だ
っ
た
と
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
く
が
指
摘
し
て
い
る⑥

。
だ
が
黄
健
六
の
言

246

中
国
近
代
の
仏
教
改
革
運
動
と
南
洋
華
僑

―
太
虚
の
中
国
仏
教
会
退
出
「
事
件
」
が
示
す
も
の

―

大　

平　

浩　

史



一
七
一

中
国
近
代
の
仏
教
改
革
運
動
と
南
洋
華
僑

247

動
に
つ
い
て
は
、一
流
居
士
に
よ
る
「
紛
糾
」
で
あ
る
と
か⑦

、反
対
派
が
選
挙
の
「
操

作
」
を
疑
っ
た⑧

と
い
っ
た
指
摘
は
あ
る
も
の
の
、「
事
件
」
そ
の
も
の
を
詳
し
く
取

り
あ
げ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、「
問
題
」
や
「
操
作
」
の
意
味
す
る
所
も
、
そ

の
実
態
に
つ
い
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
は
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い
。

よ
っ
て
小
稿
で
は
、
黄
健
六
の
抱
い
た
疑
念
の
内
容
に
つ
い
て
実
態
の
解
明
を
試
み

な
が
ら
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
太
虚
を
と
り
ま
く
人
間
関
係
に
つ
い
て
、
特
に
南
洋

華
僑
と
太
虚
や
、
太
虚
の
仏
教
改
革
運
動
の
一
つ
で
あ
る
世
界
仏
教
運
動
の
初
期
の

活
動
と
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
、
考
察
を
行
い
た
い⑨

。
そ
の
上
で
、
太
虚
の
中
国

仏
教
界
に
お
け
る
立
場
や
、
太
虚
の
支
持
者
た
ち
の
実
際
の
様
子
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
た
い
。
基
本
史
料
に
は
、民
国
期
の
仏
教
雑
誌
で
太
虚
が
主
宰
し
た
『
海
潮
音
』

に
加
え
、
黄
健
六
の
「
事
件
」
に
つ
い
て
特
集
を
組
ん
だ
『
仏
教
評
論
』、
中
国
仏

教
会
が
発
行
し
た
『
中
国
仏
教
会
公
報⑩

』
を
用
い
る
。

第
一
章　

黄
健
六
の
主
張
と
太
虚

　

ま
ず
は
、
黄
健
六
の
主
張
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
黄
健
六
の
起
こ
し
た
「
事
件
」

に
つ
い
て
特
集
を
組
ん
だ
『
仏
教
評
論
』
第
一
巻
第
三
号
（
一
九
三
一
年
七
月
）
で
は
、

彼
が
太
虚
や
各
地
の
仏
教
者
に
送
り
つ
け
た
文
書
も
掲
載
さ
れ
た⑪

。そ
れ
に
よ
る
と
、

黄
健
六
が
太
虚
に
送
っ
た
書
簡
で
は
、
第
三
回
の
仏
教
会
選
挙
に
関
し
て
、
大
別
す

る
と
二
つ
の
問
題
点
を
挙
げ
て
い
た
。
一
つ
は
代
表
者
の
資
格
に
つ
い
て
の
問
題
で

あ
り
、
今
ひ
と
つ
は
委
員
の
国
籍
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

　

第
三
回
大
会
で
は
、
第
二
回
と
比
べ
て
大
会
規
模
が
拡
大
さ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
や
チ

ベ
ッ
ト
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
遠
来
の
代
表
者
も
参
加
し
た⑫

。
そ
の
た
め
、
出
席
し

た
仏
教
団
体
等
の
代
表
者
の
数
も
増
え
た
。
黄
健
六
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
に
対
応
す

る
準
備
に
不
足
が
生
じ
、
よ
っ
て
規
則
の
不
備
が
増
え
、
あ
ち
こ
ち
で
不
満
の
声
が

上
が
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
一
つ
が
、
代
表
者
の
資
格
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
黄
健
六
に
よ
れ
ば
、

今
大
会
の
代
表
者
の
中
に
は
、
姓
名
や
本
籍
を
全
く
明
か
に
し
な
い
者
が
い
た
と
い

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
黄
健
六
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
大
会
の
選
挙
で
は
、
ま

ず
選
挙
権
と
被
選
挙
権
の
資
格
を
は
っ
き
り
と
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
出
席
者
は
合

法
的
な
手
続
き
を
と
っ
て
資
格
を
取
得
し
、
そ
の
旨
を
報
告
し
て
か
ら
大
会
に
臨
む

べ
き
で
あ
る
。
大
会
で
は
、
証
明
書
と
出
席
資
格
の
審
査
を
通
過
し
て
、
は
じ
め
て

入
場
や
職
権
行
使
が
可
能
と
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
各
省
市
会
の
代
表
者

と
し
て
の
制
限
を
設
け
、
人
数
も
あ
ら
か
じ
め
調
べ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
今
回
の
出
席
者
は
、
各
省
市
の
代
表
者
が
極
め
て
少
な
く
、
ま
た
証
明
書
の

提
示
や
、
執
行
・
監
察
委
員
の
中
で
姓
名
や
本
籍
を
明
ら
か
に
し
な
い
者
が
い
た
。

黄
健
六
自
身
が
何
度
も
問
い
つ
め
て
、
出
席
す
る
各
省
の
代
表
者
、
執
行
・
監
察
委

員
、
招
聘
者
が
そ
れ
ぞ
れ
何
人
な
の
か
、
開
会
時
に
や
っ
と
大
ま
か
に
報
告
さ
れ
た

だ
け
だ
っ
た
と
い
う
。
黄
健
六
は
、
審
査
も
な
く
姓
名
も
公
表
し
な
い
非
合
法
な
選

挙
で
は
そ
の
効
力
も
無
効
と
な
り
、
被
選
挙
人
も
職
権
を
行
使
で
き
ず
、
表
決
さ
れ

た
議
案
も
成
立
し
な
い
、
と
訴
え
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
本
大
会
の
改
選
に
お
け
る

根
本
的
な
問
題
だ
と
述
べ
た
。

　

そ
の
具
体
的
事
例
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
二
つ
目
の
委
員
の
国
籍
に
関
す
る
問
題

だ
っ
た
。
黄
健
六
に
よ
る
と
、
大
会
で
演
説
を
し
た
玉
慧
観
と
い
う
人
物
は
、
中
国

語
を
操
る
も
の
の
非
常
に
ぎ
こ
ち
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
会
場
で
は
、
み
な
こ
そ
こ

そ
と
、
こ
れ
は
外
国
人
だ
、
こ
れ
は
華
僑
だ
と
い
い
あ
っ
た
。
黄
健
六
は
す
ぐ
近
く

に
い
た
常
惺
法
師
に
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、彼
は
朝
鮮
人
だ
と
い
わ
れ
た
。
散
会
の
時
、

玉
慧
観
は
あ
ち
こ
ち
で
薬
工
場
の
株
式
募
集
規
定
を
配
っ
て
い
た
。
黄
健
六
は
こ
の

時
は
じ
め
て
、玉
慧
観
が
南
洋
の
薬
商
人
で
あ
る
と
知
っ
た
と
い
う
。
選
挙
の
結
果
、

玉
慧
観
も
委
員
の
一
人
に
選
任
さ
れ
た
。
こ
れ
を
訝
し
ん
だ
黄
健
六
は
、宴
会
の
時
、

圓
瑛
に
相
談
し
た
。
そ
の
た
め
圓
瑛
が
玉
慧
観
に
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
朝
鮮
人
で
は

な
く
雲
南
人
で
、
昆
明
の
籍
だ
と
答
え
た
。
玉
慧
観
が
い
つ
国
籍
を
認
め
ら
れ
た
の
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か
怪
し
く
思
っ
た
黄
健
六
は
、

案
に
よ
る
調
査
を
す
べ
き
だ
と
訴
え
た
。
な
ぜ
な

ら
仏
教
会
は
、
教
務
の
管
理
責
任
と
廟
産
を
処
分
す
る
権
限
を
も
つ
た
め
、
国
籍
の

問
題
は
慎
重
に
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
督
寺
廟
条
例
で
は
、
各
寺
廟

の
住
持
は
中
国
人
に
限
る
と
明
確
に
規
定
し
て
お
り
、
仏
教
会
の
委
員
と
な
れ
ば
な

お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
つ
ら
え
て
外
国
籍
の
者
を
加
入
さ
せ
れ
ば
、
国
家
法
令

と
抵
触
す
る
だ
け
で
は
す
ま
な
い
問
題
と
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
こ
と

は
、
今
大
会
に
出
席
す
る
太
虚
の
弟
子
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
し
、
太
虚
は
事

前
に
玉
慧
観
を
指
し
て
華
僑
代
表
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て
責
任

を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
て
欲
し
い
、
と
訴
え
た
。

　

安
徽
省
仏
教
会
の
代
表
と
し
て
今
大
会
に
臨
ん
だ
黄
健
六
は
、
委
員
選
挙
で
落
選

し
て
い
る⑬

。
ま
た
黄
健
六
は
、
太
虚
や
そ
の
支
持
者
ら
に
対
し
、
大
会
前
か
ら
批
判

的
な
態
度
を
示
し
て
い
た⑭

。
不
満
を
抱
え
た
黄
健
六
は
、
玉
慧
観
と
い
う
人
物
の
国

籍
問
題
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
な
が
ら
、
太
虚
が
今
大
会
の
参
加
者
の
範
囲
を
広
げ
て

各
方
面
か
ら
弟
子
を
招
き
、
太
虚
ら
に
有
利
と
な
る
よ
う
、
選
挙
の
「
工
作
」
を
し

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
疑
問
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
。
代
表
者
の
資
格
に
関

す
る
意
見
に
つ
い
て
も
、
つ
ま
り
は
玉
慧
観
を
疑
っ
て
の
こ
と
と
い
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
太
虚
は
す
ぐ
さ
ま
、
玉
慧
観
は
雲
南
省
昆
明
の
籍
と
公
表
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
代
表
者
の
資
格
に
つ
い
て
も
、
南
洋
の
轉
道
和
尚
か
ら
代
表
者
と
し
て

推
薦
さ
れ
た
公
文
書
が
あ
る
の
で
証
明
で
き
る
と
反
論
し
た⑮

。ま
た
玉
慧
観
自
身
も
、

国
民
政
府
の
内
政
部
よ
り
一
九
二
八
年
に
獲
得
し
た
国
籍
回
復
許
可
証
の
写
真
を

『
中
国
仏
教
会
公
報
』
で
公
表
し
、
決
し
て
今
大
会
の
選
挙
の
た
め
に
間
に
合
わ
せ

で
国
籍
を
回
復
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
た⑯

。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
電
報
で

送
ら
れ
て
き
た
轉
道
の
推
薦
書
も
、
同
じ
く
『
中
国
仏
教
会
公
報
』
で
公
表
し
、
南

洋
代
表
と
し
て
資
格
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た⑰

。

　

玉
慧
観
の
国
籍
回
復
許
可
証
と
、轉
道
の
推
薦
書
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

太
虚
と
玉
慧
観
は
ひ
と
ま
ず
身
の
潔
白
を
証
明
し
た
と
い
え
る
。
だ
が
釈
然
と
し
な

い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
ず
、
国
籍
を
疑
わ
れ
た
玉
慧
観
と
い
う
人
物
は
何
者
な
の
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
玉
慧
観
を
推
薦
し
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
轉
道
と
い
う

人
物
に
つ
い
て
や
、轉
道
と
玉
慧
観
や
太
虚
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
気
に
な
る
。い
っ

た
い
彼
ら
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

第
二
章　

玉
慧
観
と
太
虚

　

本
章
で
は
、ま
ず
玉
慧
観
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る⑱

。玉
慧
観
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ

た
資
料
と
し
て
は
、
玉
慧
観
が
亡
く
な
っ
た
際
に
『
海
潮
音
』
で
組
ま
れ
た
特
集
記

事
と
、同
号
で
紹
介
さ
れ
た
略
歴
が
あ
る⑲

。
そ
れ
ら
に
基
づ
き
な
が
ら
、ス
ポ
ン
サ
ー

と
し
て
太
虚
を
支
え
た
玉
慧
観
の
活
動
を
み
て
い
き
た
い
。

　

玉
慧
観
（
一
八
九
一
〜
一
九
三
三
）
は
、
名
を
観
彬
と
い
い
、
慧
観
と
は
法
名
で
あ

る
。
原
籍
は
雲
南
省
昆
明
だ
が
、
華
僑
だ
っ
た
祖
父
が
商
売
の
た
め
朝
鮮
の
平
壌
府

に
移
り
住
ん
だ
こ
と
か
ら
、
玉
慧
観
も
朝
鮮
で
育
っ
た
。
一
九
〇
七
年
、
玉
慧
観
が

一
六
歳
の
時
、
日
韓
協
約
が
結
ば
れ
た
。
反
日
の
気
運
が
高
ま
る
中
で
、
玉
慧
観
は

革
命
党
に
身
を
投
じ
、
各
地
を
巡
回
し
て
宣
伝
や
講
演
活
動
を
行
っ
た
。
革
命
運
動

で
は
、
朝
鮮
の
独
立
運
動
家
、
安
昌
浩
な
ど
と
親
交
が
あ
っ
た
と
い
う
。
一
九
歳
の

時
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
と
新
聞
社
を
経
営
し
、
革
命
を
宣
伝
し
た
た
め
、
日
本
人
か
ら

は
敵
視
さ
れ
た
。
ま
た
二
〇
歳
の
時
に
は
、
革
命
党
の
起
こ
し
た
事
件
に
よ
っ
て
投

獄
さ
れ
、
五
年
間
過
ご
し
た
。
そ
の
間
、
書
物
を
読
み
、
文
学
や
宗
教
、
政
治
等
に

つ
い
て
学
ん
だ
。
出
獄
し
た
後
は
経
済
活
動
に
取
り
組
み
、
銀
行
を
設
立
し
て
副
支

配
人
と
な
り
、
続
い
て
林
木
会
社
を
設
立
し
て
総
支
配
人
を
務
め
た
。
一
九
一
九
年

に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
宣
言
に
よ
り
、
朝
鮮
民
衆
は
大
規
模

な
独
立
運
動
を
起
こ
し
た
。
こ
の
時
、
玉
慧
観
は
中
国
に
渡
航
し
、
広
東
で
孫
文
と

時
勢
や
政
治
に
つ
い
て
語
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
中
国
革
命
の
一
助
に
と
、
回
教
徒
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を
指
導
し
団
結
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
や
む
を
得
ず
渡
っ

た
先
の
上
海
で
、
朝
鮮
華
僑
の
革
命
党
員
と
連
絡
を
と
っ
た
も
の
の
、
政
見
の
食
い

違
い
か
ら
結
局
は
方
向
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
上
海
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
と
三

徳
洋
行
を
経
営
し
、
買
弁
と
し
て
働
い
た
。

　

玉
慧
観
は
も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ
た
が
、
一
九
二
六
年
、
上
海
の
尚
賢
堂

で
太
虚
の
説
法
を
聞
い
て
感
銘
を
受
け
、
す
ぐ
さ
ま
太
虚
に
帰
依
し
、
慧
観
の
法
名

を
得
た
。
こ
の
当
時
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
に
つ
い
て
か
な
り
の
研

究
を
し
て
い
た
、
と
太
虚
が
ふ
り
返
る
玉
慧
観
だ
っ
た
が⑳

、
帰
依
し
て
か
ら
は
、
太

虚
に
非
常
に
忠
実
な
信
徒
と
な
っ
た
。
太
虚
に
帰
依
し
て
間
も
な
い
頃
、
玉
慧
観
は

上
海
に
滞
在
す
る
朝
鮮
仏
教
徒
の
代
表
者
と
し
て
、
太
虚
を
迎
え
る
盛
大
な
会
を
催

し
て
い
る㉑

。
ま
た
同
じ
頃
、
西
湖
の
高
麗
寺
の
再
建
を
発
願
す
る
文
章
も
発
表
し
て

お
り㉒

、
翌
年
に
は
高
麗
版
大
蔵
経
に
つ
い
て
紹
介
す
る
文
章
を
『
海
潮
音
』
で
発
表

し
た
よ
う
に㉓

、
玉
慧
観
は
中
国
で
の
朝
鮮
仏
教
に
関
す
る
活
動
に
、
積
極
的
に
関
わ

ろ
う
と
し
た㉔

。
こ
の
こ
と
は
、
玉
慧
観
の
朝
鮮
へ
の
深
い
思
い
を
、
仏
教
を
通
じ
て

示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

太
虚
と
出
会
っ
て
間
も
な
い
一
九
二
六
年
末
、
玉
慧
観
は
上
海
で
行
う
太
虚
の
仏

教
新
運
動
に
対
し
、
経
済
的
な
援
助
を
申
し
出
た㉕

。
玉
慧
観
と
い
う
ス
ポ
ン
サ
ー
を

得
た
太
虚
は
、「
法
苑
」
と
い
う
組
織
を
翌
年
に
創
設
し
、
様
々
な
仏
教
事
業
の
改

良
を
試
み
た
。
例
え
ば
、
日
本
式
の
袈
裟
を
模
し
て
常
服
に
し
よ
う
と
し
た
り
、
結

婚
式
な
ど
人
生
に
お
け
る
各
種
の
慶
事
に
つ
い
て
も
仏
式
の
法
要
で
取
り
組
ん
で
み

る
な
ど
、法
要
儀
式
の
幅
を
広
げ
よ
う
と
試
み
た㉖

。こ
れ
は
短
期
間
の
試
み
に
終
わ
っ

た
が
、
そ
の
試
み
が
可
能
と
な
っ
た
の
も
、
玉
慧
観
の
出
資
に
よ
っ
て
経
済
的
基
盤

を
得
ら
れ
た
か
ら
だ
っ
た
。

　

玉
慧
観
は
、
太
虚
が
主
宰
す
る
仏
教
雑
誌
『
海
潮
音
』
を
財
政
的
に
も
大
き
く
支

え
、
一
時
『
海
潮
音
』
の
支
配
人
も
務
め
た㉗

。
太
虚
は
一
九
二
七
年
春
よ
り
、
廈
門

の
南
普
陀
寺
の
住
持
な
ら
び
に
閩
南
仏
学
院
の
院
長
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
上
海
を
し

ば
ら
く
離
れ
て
い
る㉘

。
そ
の
際
『
海
潮
音
』
に
つ
い
て
は
停
刊
も
や
む
を
得
な
い
と

し
た
が
、
一
九
二
六
年
一
二
月
か
ら
約
一
年
間
は
、
玉
慧
観
の
三
徳
洋
行
で
編
集
発

行
す
る
こ
と
に
な
っ
た㉙

。
玉
慧
観
は
自
ら
『
海
潮
音
』
の
ス
ポ
ン
サ
ー
の
一
人
と
な

り㉚

、『
海
潮
音
』
の
出
版
を
継
続
す
る
た
め
に
多
大
な
資
金
援
助
を
行
っ
た
。

　

一
九
二
八
年
、
国
民
政
府
よ
り
国
籍
の
回
復
が
認
め
ら
れ
た
玉
慧
観
は
、
雲
南
同

郷
会
の
会
員
お
よ
び
華
僑
連
合
会
の
会
員
と
な
っ
た
。
国
籍
の
回
復
を
決
心
し
た
の

は
、
朝
鮮
籍
の
ま
ま
で
は
様
々
な
事
業
や
行
動
に
お
い
て
不
便
で
あ
り
、
嫌
疑
を
か

け
ら
れ
や
す
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
な
お
玉
慧
観
は
、
か
つ
て
朝
鮮
に
も
妻
子
が

あ
っ
た
が
、
上
海
に
来
て
か
ら
は
杭
州
出
身
の
馮
佩
蘭
と
い
う
女
性
と
再
婚
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
玉
慧
観
は
、
活
動
の
拠
点
を
完
全
に
上
海
に
移
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　

国
籍
を
回
復
し
た
玉
慧
観
は
、
居
士
と
し
て
活
動
し
な
が
ら
、
国
民
公
論
社
を
設

立
し
、
政
治
雑
誌
を
発
刊
し
、
孫
文
の
三
民
主
義
を
敬
慕
し
た
こ
と
か
ら
中
国
国
民

党
に
入
党
し
、
上
海
特
別
市
第
二
区
第
二
一
分
部
常
務
委
員
も
務
め
た
。
一
九
三
〇

年
に
は
、
陳
玉
璋
、
李
醒
華
ら
と
と
も
に
上
海
で
「
仏
慈
薬
厰
〔
製
薬
工
場
〕」
を

設
立
し
て
支
配
人
と
な
り
、
診
察
所
も
設
け
、
慈
善
事
業
に
も
力
を
入
れ
た
。
だ
が

一
九
三
三
年
、
暴
徒
に
狙
撃
さ
れ
て
四
二
歳
で
急
逝
し
た
。
追
悼
式
に
は
、
海
潮
音

社
や
太
虚
の
創
っ
た
仏
教
学
校
の
武
昌
仏
学
院
、
そ
れ
を
支
え
た
漢
口
正
信
会
の
会

員
な
ど
、
太
虚
の
関
係
者
が
多
く
集
っ
た
。

　

以
上
か
ら
、
玉
慧
観
は
朝
鮮
で
生
ま
れ
育
っ
た
朝
鮮
華
僑
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
ぎ
こ
ち
な
い
中
国
語
の
た
め
に
、
黄
健
六
か
ら
国
籍
を
疑
わ
れ
た
の
も
う
な
ず

け
よ
う
。
玉
慧
観
が
太
虚
と
過
ご
し
た
の
は
約
八
年
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
経
済
的
に
太

虚
を
大
き
く
支
え
た
。
鄧
子
美
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
玉
慧
観
の
死
は
太
虚

の
活
動
に
対
し
て
、
財
政
面
で
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
で
あ
ろ
う㉛

。
玉
慧
観
は
、
明

ら
か
に
太
虚
の
支
持
者
だ
っ
た
。
轉
道
の
代
わ
り
に
南
洋
華
僑
の
代
表
者
と
し
て
出

席
し
た
第
三
回
の
仏
教
会
選
挙
で
も
、
太
虚
陣
営
の
一
票
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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だ
が
玉
慧
観
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
華
僑
と
し
て
朝
鮮
と
の
深
い
つ
な
が
り
は
見
ら
れ

て
も
、
南
洋
や
轉
道
と
の
関
わ
り
を
積
極
的
に
示
し
た
も
の
は
、
現
時
点
で
見
あ
た

ら
な
い32

。
も
っ
と
も
玉
慧
観
が
『
海
潮
音
』
の
支
配
人
を
務
め
て
い
た
頃
、
後
述
す

る
よ
う
に
轉
道
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
『
海
潮
音
』
の
窓
口
を
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら33

、

両
者
に
全
く
面
識
が
な
か
っ
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
、

二
人
を
つ
な
ぐ
太
虚
と
の
関
係
で
あ
る
。
果
た
し
て
轉
道
と
は
如
何
な
る
人
物
で
、

ま
た
太
虚
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
章　

轉
道
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
中
国
仏
教
会

　

続
い
て
轉
道
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い34

。
轉
道
に
つ
い
て
は
、
太
虚
が
轉
道
か
ら

直
接
聞
い
た
話
を
『
海
潮
音
』（
一
九
二
六
年
五
月
）
誌
上
で
発
表
し
た
も
の
、
同
じ

く
『
海
潮
音
』
で
発
表
さ
れ
た
寂
美
の
「
轉
道
法
師
略
伝
」（
一
九
三
〇
年
一
一
月
）、

ま
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
仏
教
界
と
も
交
流
を
も
っ
た
釈
東
初
に
よ
る
も
の
な
ど
が
あ

る35

。
こ
れ
ら
を
基
本
資
料
と
し
な
が
ら
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
布
教
に
成
功
し
た
轉
道
が
、

信
徒
で
あ
る
南
洋
華
僑
の
財
力
を
背
景
に
、
中
国
国
内
の
仏
教
界
で
も
存
在
感
が
増

し
、
仏
教
会
で
も
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
過
程
を
た
ど
り
た
い
。

　

轉
道
（
一
八
七
二
〜
一
九
四
三
）
は
、
俗
姓
を
黄
、
名
を
海
青
と
い
い
、
福
建
省
晋

江
県
桐
林
郷
の
出
身
で
あ
る
。
一
一
歳
の
時
、
父
親
が
薬
も
効
か
な
い
病
気
に
か
か

り
、
観
世
音
菩
薩
に
黙
祷
を
捧
げ
る
と
、
夢
の
中
に
現
れ
た
菩
薩
か
ら
、
生
臭
い
も

の
を
食
べ
ず
仏
を
奉
る
な
ら
父
親
の
病
気
は
回
復
す
る
、
と
告
げ
ら
れ
た
た
め
、
菜

食
を
始
め
た
。
一
三
歳
の
時
、『
六
祖
壇
経
』『
般
若
心
経
』
を
聞
い
て
歓
喜
し
、
出

家
を
志
し
て
南
安
仙
跡
岩
寺
に
赴
い
た
が
、
両
親
か
ら
出
家
を
許
さ
れ
た
の
は
一
八

歳
の
時
だ
っ
た
。
翌
年
の
春
、
轉
道
は
漳
州
南
山
寺
の
礼
善
修
禅
師
を
師
と
し
て
剃

度
出
家
し
、
轉
道
と
い
う
法
名
を
与
え
ら
れ
た
。
二
一
歳
で
父
親
を
病
気
で
失
っ
た

後
、
轉
道
は
托
鉢
行
脚
し
、
鎮
江
の
金
山
寺
、
揚
州
の
高
旻
寺
、
寧
波
の
天
童
寺
な

ど
各
地
の
名
山
道
場
を
巡
っ
た
。天
童
寺
で
は
、当
時
修
行
中
の
圓
瑛
な
ど
と
出
会
っ

た
と
い
う
。
圓
瑛
の
年
譜
に
よ
る
と
、
一
九
歳
で
出
家
し
た
圓
瑛
が
若
い
頃
に
天
童

寺
で
滞
在
し
た
の
は
、
二
六
歳
（
一
九
〇
三
年
）
か
ら
で
あ
る36

。
近
年
の
報
告
に
よ

れ
ば
、
一
九
〇
四
年
春
よ
り
轉
道
は
、
五
台
山
な
ど
中
国
各
地
の
名
山
を
巡
る
行
脚

を
始
め
て
い
る37

。
こ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
、
轉
道
は
三
一
歳
の
頃
、
二
六
歳
頃
の
圓
瑛

と
出
会
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
彼
ら
は
そ
の
後
、
数
十
年
も
の
間
親
交
を
深
め
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
各
地
を
巡
っ
た
後
の
轉
道
は
、
再
び
天
童
寺
に
戻
っ
て
き
た
。
こ
の

時
、
新
た
に
出
家
し
た
僧
に
戒
を
授
け
る
伝
戒
の
儀
式
の
た
め
に
、
喜
参
和
尚
が
廈

門
の
南
普
陀
寺
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
喜
参
に
従
う
八
人
の
高
徳
の
僧
侶
も
必
要

と
さ
れ
、
轉
道
は
そ
の
一
人
と
し
て
廈
門
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
伝
戒
の
後
も
、

轉
道
は
漳
州
、
廈
門
の
両
地
で
し
ば
ら
く
過
ご
し
た
。

　

辛
亥
革
命
も
廈
門
の
南
普
陀
寺
で
迎
え
た
轉
道
は
、
一
九
一
三
年
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
の
金
蘭
廟
に
移
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
南
普
陀
寺
で
仏
教
の
学
校
を
創
る
こ
と
に

な
り
、
轉
道
が
寄
付
を
募
る
た
め
に
南
洋
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

轉
道
が
す
ご
し
た
南
普
陀
寺
は
、
廈
門
の
大
寺
院
だ
が
、
土
地
か
ら
の
収
入
が
あ
ま

り
見
込
め
な
い
寺
院
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
南
普
陀
寺
の
経
営
は
、
帰
郷
し
て
く
る
華

僑
か
ら
の
寄
付
金
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
廈
門
の
交
易
商

業
の
成
長
と
と
も
に
発
展
し
た38

。
廈
門
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
と
深
い
関
係
を
も
つ

土
地
で
あ
り39

、
轉
道
が
南
洋
へ
赴
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
廈
門
と
関
わ
り
を
も
つ
華

僑
と
の
縁
を
頼
っ
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
金
蘭
廟
主
の
劉
金
楞
が
、
土
地
に
つ
い
て
人
と
争
っ
て
い

る
の
に
た
ま
た
ま
出
く
わ
し
た
。
双
方
を
説
得
し
、
そ
の
土
地
を
寄
付
し
て
仏
寺
を

た
て
れ
ば
功
徳
に
な
る
と
説
い
た
所
、
同
意
を
得
て
土
地
を
献
上
さ
れ
た
。
轉
道
は

こ
こ
に
、
普
陀
寺
を
建
て
た
。
こ
れ
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
渡
っ
た
閩
南
の
僧
侶
が
、

寄
付
を
募
っ
て
建
て
た
寺
で
初
め
て
の
も
の
だ
っ
た40

。
普
陀
寺
の
建
造
期
間
は
、
福

建
省
の
同
郷
か
ら
頼
ま
れ
て
、
福
建
人
の
信
仰
や
組
織
の
中
心
地
で
あ
る
天
福
宮41

の
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住
持
を
務
め
た
。
轉
道
は
そ
の
後
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
留
ま
り
、
仏
教
振
興
の
た
め

に
生
涯
を
さ
さ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

轉
道
が
普
陀
寺
を
建
て
て
か
ら
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
渡
る
閩
南
の
僧
侶
も
次
第

に
増
え
、
龍
山
寺
、
普
済
寺
、
普
覚
寺
、
普
照
寺
な
ど
二
〇
余
り
の
寺
院
が
建
て
ら

れ
た42

。
そ
の
一
つ
の
光
明
山
普
覚
寺
は
、
一
九
二
一
年
、
轉
道
に
よ
っ
て
開
創
さ
れ

た43

。
建
立
当
初
の
普
覚
寺
は
簡
素
な
も
の
で
あ
り
、
光
明
山
（B

righ
t H

ill

）
も
荒

れ
て
い
た
が
、
数
十
年
後
、
普
覚
寺
は
東
南
ア
ジ
ア
最
大
の
仏
教
道
場
と
な
っ
た44

。

鎌
田
茂
雄
氏
の
近
年
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
現
在
で
は
火
葬
場
と
納
骨
堂
を
そ
な
え

た
一
大
仏
教
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
葬
送
儀
礼
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
と

い
う45

。
普
覚
寺
を
落
成
し
た
後
、
轉
道
を
発
起
人
と
し
た
星
洲
普
覚
会
は
、
圓
瑛
を

普
覚
寺
に
招
き
、『
大
乗
起
信
論
』
の
講
義
を
頼
ん
だ46

。
圓
瑛
は
そ
の
後
も
何
度
か

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
訪
れ
て
お
り47

、
南
洋
と
の
縁
を
深
め
て
い
っ
た
。

　

圓
瑛
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
滞
在
中
の
一
九
二
三
年
、
閩
南
の
古
刹
の
一
つ
、
泉
州
開

元
寺
の
老
朽
化
を
知
っ
た
轉
道
は
、
修
繕
を
志
し
て
開
元
寺
に
移
り
住
ん
だ
。
圓
瑛

か
ら
の
援
助
と
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
信
徒
か
ら
数
万
元
の
寄
付
を
受
け
た
轉
道
は
、
す

べ
て
開
元
寺
の
修
繕
の
た
め
に
用
い
た
。
ま
た
轉
道
は
一
九
二
四
年
に
、
開
元
寺
で

圓
瑛
を
院
長
と
す
る
孤
児
院
を
開
い
た48

。
経
費
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
普
陀
寺
、
天
福
宮

な
ど
が
負
担
し
た49

。
轉
道
は
以
上
の
功
績
か
ら
、開
元
寺
を
改
修
し
た
人
物
と
し
て
、

ま
た
圓
瑛
と
と
も
に
開
元
寺
で
孤
児
院
を
開
い
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る50

。

一
九
二
三
年
、
圓
瑛
は
こ
の
轉
道
に
対
し
、
お
よ
そ
三
〇
年
間
の
仏
教
者
と
し
て
の

活
躍
を
讃
え
て
、
五
〇
歳
を
祝
う
文
を
贈
っ
た51

。
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
太
虚
と
も

交
流
の
あ
っ
た
轉
道
は
、
む
し
ろ
圓
瑛
と
深
い
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

た
。

　

海
外
に
滞
在
し
な
が
ら
も
中
国
国
内
で
存
在
感
を
増
し
て
い
っ
た
轉
道
は
、

一
九
二
九
年
に
成
立
し
た
中
国
仏
教
会
で
、
監
察
委
員
の
一
人
に
選
ば
れ
た52

。
設
立

当
初
か
ら
仏
教
会
が
抱
え
て
い
た
問
題
の
一
つ
は
、
経
費
の
問
題
だ
っ
た53

。
そ
こ
で

財
務
委
員
に
選
ば
れ
た
の
が
、
轉
道
だ
っ
た
。
仏
教
会
は
、
轉
道
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

で
経
費
を
集
め
る
こ
と
に
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る54

。
だ
が
轉
道
は
こ
れ
を
辞
退
し55

、

代
わ
り
の
誰
か
が
仏
教
会
で
活
動
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
そ
の
理
由
に
は
、
海
外
在

住
の
た
め
事
務
局
の
あ
る
上
海
ま
で
は
遠
い
こ
と
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
は
轉
道
の
後

任
の
人
材
が
乏
し
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
と
う
と
う
同
年
末
に
は
、
財
務

委
員
の
み
な
ら
ず
監
察
委
員
も
辞
職
し
た56

。
第
一
回
、
第
二
回
大
会
で
会
長
を
務
め

た
圓
瑛
と
親
交
の
深
か
っ
た
轉
道
だ
が
、
仏
教
会
そ
の
も
の
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

少
し
距
離
を
置
い
た
と
い
え
る
。
そ
こ
に
、
第
三
回
の
仏
教
会
選
挙
で
玉
慧
観
に
轉

道
が
代
表
権
を
譲
っ
た
一
因
も
求
め
ら
れ
よ
う
。
で
は
、
両
者
を
つ
な
ぐ
太
虚
と
轉

道
と
の
関
係
と
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
四
章　

轉
道
と
太
虚
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

　

轉
道
と
太
虚
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
、
重
要
と
な
る
の
は
、
太
虚

主
宰
の
『
海
潮
音
』
で
あ
る
。『
海
潮
音
』
を
太
虚
が
創
刊
し
た
の
は
、一
九
二
〇
年
、

三
二
歳
の
時
だ
っ
た
。
そ
の
『
海
潮
音
』
の
裏
表
紙
に
、
轉
道
を
中
心
と
し
た
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
覚
覚
精
舎
の
名
が
、『
海
潮
音
』
購
読
を
受
け
つ
け
る
窓
口
の
一
つ
と
し

て
登
場
し
た
の
は
、
創
刊
し
て
か
ら
間
も
な
い
第
一
巻
第
八
期
号
の
こ
と
で
あ
る57

。

翌
年
の
第
二
年
第
五
期
号
で
は
、
南
洋
の
仏
教
事
情
と
し
て
、
覚
覚
精
舎
が
轉
道
を

中
心
と
し
た
集
ま
り
で
あ
る
こ
と
や
、『
海
潮
音
』
の
読
者
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
百

余
人
、
ジ
ャ
ワ
な
ど
各
島
に
も
数
十
人
い
る
、
な
ど
と
簡
単
な
紹
介
が
さ
れ
た58

。
す

る
と
定
安
と
い
う
人
物
か
ら
、
覚
覚
精
舎
の
状
況
を
伝
え
る
書
簡
が
送
ら
れ
て
き

た59

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
一
四
年
、
何
仏
生
と
い
う
人
物
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
南

洋
仏
学
研
究
社
を
唱
え
て
か
ら
、
仏
教
を
学
ぶ
者
が
増
え
始
め
た
。
一
九
二
〇
年
に

は
、続
け
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
覚
覚
精
舎
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
轉
道
と
鄭
雨
生
、

何
仏
生
の
二
居
士
が
中
心
と
な
り
、
大
蔵
経
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
毎
月
贈
ら
れ
て
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く
る
『
海
潮
音
』
な
ど
の
各
種
仏
教
雑
誌
や
仏
教
書
な
ど
を
研
究
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
書
簡
が
届
い
て
か
ら
は
、
南
洋
か
ら
の
書
信
や
情
報
な
ど
が
し
ば
し
ば
『
海
潮

音
』
で
も
載
り
始
め
、『
海
潮
音
』
を
媒
介
と
し
た
交
流
が
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

轉
道
、
鄭
雨
生
、
何
仏
生
を
中
心
と
し
た
覚
覚
精
舎
の
存
在
は
、
そ
の
た
め
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
の
『
海
潮
音
』
普
及
に
と
っ
て
も
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

覚
覚
精
舎
が
『
海
潮
音
』
の
窓
口
と
な
っ
て
か
ら
は
、
仏
教
を
学
ぼ
う
と
す
る
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
の
人
々
や
華
僑
の
中
で
、
覚
覚
精
舎
に
『
海
潮
音
』
を
求
め
る
者
が
現
れ

始
め
た
か
ら
で
あ
る60

。
そ
の
覚
覚
精
舎
の
連
絡
先
の
一
つ
に
は
、
轉
道
の
建
て
た
普

陀
寺
も
含
ま
れ
て
い
た61

。
発
起
人
の
一
人
の
鄭
雨
生
は
と
い
う
と
、
知
人
に
中
華
民

国
領
事
の
秦
汝
欽
な
ど
社
会
的
な
有
力
者
が
お
り
、
彼
ら
と
協
力
し
な
が
ら
仏
教
の

振
興
に
努
め
、
華
僑
社
会
に
広
く
仏
教
を
ア
ピ
ー
ル
し
た62

。
一
九
二
四
年
に
は
、『
海

潮
音
』の
た
め
に
一
〇
〇
〇
元
の
資
金
援
助
も
申
し
出
た63

。
も
う
一
人
の
何
仏
生
は
、

覚
覚
精
舎
を
退
い
た
後
も
、
南
洋
各
地
の
華
人
を
対
象
と
し
た
檳ペ

ナ
ン城

仏
学
研
究
社
を

マ
レ
ー
シ
ア
に
設
け
、
そ
の
規
約
を
『
海
潮
音
』
に
載
せ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
掲
載

さ
れ
た
第
六
年
第
六
期
号
（
一
九
二
五
年
）
か
ら
は
、『
海
潮
音
』
の
窓
口
に
も
な
っ

た64

。
覚
覚
精
舎
を
拠
点
に
轉
道
を
取
り
ま
く
、
社
会
的
に
も
有
力
な
居
士
た
ち
の
熱

心
な
支
持
を
得
て
、
太
虚
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
マ
レ
ー
シ
ア
で
の
『
海
潮
音
』
の
読

者
を
増
や
し
て
い
っ
た
。

　

太
虚
が
そ
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
と
実
際
に
赴
い
た
の
は
、
一
九
二
六
年
九
月
の
こ

と
で
あ
る
。
き
っ
か
け
は
、
前
年
春
、
閩
南
仏
化
新
青
年
会
の
会
員
で
あ
る
蒋
剣
一
、

蘇
鶴
松
、
黄
天
行
な
ど
の
若
い
商
人
た
ち
が
、
太
虚
に
帰
依
し
た
こ
と
だ
っ
た65

。
彼

ら
は
、
太
虚
が
一
九
二
三
年
か
ら
始
め
た
世
界
仏
教
連
合
会
や
、
そ
れ
に
伴
う
中
国

仏
教
界
の
組
織
化
を
目
指
し
た
中
華
仏
教
連
合
会
に
興
味
を
も
ち
、
そ
の
動
き
を
南

洋
に
も
広
げ
た
い
と
考
え
て
い
た66

。
こ
の
閩
南
仏
化
新
青
年
会
の
経
費
を
維
持
し
て

い
た
の
は
、
南
洋
方
面
の
同
郷
の
華
僑
で
あ
り
、
そ
の
支
援
者
の
一
人
が
轉
道
だ
っ

た67

。
彼
ら
は
太
虚
を
南
洋
に
呼
ぼ
う
と
、
轉
道
な
ど
の
僧
侶
と
と
も
に
星
洲
講
経
会

を
発
足
し68

、
一
九
二
六
年
一
月
よ
り
準
備
を
始
め
た69

。
折
し
も
同
年
の
四
月
か
ら
九

月
に
か
け
て
は
、
圓
瑛
が
泉
州
開
元
寺
の
孤
児
院
へ
の
募
金
も
兼
ね
て
、
四
度
目
の

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
訪
問
を
果
た
し
て
い
た70

。
こ
う
し
た
中
で
、
世
界
仏
教
運
動
で
注
目

を
浴
び
た
太
虚
に
も
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
講
演
に
来
て
貰
い
た
い
と
い
う
声
が
上

が
っ
て
い
た71

。
七
月
ま
で
に
は
星
洲
講
経
会
の
会
員
も
三
六
六
人
と
な
り72

、
太
虚
の

訪
問
が
目
前
に
せ
ま
っ
た
八
月
以
降
は
、
轉
道
も
個
人
名
で
、『
海
潮
音
』
の
窓
口

と
し
て
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た73

。
太
虚
の
旅
券
や
船
室
な
ど
は
、
星
洲
講
経
会

の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
黄
天
行
が
、
中
南
銀
行
理
事
長
の
子
息
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
上
海
中
南
銀
行
が
す
べ
て
準
備
し
た74

。
太
虚
が
到
着
し
た
時
の
歓
迎
ぶ
り
は
、

圓
瑛
も
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
盛
大
な
も
の
で75

、
太
虚
も
「
講
経
会
の
規
模

は
大
変
大
き
か
っ
た
」
と
ふ
り
返
っ
て
い
る76

。

　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
太
虚
は
各
地
で
仏
教
講
演
を
行
う
ほ
か
、
南
洋
華
僑
と
も

交
流
を
深
め
た
。
マ
ラ
ヤ
の
著
名
な
華
人
資
産
家
で
あ
り
、
廈
門
大
学
の
創
設
者
で

も
あ
る
陳
嘉
庚
に
は
、
ゴ
ム
園
、
工
場
、
商
店
な
ど
を
案
内
さ
れ
た
。
ま
た
萬

タ
イ
ガ
ー
バ
ー
ム

金
油

で
巨
万
の
富
を
築
い
た
胡
文
虎
に
は
、
数
日
間
、
家
屋
内
で
涼
を
と
ら
せ
て
も
ら
っ

た
。
太
虚
は
彼
ら
と
、
欧
米
へ
の
布
教
や
世
界
仏
学
苑
の
創
設
に
つ
い
て
も
協
議
を

行
っ
た
。
だ
が
イ
ギ
リ
ス
領
の
南
洋
各
諸
島
や
オ
ラ
ン
ダ
領
の
ジ
ャ
ワ
な
ど
を
巡
っ

た
と
こ
ろ
、
慣
れ
な
い
熱
帯
で
の
生
活
で
熱
病
に
か
か
り
、
や
む
な
く
帰
国
す
る
こ

と
に
な
っ
た77

。

　

こ
の
訪
問
中
、
出
家
者
の
来
聴
の
少
な
さ
に
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
仏
教
の
停
滞
を
感

じ
て
い
た
太
虚
だ
っ
た
が78

、
在
家
者
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
信
徒
の
獲
得
に
成
功
し

た
。
太
虚
に
帰
依
し
た
の
は
、
二
二
名
の
男
性
と
六
八
名
の
女
性
で
あ
り
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
は
、
広
東
省
か
福
建
省
の
籍
を
も
つ
者
だ
っ
た79

。
彼
ら
に
は
毎
朝
の
読
誦
文

が
与
え
ら
れ
、
そ
の
文
末
に
は
「
南
無
太
虚
親
教
師
」
と
記
さ
れ
て
い
た80

。
南
無
と

は
帰
依
す
る
、
す
な
わ
ち
敬
い
従
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
毎
朝
彼

ら
が
読
誦
文
を
唱
え
る
こ
と
で
、
太
虚
と
の
繋
が
り
を
い
っ
そ
う
深
い
も
の
に
し
て
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い
こ
う
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

太
虚
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
離
れ
た
の
は
一
九
二
六
年
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
り
、
太

虚
が
玉
慧
観
と
出
会
っ
た
の
は
、
上
海
に
戻
っ
た
同
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る81

。
そ

の
後
一
九
二
八
年
八
月
よ
り
翌
年
四
月
末
ま
で
念
願
の
欧
米
訪
問
を
太
虚
が
果
た
し

た
際
に
、
途
中
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
訪
れ
た
時
に
も
、
玉
慧
観
と
轉
道
が
何
ら
か
の

関
係
を
築
い
た
様
子
は
う
か
が
え
な
い82

。ま
た
第
三
回
仏
教
会
選
挙
で
の
代
表
権
を
、

轉
道
が
玉
慧
観
に
譲
っ
た
い
き
さ
つ
や
理
由
に
つ
い
て
直
接
示
し
た
も
の
も
、
さ
し

あ
た
っ
て
は
見
あ
た
ら
な
い
。
だ
が
、
仏
教
会
で
の
活
動
を
譲
り
た
い
と
考
え
て
い

た
轉
道
の
代
わ
り
に
、
太
虚
が
玉
慧
観
を
す
え
た
、
と
黄
健
六
が
考
え
た
と
し
て
も
、

彼
ら
の
関
係
を
み
れ
ば
、
そ
れ
は
理
解
で
き
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
重

要
と
な
っ
て
く
る
の
は
太
虚
の
意
図
で
あ
り
、
そ
の
行
動
の
意
味
す
る
所
で
あ
る
。

太
虚
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
呼
ば
れ
た
の
は
、
轉
道
と
の
関
係
よ
り
も
む
し
ろ
、
太
虚

に
帰
依
し
た
閩
南
仏
化
新
青
年
会
の
若
い
会
員
た
ち
が
、
太
虚
の
世
界
仏
教
連
合
会

や
、
そ
れ
に
伴
う
中
華
仏
教
連
合
会
に
興
味
を
も
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
そ
し
て
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
多
く
待
っ
て
い
た
の
は
、
熱
心
な
『
海
潮
音
』
の
読
者
た
ち
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
は
、
太
虚
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
場
所
だ
っ
た

の
か
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
太
虚
の
世
界
仏
教
運
動
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。第

五
章　

太
虚
の
世
界
仏
教
運
動
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

　

太
虚
が
江
西
省
廬
山
の
大
林
寺
で
「
世
界
仏
教
連
合
会
」
を
設
立
し
た
の
は
、

一
九
二
三
年
、
三
五
歳
の
時
で
あ
る83

。
廬
山
は
、
晋
代
の
慧
遠
が
白
蓮
社
を
立
て
た

こ
と
で
有
名
な
仏
教
史
蹟
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
当
時
は
、
英
仏
を
は
じ
め
と
す
る
諸

外
国
人
の
避
暑
地
と
な
っ
て
い
た84

。
太
虚
が
廬
山
を
訪
れ
た
の
は
、
開
発
さ
れ
て
い

く
大
林
寺
の
景
勝
回
復
に
協
力
す
る
た
め
だ
っ
た
。
太
虚
は
こ
の
時
、
大
林
寺
渓
の

傍
ら
に
簡
素
な
木
造
の
小
屋
を
建
て
、
そ
こ
に
「
世
界
仏
教
連
合
大
会
」
の
標
札
を

掲
げ
た85

。
入
り
口
に
は
左
右
に
英
漢
両
文
で
、仏
教
講
話
の
聴
講
者
募
集
と
書
い
た
。

そ
の
小
屋
で
は
特
に
仏
教
儀
式
を
行
う
で
も
な
く
、
仏
像
を
置
い
た
わ
け
で
も
な

か
っ
た86

。
だ
が
聴
衆
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
日
午
前
と
午
後
の
二
回
、
六
〜
七

月
の
暑
中
を
通
じ
て
講
話
を
行
っ
た87

。
時
に
は
、
避
暑
地
に
訪
れ
た
西
洋
人
の
宣
教

師
が
聞
き
に
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
太
虚
は
、「
世
界
の
仏
教
徒
を
連

合
し
て
仏
教
の
国
際
運
動
を
行
い
、
各
国
の
人
々
す
べ
て
に
仏
法
を
信
じ
て
受
け
い

れ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
、
世
界
仏
教
連
合
会
を
創
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た88

」。
第
一

回
「
世
界
仏
教
大
会
」
が
廬
山
で
開
催
さ
れ
た
の
は
、
一
九
二
三
年
六
月
の
こ
と
で

あ
り
、
太
虚
も
講
演
を
行
っ
た89

。
二
〇
〇
人
余
り
の
聴
衆
の
う
ち
、
僧
侶
は
十
数
人
、

西
洋
人
は
二
〇
余
人
、
日
本
人
は
五
〜
六
人
ほ
ど
だ
っ
た
。
日
本
か
ら
は
、
大
谷
大

学
教
授
の
稲
葉
円
成
が
参
加
し
た
と
さ
れ
る
。翌
年
に
行
わ
れ
た
第
二
回
大
会
で
は
、

た
ま
た
ま
廬
山
を
訪
れ
た
九
江
駐
在
日
本
領
事
の
江
戸
千
太
郎
を
通
じ
て
、
法
隆
寺

管
長
の
佐
伯
定
胤
、
イ
ン
ド
哲
学
を
専
門
と
す
る
東
京
帝
国
大
学
教
授
の
木
村
泰
賢

が
講
師
に
招
か
れ
、
中
国
仏
教
界
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
水
野
梅
暁
も
参
加
し
た90

。

　

続
い
て
一
九
二
五
年
に
は
、
東
京
の
増
上
寺
で
第
三
回
東
亜
仏
教
大
会91

が
開
催
さ

れ
た
。
参
加
者
は
、
中
国
か
ら
の
太
虚
ら
二
七
名
の
僧
侶
や
居
士
た
ち
、
朝
鮮
か
ら

の
八
名
、
台
湾
か
ら
の
四
名
と
、
木
村
泰
賢
を
は
じ
め
と
す
る
一
三
〇
名
ほ
ど
の
日

本
人
な
ど
が
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る92

。
当
時
の
日
本
で
の
報
道
を
み
る
と
、

集
ま
っ
た
の
は
日
本
側
の
一
般
参
加
者
を
含
め
て
総
勢
一
五
〇
〇
名
ほ
ど
だ
っ
た
と

も
言
わ
れ
て
お
り93

、
そ
の
盛
大
さ
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
翌
年
に
は
、
日
本
仏
教
団

が
水
野
梅
暁
と
と
も
に
中
国
を
訪
問
し
、
中
国
側
か
ら
の
歓
迎
を
受
け
た94

。
だ
が
こ

の
試
み
は
、
日
本
と
中
国
の
政
治
状
況
が
悪
化
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
後
は
発
展

を
み
な
か
っ
た
。『
海
潮
音
』
で
も
、
日
本
仏
教
視
察
団
に
よ
る
謝
辞
を
最
後
に
、

日
中
交
流
に
関
す
る
報
告
は
見
ら
れ
な
い95

。

　

太
虚
に
よ
れ
ば
、
第
一
回
、
第
二
回
の
大
会
と
は
、
国
際
的
な
仏
教
組
織
と
い
う
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よ
り
も
、「
国
際
仏
教
徒
」
の
和
や
か
で
さ
さ
や
か
な
集
ま
り
と
い
う
よ
う
な
も
の

だ
っ
た96

。
ま
た
第
三
回
大
会
で
は
、
日
中
関
係
を
中
心
と
し
た
も
の
に
範
囲
を
限
定

し
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
世
界
仏
教
運
動
と
は
、
す
で
に
ウ
ェ
ル
チ
氏
も
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、「
世
界
」
の
仏
教
大
会
と
い
う
よ
り
も
、
実
際
は
太
虚
と
日
本
人

と
の
交
流
会
と
い
え
る
も
の
だ
っ
た97

。

　

こ
の
日
本
仏
教
界
と
の
交
流
を
通
し
て
、
太
虚
が
試
み
よ
う
と
し
た
の
は
、
中
国

仏
教
界
の
組
織
化
だ
っ
た
。
第
二
回
大
会
で
は
中
国
国
内
各
省
の
連
合
を
提
案
し
、

第
三
回
東
亜
仏
教
大
会
の
開
催
に
向
け
て
、「
中
華
仏
教
連
合
会
」
を
計
画
し
た98

。

中
華
仏
教
連
合
会
の
構
想
で
は
、
地
方
組
織
を
全
国
的
規
模
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と

や
、
各
地
の
出
家
者
・
在
家
者
が
県
・
省
会
を
各
々
成
立
し
、
全
国
的
規
模
の
中
華

仏
教
連
合
会
を
一
刻
も
早
く
成
立
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
目
標
と
し
た99

。
こ
れ
は
太
虚

の
仏
教
改
革
運
動
の
一
つ
で
あ
る
、
仏
教
徒
の
全
国
的
組
織
の
成
立
を
目
指
し
た
も

の
で
あ
り
、
東
亜
仏
教
大
会
は
そ
れ
を
実
現
す
る
チ
ャ
ン
ス
と
考
え
て
い
た
。
そ
し

て
こ
の
中
華
仏
教
連
合
会
を
、
世
界
仏
教
連
合
会
の
実
現
に
向
け
た
出
発
点
と
す
る

方
針
を
、『
中
華
仏
教
連
合
会
宣
言
』
で
明
言
し
た○100

。

　

た
だ
太
虚
の
こ
う
し
た
構
想
を
実
際
に
支
持
し
た
の
は
、
主
に
武
昌
仏
学
院
の
関

係
者
や
太
虚
に
協
力
的
な
居
士
た
ち
だ
っ
た○101

。
世
界
仏
教
連
合
会
の
会
員
名
簿
を

見
る
と
、
多
く
は
漢
口
仏
教
会
や
武
昌
仏
教
会
の
会
員
た
ち
で
あ
る○102

。
ま
た
江
燦

騰
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
発
起
人
の
大
部
分
は
、
漢
口
仏
教
会
や
武
昌
仏
教
会
の

賛
助
者
だ
っ
た○103

。
太
虚
に
と
っ
て
漢
口
仏
教
会
や
武
昌
仏
教
会
と
は
、
太
虚
の
主

宰
す
る
仏
教
学
校
、
武
昌
仏
学
院
の
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
り
、
ま
た
重
要
な
支
持
基
盤

だ
っ
た○104

。
太
虚
が
世
界
仏
教
連
合
会
を
設
立
し
よ
う
と
し
た
の
も
漢
口
で
あ
り
、

事
務
局
が
後
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
漢
口
の
栖
隠
寺
お
よ
び
大
林
寺
で

あ
っ
た○105

。
世
界
仏
教
連
合
会
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
太
虚
の
支
持
者
を
基
盤
と

し
た
組
織
だ
っ
た
。

　

仏
教
界
の
改
革
を
唱
え
る
者
と
し
て
、
辛
亥
革
命
よ
り
間
も
な
い
頃
か
ら
名
を
知

ら
れ
た
太
虚
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
試
み
に
対
す
る
賛
同
や
理
解
は
、
当
時
の
仏
教

界
で
は
な
か
な
か
得
ら
れ
ず
に
い
た○106

。
そ
の
太
虚
を
実
際
に
支
え
た
の
は
、
漢
口

仏
教
会
や
武
昌
仏
教
会
の
居
士
た
ち
が
中
心
で
あ
っ
た
。
陳
永
革
氏
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
当
時
の
中
国
国
内
の
仏
教
界
で
、
理
想
と
す
る
仏
教
改
革
運
動
の
推
進
に
困

難
を
感
じ
て
い
た
太
虚
に
と
っ
て
、
熱
烈
な
歓
迎
を
受
け
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
理

想
的
な
地
と
映
っ
た
か
も
し
れ
な
い○107

。

　

一
九
二
六
年
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
訪
問
中
、
太
虚
は
こ
の
機
会
を
欧
米
布
教
の
た
め

の
足
が
か
り
と
し
、
南
洋
か
ら
欧
米
へ
足
を
の
ば
し
た
い
と
考
え
て
い
た○108

。
そ
の

た
め
太
虚
は
、「
南
洋
仏
教
連
合
会
」
と
い
う
仏
教
団
体
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
設
立

し
た
。
こ
れ
は
世
界
仏
教
連
合
会
の
一
環
と
な
る
、
中
華
仏
教
連
合
会
を
モ
デ
ル
と

し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
世
界
仏
教
連
合
会
に
と
っ
て
重
要
な
拠
点
と
な
る
こ
と
を

太
虚
は
望
ん
で
い
た○109

。
準
備
大
会
で
は
、星
洲
講
経
会
な
ど
の
五
〇
余
人
が
集
ま
り
、

太
虚
が
宣
言
を
行
っ
た○110

。
天
福
宮
内
に
は
準
備
所
が
置
か
れ
、
組
織
化
も
検
討
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た○111

。
さ
ら
に
は
世
界
仏
教
運
動
の
一
つ
と
な
る
、
世
界
仏
学
苑

図
書
館
の
建
設
費
や
、
欧
米
布
教
の
た
め
の
資
金
も
集
め
た
い
と
思
っ
て
い
た○112

。

だ
が
こ
れ
ら
は
欧
米
布
教
の
構
想
と
と
も
に
、
や
む
を
得
な
い
帰
国
に
よ
っ
て
断
念

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

　

中
国
国
内
で
仏
教
改
革
運
動
の
推
進
に
困
難
を
感
じ
、
支
持
基
盤
の
確
保
も
ま
ま

な
ら
な
か
っ
た
太
虚
は
、
華
僑
を
通
じ
て
「
海
外
」
へ
と
向
か
う
こ
と
で
目
的
を
達

成
し
よ
う
と
し
、
ま
た
中
国
「
国
内
」
に
お
け
る
立
場
の
強
化
を
図
ろ
う
と
し
た
と

い
え
る
。
黄
健
六
の
投
げ
か
け
た
疑
問
、
す
な
わ
ち
参
加
者
の
範
囲
を
広
げ
て
各
方

面
か
ら
弟
子
を
招
き
、
太
虚
ら
に
有
利
と
な
る
よ
う
、
選
挙
の
「
工
作
」
を
し
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
事
情
が
暗
に
含
ま
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
中
国
仏
教
界
に
お
け
る
太
虚
の
立
場
、
そ
し
て
太
虚
の
支

持
者
た
ち
の
あ
り
方
を
、
思
い
が
け
ず
示
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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お
わ
り
に

　

第
三
回
の
仏
教
会
選
挙
に
お
い
て
、
黄
健
六
が
国
籍
を
怪
し
ん
だ
玉
慧
観
は
、
朝

鮮
で
生
ま
れ
育
っ
た
華
僑
で
あ
り
、
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
太
虚
を
支
え
た
人
物
だ
っ

た
。
ま
た
南
洋
の
代
表
権
を
玉
慧
観
に
譲
っ
た
轉
道
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
布
教
に
成

功
し
た
閩
南
出
身
の
著
名
な
僧
侶
で
あ
り
、
仏
教
会
か
ら
求
め
ら
れ
た
財
務
委
員
の

職
を
辞
し
て
仏
教
会
か
ら
は
少
し
距
離
を
お
き
、
仏
教
会
で
の
活
動
を
誰
か
が
代
わ

り
に
行
う
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
そ
の
両
者
の
間
に
積
極
的
な
関
係
を
見
出
す
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、両
者
は
と
も
に
太
虚
と
関
わ
り
の
深
い
人
物
で
あ
っ
た
。

南
洋
代
表
に
著
名
な
轉
道
で
は
な
く
太
虚
を
支
持
す
る
玉
慧
観
を
据
え
、
大
会
参
加

者
を
増
や
し
て
選
挙
が
有
利
と
な
る
よ
う
な
「
工
作
」
を
太
虚
が
行
っ
た
、
と
い
う

疑
念
を
黄
健
六
が
抱
い
た
の
は
、
太
虚
を
と
り
ま
く
こ
れ
ら
の
人
間
関
係
に
よ
る
た

め
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

太
虚
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
自
身
の
主
張
を
発
す
る
『
海
潮
音
』

を
広
く
受
け
い
れ
て
く
れ
た
地
で
あ
り
、
自
分
を
熱
心
に
支
持
し
て
く
れ
る
者
の
い

る
地
だ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
太
虚
の
仏
教
改
革
運
動
の
一
つ
で
あ
る
世
界
仏
教
運

動
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
、
重
要
な
足
が
か
り
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
所

だ
っ
た
。
そ
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
と
太
虚
を
招
い
た
の
は
、
太
虚
に
帰
依
し
、
太
虚

の
世
界
仏
教
運
動
に
興
味
を
も
ち
、
そ
の
動
き
を
南
洋
に
も
広
め
た
い
と
考
え
て
い

た
閩
南
仏
化
新
青
年
会
の
会
員
だ
っ
た
。
中
国
国
内
に
お
け
る
仏
教
界
「
内
」
で
、

理
想
と
す
る
仏
教
改
革
運
動
の
理
解
と
賛
助
を
な
か
な
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
太
虚

は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
い
う
「
外
」
で
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
指
す

目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
黄
健
六
の
、
第
三
回
仏
教
会
選
挙
で
参
加

者
の
範
囲
を
広
げ
て
太
虚
ら
に
有
利
と
な
る
よ
う
選
挙
「
工
作
」
を
し
た
、
と
い
う

疑
い
と
は
、
中
国
国
内
の
出
家
僧
侶
ら
と
の
関
係
よ
り
も
む
し
ろ
、
玉
慧
観
な
ど
一

部
の
居
士
ら
と
の
縁
に
よ
り
仏
教
改
革
運
動
の
基
盤
を
築
き
、
ま
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

と
い
う
、
中
国
仏
教
界
の
中
心
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
に
支
持
者
を
得
る
こ
と
で
世

界
仏
教
運
動
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
、
太
虚
の
仏
教
改
革
運
動
の
様
態
を
、
図
ら
ず

も
示
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
太
虚
は
、
当
時
の
中
国
仏
教
界
「
内
」

の
中
心
的
勢
力
に
お
い
て
、仏
教
改
革
運
動
の
土
台
を
築
い
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、

そ
こ
か
ら
外
れ
た
所
で
支
持
基
盤
を
獲
得
し
、
活
動
を
拡
大
し
展
開
し
よ
う
と
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
太
虚
は
人
生
の
大
半
に
お
い
て
、
当

時
の
中
国
仏
教
界
の
中
で
異
な
る
見
解
を
も
っ
た
小
さ
な
集
団
の
中
心
的
存
在
で
し

か
な
く
、
生
前
に
太
虚
の
思
想
や
活
動
が
僧
侶
や
居
士
ら
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
、
と
い
う
ウ
ェ
ル
チ
氏
の
見
解
に
つ
い
て
も○113

、
一
定
の
理
解
を

示
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

大
き
な
力
を
持
た
な
い
太
虚
に
と
っ
て
『
海
潮
音
』
と
は
、
自
分
の
主
張
を
広
範

囲
に
伝
え
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
あ
っ
た
。『
海
潮
音
』
購
読
を
受
け
つ
け
る
窓

口
を
各
地
に
設
け
て
い
く
こ
と
で
、
太
虚
は
広
報
の
拠
点
を
築
い
て
い
っ
た
と
い
え

る
。
そ
の
こ
と
は
、
実
際
に
太
虚
の
名
を
広
め
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
の
間
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
在
外
華
人
と
の
つ

な
が
り
を
保
ち
深
め
る
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

太
虚
の
仏
教
会
退
出
後
、
会
長
に
選
ば
れ
た
圓
瑛
は
、
そ
の
後
連
続
し
て
七
期
を

務
め
た
。
慰
留
さ
れ
た
太
虚
は
名
義
を
残
し
た
も
の
の
、
実
際
の
業
務
に
つ
い
て
は

情
況
を
把
握
す
る
に
止
ま
っ
た○114

。
太
虚
は
こ
こ
に
お
い
て
、
中
国
仏
教
界
を
代
表

す
る
中
国
仏
教
会
と
、
距
離
を
お
く
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

注①　
末
木
文
美
士
、
曹
章
祺
『
現
代
中
国
の
仏
教
』
平
河
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、

三
六
頁
。

②　

H
olm

es W
elch

,T
h

e B
u

d
d

h
ist R

evival in
 C

h
in

a,C
am

bridge,H
arvard 

U
n

iversity  P
ress,1968,p51.

③　

江
燦
騰
『
太
虚
大
師
前
傳
（
一
八
九
〇
〜
一
九
二
七
）』
新
文
豐
出
版
公
司
、
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一
九
九
三
年
、一
一
三
頁
。
陳
永
革
『
人
間
潮
音
│
太
虚
大
師
伝
』
浙
江
人
民
出
版
社
、

二
〇
〇
三
年
、
八
七
〜
八
九
頁
。
拙
稿
「
中
国
仏
教
の
近
代
化
を
探
る
│
太
虚
の
初

期
仏
教
改
革
活
動
│
」『
立
命
館
東
洋
史
学
』
第
二
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
、
七
一

〜
七
二
頁
な
ど
。

④　

游
有
維
『
上
海
近
代
仏
教
簡
史
』
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
九
六

〜
九
七
頁
。

⑤　

明

主
編
、
照
誠
校
訂
『
重
訂
圓
瑛
大
師
年
譜
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、
九

〜
一
六
頁
。

⑥　

陳
兵
、鄧
子
美
著
『
二
十
世
紀
中
国
仏
教
』
民
族
出
版
社
、二
〇
〇
〇
年
、四
七
頁
。

前
掲
、
游
有
維
『
上
海
近
代
仏
教
簡
史
』
九
七
頁
。
鄧
子
美
、
陳
衛
華
『
麾
下
一
代

新
僧
│
太
虚
大
師
伝
』
青
海
人
民
出
版
、
一
九
九
九
年
、
一
八
三
頁
な
ど
。

⑦　

釈
東
初
『
中
国
仏
教
近
代
史
』
上
、
東
初
出
版
社
、
一
九
七
四
年
、
一
七
八
〜

一
八
一
頁
。
な
お
抄
訳
に
釈
東
初
著
、
河
村
孝
照
編
『
中
国
仏
教
近
代
史
』
日
本
伝

統
文
化
研
究
所
、
一
九
九
九
年
。

⑧　

前
掲
、H

olm
es W

elch
,T

h
e B

u
d

d
h

ist R
evival in

 C
h

in
a,p.42.

⑨　

太
虚
の
世
界
仏
教
運
動
に
言
及
し
た
研
究
は
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
た
め
、
近
年
の

研
究
と
し
て
以
下
を
挙
げ
る
に
止
め
た
い
。D

on
 A

lvin
 P

ittm
an

,T
ow

a
rd

 a 

M
od

ern
 C

h
in

ese B
u

d
d

h
ism

:T
a

ixu
's R

eform
s,U

n
iversity of H

aw
aii 

P
ress,2001,p

p.105-152.

。
足
羽
與
志
子
「「
宗
教
」
の
成
立
と
民
族
│
ス
リ
ラ
ン

カ
と
中
国
の
近
代
仏
教
改
革
者
に
み
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
ゆ
く
え
│
」（
黒
田

悦
子
編
『
民
族
の
運
動
と
指
導
者
た
ち
│
歴
史
の
な
か
の
人
び
と
』
山
川
出
版
、

二
〇
〇
二
年
）。
な
お
足
羽
與
志
子
氏
に
は
、
南
洋
華
僑
と
中
国
近
代
の
仏
教
者
と
の

関
係
に
着
目
し
た
最
近
の
研
究
に
、Yosh

iko A
sh

iw
a an

d D
avid L

.w
an

k, T
h

e 

G
lobalization
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2(2),2005.7.

が
あ
る
。

⑩　

中
国
仏
教
会
が
公
刊
し
た
『
中
国
仏
教
会
公
報
』
は
、第
一
期
か
ら
第
三
期
は
『
中

国
仏
教
会
公
報
』、
第
四
期
か
ら
第
六
期
ま
で
は
『
中
国
仏
教
会
月
刊
』、
第
七
期
か

ら
は
『
中
国
仏
教
会
会
報
』
と
名
称
が
変
わ
っ
て
い
る
（
阮
仁
澤
・
高
振
農
主
編
『
上

海
宗
教
史
』
上
海
人
民
出
版
、
一
九
九
二
年
、
三
〇
五
頁
）。
だ
が
小
稿
の
本
文
中
で

は
、
便
宜
上
『
中
国
仏
教
会
公
報
』
で
統
一
す
る
。
な
お
、
小
稿
で
参
照
し
た
『
中

国
仏
教
会
公
報
』
第
一
期
、
第
二
期
（
一
九
二
九
年
七
月
、
八
月
）、『
中
国
仏
教
会

月
刊
』
第
五
・
六
期
合
刊
（
一
九
二
九
年
一
二
月
）
は
、
黄
夏
年
主
編
『
民
国
仏
教
期

刊
文
献
集
成
』
第
一
九
巻
、
第
二
〇
巻
、
全
国
図
書
館
文
献
縮
微
復
制
中
心
、

二
〇
〇
六
年
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
期
日
の
『
中
国
仏
教

会
会
報
』
は
、
筆
者
が
上
海
図
書
館
で
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑪　

以
下
、
特
に
断
り
が
な
い
場
合
は
、「
黄
健
六
居
士
致
各
方
大
徳
書
」『
仏
教
評
論
』

第
一
巻
第
三
号
、一
九
三
一
年
七
月
（
前
掲
『
民
国
仏
教
期
刊
文
献
集
成
』
第
四
六
巻
）

四
四
七
〜
四
五
一
頁
。

⑫　
「
大
会
議
事
録
」『
中
国
仏
教
会
会
報
（
一
九
三
〇
年
九
月
〜
一
九
三
一
年
三
月
合

刊
）』
一
九
三
一
年
四
月
、
二
頁
。

⑬　

釈
印
順
編
著
『
太
虚
大
師
年
譜
』
宗
教
文
化
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
一
七
五
頁
。

⑭　
「
寄
塵
法
師
復
黄
健
六
居
士
書
」『
海
潮
音
』
第
一
一
巻
第
四
期
、
一
九
三
〇
年
四

月
（
上
海
古
籍
、
二
〇
〇
三
年
）、
四
六
〇
〜
四
六
三
頁
。「
寄
塵
法
師
再
致
黄
健
六

居
士
函
」
同
、
四
六
三
頁
。

⑮　

太
虚
「
答
黄
健
六
居
士
書
」『
中
国
仏
教
会
会
報
（
一
九
三
〇
年
九
月
〜
一
九
三
一

年
三
月
合
刊
）』
一
九
三
一
年
四
月
、
一
頁
。

⑯　
「
玉
慧
観
居
士
上
太
虚
法
師
書
」
同
右
、
二
頁
。

⑰　
「
附
轉
道
和
尚
致
玉
慧
観
電
」
同
右
、
四
頁
。

⑱　

玉
慧
観
を
紹
介
し
た
も
の
に
、于
凌
波「『
釈
尊
之
歴
史
与
教
法
』作
者
玉
慧
観
」（『
中

国
近
現
代
仏
教
人
物
志
』
宗
教
文
化
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
が
、
典
拠
が

明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
参
照
す
る
に
は
注
意
が
必
要
と
な
る
。
玉
慧
観
に
関
す

る
最
近
の
研
究
は
、
黄
心
川
「
民
国
仏
教
刊
物
所
見
当
代
韓
国
仏
教
史
料
摭
議
」『
世

界
宗
教
研
究
』
総
第
一
一
〇
期
、
二
〇
〇
七
年
六
月
、
二
一
〜
三
〇
頁
。

⑲　

馮
明
政
「
玉
慧
観
先
生
略
歴
」『
海
潮
音
』
第
一
四
巻
第
九
号
、一
九
三
三
年
九
月
、

二
七
六
頁
。「
追
悼
玉
慧
観
居
士
大
会
紀
事
」
同
、
四
〇
五
〜
四
一
二
頁
。
以
下
、
玉

慧
観
の
活
動
に
つ
い
て
、
特
に
断
り
を
入
れ
な
い
場
合
は
、
当
資
料
に
よ
る
。

⑳　

太
虚
「
太
虚
自
伝　

二
〇
」（『
太
虚
大
師
全
書
』
文
叢
（
一
九
）、
善
導
寺
仏
教
流

通
処
、
一
九
九
八
年
第
四
版
、
初
版
一
九
五
六
年
）
三
〇
三
頁
。

㉑　
「
在
滬
韓
国
仏
教
徒
歓
迎
太
虚
之
盛
況
」『
海
潮
音
』
第
七
年
第
一
二
期
、

一
九
二
七
年
一
月
、
六
二
八
〜
六
二
九
頁
。

㉒　

玉
慧
観
「
西
湖
高
麗
寺
重
建
発
願
文
」
同
右
、
六
三
四
頁
。
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㉓　

玉
慧
観
「
高
麗
版
大
蔵
経
之
沿
革
」『
海
潮
音
』
第
八
年
第
六
期
、
一
九
二
七
年
七

月
、
六
一
三
〜
六
一
四
頁
。

㉔　

黄
心
川
氏
も
、「
玉
慧
観
は
、
近
代
中
韓
両
国
仏
教
の
関
係
を
結
び
促
進
さ
せ
た
、

最
も
重
要
な
人
物
の
一
人
」
と
指
摘
す
る
。
前
掲
、
黄
心
川
「
民
国
仏
教
刊
物
所
見

当
代
韓
国
仏
教
史
料
摭
議
」
二
八
頁
。

㉕　

前
掲
、「
太
虚
自
伝　

二
一
」
三
〇
三
〜
三
〇
四
頁
。

㉖　

同
右
。

㉗　
「
図
像
」『
海
潮
音
』
第
八
巻
第
七
期
、
一
九
二
七
年
八
月
、
八
頁
の
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
よ
り
。

㉘　

前
掲
、
釈
印
順
『
太
虚
大
師
年
譜
』
一
二
七
頁
。

㉙　

前
掲
、「
太
虚
自
伝　

二
一
」
三
〇
五
〜
三
〇
六
頁
。

㉚　
「
海
潮
音
月
刊
社
基
金
社
董
題
名
」『
海
潮
音
』
第
八
巻
第
九
期
、
一
九
二
七
年

一
〇
月
、
三
三
七
頁
。

㉛　

前
掲
、
鄧
子
美
『
麾
下
一
代
新
僧
│
太
虚
大
師
伝
』
二
二
八
〜
二
二
九
頁
。

32　

黄
心
川
氏
は
、
現
存
す
る
民
国
期
の
仏
教
雑
誌
な
ど
を
可
能
な
限
り
集
め
た
『
民

国
仏
教
期
刊
文
献
集
成
』
に
収
め
ら
れ
る
、
玉
慧
観
に
関
す
る
資
料
の
目
録
を
作
成

し
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
も
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
玉
慧
観
と
朝
鮮
と
の
関
わ

り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
前
掲
、
黄
心
川
「
民
国
仏
教
刊
物
所
見
当
代
韓
国
仏
教
史

料
摭
議
」
二
八
〜
三
〇
頁
。

33　
「
分
發
行
所
一
覧
表
」『
海
潮
音
』
第
八
巻
第
七
期
、一
九
二
七
年
八
月
、一
一
三
頁
。

同
『
海
潮
音
』
第
九
巻
第
七
期
、
一
九
二
八
年
八
月
、
一
一
九
頁
な
ど
。

34　

二
〇
世
紀
前
半
に
お
け
る
華
人
仏
教
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
注
目
し
て
轉
道
の
活

動
に
言
及
し
た
最
近
の
研
究
に
、
前
掲
、Y

osh
ik

o A
sh

iw
a an

d D
avid L

.

W
an

k,T
h

e G
lobalization

 of C
h

in
ese B

u
d

d
h

ism
.

。
ま
た
轉
道
を
紹
介
し
た

も
の
に
以
下
が
あ
る
。
于
凌
波
「
早
年
弘
化
南
洋
的
釈
轉
道
」（『
中
国
近
現
代
仏
教

人
物
志
』
宗
教
文
化
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
四
六
〜
四
八
頁
。
同
「
新
加
坡
普
覚

寺
開
山
轉
道
和
尚
」（『
中
国
仏
教
海
外
弘
法
人
物
誌
』
慧
炬
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）

二
四
〜
二
八
頁
。
廈
門
市
仏
教
協
会
編
『
廈
門
仏
教
誌
』
廈
門
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
六
年
、
二
七
六
〜
二
七
七
頁
な
ど
。

35　

太
虚
「
泉
州
開
元
寺
轉
道
上
人
伝
」『
海
潮
音
』
第
七
巻
第
四
期
、
一
九
二
六
年
五

月
、
五
六
七
〜
五
六
八
頁
。
寂
美
「
轉
道
法
師
略
伝
」『
海
潮
音
』
第
一
一
・
一
二
期

合
刊
、
一
九
三
〇
年
一
二
月
、
五
四
〇
〜
五
四
二
頁
。
前
掲
、
釈
東
初
『
中
国
仏
教

近
代
史
』
下
、
八
〇
一
〜
八
〇
三
頁
。

36　

前
掲
、
明

『
重
訂
圓
瑛
大
師
年
譜
』
九
頁
。

37　

前
掲
、
廈
門
市
仏
教
協
会
『
廈
門
仏
教
誌
』
二
七
六
頁
。

38　

H
olm

es W
elch

,T
h

e P
ra

ctice of C
h

in
ese B

u
d

d
h

ism
 1900-1950, 

C
am
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arvard U

n
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ress,1967,p241.

39　

福
建
省
南
部
出
身
の
、
閩
南
人
と
も
呼
ば
れ
る
福
建
人
は
、
一
八
一
九
年
の
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
開
港
以
来
、
現
代
に
至
る
ま
で
、
最
大
の
華
人
方
言
集
団
の
地
位
を
保
っ

て
き
た
。
山
下
清
海
『
東
南
ア
ジ
ア
華
人
社
会
と
中
国
僑
郷
│
華
人
・
チ
ャ
イ
ナ
タ

ウ
ン
の
人
文
地
理
学
的
考
察
│
』
古
今
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
三
六
頁
、
一
四
二
〜

一
四
三
頁
。

40　

前
掲
、
廈
門
市
仏
教
協
会
『
廈
門
仏
教
誌
』
二
二
五
頁
。

41　

天
福
宮
と
は
、
媽
祖
を
主
神
と
す
る
廟
で
あ
る
が
、
仏
教
と
道
教
と
が
混
在
し
て

お
り
、俗
に
「
福
建
寺
院
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
日
比
野
丈
夫
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・

マ
ラ
ヤ
に
お
け
る
華
人
の
発
展
」（
酒
井
忠
夫
編
『
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
文
化
と
文
化

摩
擦
』
巌
南
堂
書
店
、
一
九
八
四
年
）
七
四
〜
七
五
頁
。
福
井
文
雅
「
マ
レ
ー
シ
ア
・

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
地
域
の
仏
教
」
同
、
三
五
六
頁
。

42　

前
掲
、
廈
門
市
仏
教
協
会
『
廈
門
仏
教
誌
』
二
二
五
頁
。

43　

前
掲
、
于
凌
波
「
早
年
弘
化
南
洋
的
釈
轉
道
」
四
七
頁
。

44　

前
掲
、
同
「
新
加
坡
普
覚
寺
開
山
轉
道
和
尚
」
二
七
頁
。

45　

鎌
田
茂
雄
「
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
儀
礼(

１)

」『
大
法
輪
』
第
四
七
巻
第
三
号
、

一
九
八
〇
年
三
月
、
二
八
頁
。

46　
「
星
洲
普
覚
講
経
会
啓
」『
海
潮
音
』
第
四
年
第
一
期
、
一
九
二
三
年
三
月
、

一
一
一
〜
一
一
二
頁
。

47　
「
歓
迎
仏
学
大
家
之
籌
備
忙
」『
海
潮
音
』
第
七
年
第
六
期
、
一
九
二
六
年
七
月
、

七
八
七
頁
。

48　
「
福
建
圓
瑛
続
講
金
剛
経
」『
海
潮
音
』
第
七
年
第
三
期
、
一
九
二
六
年
五
月
、

三
九
五
〜
三
九
六
頁
。

49　
「
開
元
寺
慈
児
院
縁
起
文
」『
海
潮
音
』
第
六
年
第
六
期
、
一
九
二
五
年
七
月
、

六
八
四
〜
六
八
七
頁
。

50　

例
え
ば
、
前
掲
、
太
虚
「
泉
州
開
元
寺
轉
道
上
人
伝
」
五
六
七
〜
五
六
八
頁
な
ど
。
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51　

圓
瑛
「
補
祝
轉
道
和
尚
五
十
耆
婆
天
」『
海
潮
音
』
第
四
年
第
三
期
、
一
九
二
三
年

三
月
、
三
六
七
頁
。

52　
「
本
会
総
辦
事
処
職
員
一
覧
表
」『
中
国
仏
教
会
公
報
』
第
一
期
、
一
九
二
九
年
七

月
（
前
掲
『
民
国
仏
教
期
刊
文
献
集
成
』
第
一
九
巻
）
四
九
五
頁
。

53　
「
本
会
通
令
各
省
市
仏
教
会
迅
速
確
定
徴
収
経
費
辦
法
文
」『
中
国
仏
教
会
公
報
』

第
二
期
、
一
九
二
九
年
八
月
（
前
掲
『
民
国
仏
教
期
刊
文
献
集
成
』
第
一
九
巻
）

五
五
三
〜
五
五
四
頁
。

54　
「
致
轉
道
和
尚
挽
留
辞
財
委
員
職
函
」
同
右
、
五
六
三
頁
。

55　
「
新
加
坡
天
福
宮
轉
道
和
尚
辞
財
務
委
員
」
同
右
、
五
六
七
頁
。

56　
「
新
加
坡
轉
道
和
尚
允
就
財
務
監
察
両
委
職
函
」『
中
国
仏
教
会
月
刊
』
第
五
・
六
期

合
刊
（
前
掲
『
民
国
仏
教
期
刊
文
献
集
成
』
第
二
〇
巻
）
一
四
三
頁
。

57　
『
海
潮
音
』
第
一
巻
第
八
期
、
発
行
日
不
詳
、
二
一
五
頁
。
一
九
二
〇
年
一
〇
月
初

旬
か
？

58　

航
舟
「
調
査
隊　

南
洋
」『
海
潮
音
』
第
二
年
第
五
期
、
一
九
二
一
年
五
月
、

六
四
一
頁
。

59　
「
南
洋
来
函
」『
海
潮
音
』
第
二
年
八
期
、
一
九
二
一
年
八
月
、
一
九
一
頁
。

60　
「
南
洋
星
洲
記
事
二
則
」『
海
潮
音
』
第
三
年
第
一
期
、
一
九
二
二
年
二
月
、
六
六

〜
六
七
頁
。

61　
「
南
洋
星
州
覚
覚
精
舎
簡
章
」『
海
潮
音
』
第
三
年
第
四
期
、
一
九
二
二
年
五
月
、

四
八
七
頁
。

62　
「
南
洋
星
洲
記
事
二
則
」『
海
潮
音
』
第
三
年
第
一
期
、
一
九
二
二
年
二
月
、
六
六

〜
六
七
頁
。

63　

鄭
雨
生
「
致
太
虚
法
師
書
」『
海
潮
音
』
第
五
年
第
四
期
、
一
九
二
四
年
五
月
、

四
二
九
〜
四
三
一
頁
。

64　
「
事
紀
」『
海
潮
音
』
第
六
年
第
六
期
、
一
九
二
五
年
七
月
、
六
七
二
〜
六
七
六
頁
。

「
分
発
行
所
」
同
、
七
四
三
頁
。

65　

前
掲
、
釈
印
順
『
太
虚
大
師
年
譜
』
一
二
一
頁
。

66　
「
閩
南
仏
化
新
青
年
会
上
太
虚
法
師
書
」『
海
潮
音
』
第
六
年
第
三
期
、
一
九
二
五

年
四
月
、
三
五
一
〜
三
五
二
頁
。

67　
「
閩
南
仏
化
新
青
年
会
近
況
」『
海
潮
音
』
第
七
年
第
五
期
、
一
九
二
六
年
六
月
、

六
三
九
頁
。

68　

前
掲
、「
太
虚
自
伝　

二
〇
」
二
九
八
頁
。

69　
「
星
洲
講
経
会
消
息
」『
海
潮
音
』
第
七
年
第
七
期
、
一
九
二
六
年
八
月
、
七
七
頁
。

70　

前
掲
、
明

『
重
訂
圓
瑛
大
師
年
譜
』
六
一
〜
六
二
頁
。

71　
「
仏
法
南
来
矣
」『
海
潮
音
』
第
七
年
第
六
期
、
一
九
二
六
年
七
月
、
七
八
八
頁
。

72　
「
星
洲
講
経
会
消
息
」
同
右
、
七
九
一
頁
。

73　
「
分
発
行
所
」『
海
潮
音
』
第
七
年
第
七
期
、
一
九
二
六
年
八
月
、
一
一
七
頁
。

74　

前
掲
、「
太
虚
自
伝　

二
〇
」
二
九
八
頁
。

75　

前
掲
、
釈
印
順
『
太
虚
大
師
年
譜
』
一
二
二
頁
。

76　

前
掲
、「
太
虚
自
伝　

二
〇
」
二
九
八
頁
。

77　

同
右
。

78　
「
追
記
星
洲
双
林
寺
歓
迎
太
虚
法
師
之
状
況
」『
海
潮
音
』
第
七
年
第
一
〇
期
、

一
九
二
六
年
一
一
月
、
四
一
〇
頁
。

79　
「
星
洲
皈
依
法
師
之
士
女
」
同
右
、
四
二
一
〜
四
二
三
頁
。

80　
「
毎
晨
讀
誦
文
」
同
右
、
四
二
三
頁
。

81　

前
掲
、
釈
印
順
『
太
虚
大
師
年
譜
』
一
二
三
〜
一
二
四
頁
。

82　

太
虚
「
寰
游
記
」『
太
虚
大
師
全
書
』
文
叢
（
一
九
）、
三
六
三
〜
三
六
四
頁
。

83　

前
掲
、
釈
印
順
『
太
虚
大
師
年
譜
』
八
六
頁
。

84　

水
野
梅
暁
『
支
那
仏
教
の
現
状
に
就
て
』
支
那
時
報
社
、
一
九
二
六
年
、
八
九
〜

九
〇
頁
。

85　

前
掲
、「
太
虚
自
伝　

一
七
」
二
七
四
〜
二
七
五
頁
。

86　

太
虚
「
我
的
仏
教
改
進
運
動
略
史
」『
太
虚
大
師
全
書
』
文
叢
（
一
九
）、
八
九
頁
。

87　

前
掲
、
水
野
梅
暁
『
支
那
仏
教
の
現
状
に
就
て
』
八
九
〜
九
〇
頁
。

88　

前
掲
、
太
虚
「
我
的
仏
教
改
進
運
動
略
史
」
八
九
頁
。

89　
「
世
界
仏
教
連
合
会
者
之
通
信
」『
海
潮
音
』
第
四
年
第
八
期
、
一
九
二
三
年
九
月
、

一
七
七
頁
。

90　

前
掲
、
水
野
梅
暁
『
支
那
仏
教
の
現
状
に
就
て
』
八
九
〜
九
五
頁
。

91　
「
世
界
仏
教
大
会
」
で
は
な
く
「
東
亜
仏
教
大
会
」
と
さ
れ
た
の
は
、
関
東
大
震
災

直
後
の
東
京
に
お
い
て
世
界
仏
教
大
会
を
開
催
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
日
中
を
中

心
と
す
る
東
亜
仏
教
大
会
を
開
き
、
両
国
仏
教
徒
の
提
携
を
試
み
る
べ
き
だ
、
と
い

う
日
本
側
の
意
見
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
（
峯
玄
光
編
纂
『
東
亜
仏
教
大
会
記
要
』
仏

教
連
合
会
、
一
九
二
六
年
、
二
頁
）。
な
お
東
亜
仏
教
大
会
に
関
し
て
、
主
に
日
本
側
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の
史
料
を
用
い
な
が
ら
言
及
し
た
近
年
の
研
究
に
、
辻
村
志
の
ぶ
「
関
東
大
震
災
と

仏
教
者
―
日
中
関
係
を
軸
と
し
て
―
」『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第

九
三
輯
、
二
〇
〇
四
年
三
月
が
あ
る
。

92　
「
時
事
」『
海
潮
音
』
第
六
年
第
一
二
期
、一
九
二
六
年
二
月
、七
〇
七
〜
七
一
三
頁
。

93　
「
千
五
百
名
の
参
集
を
得
て
東
亜
仏
教
大
会
開
か
る
」『
中
外
日
報
』
一
九
二
五
年

一
一
月
三
日
。

94　
「
日
本
仏
教
団
体
来
華
視
察
紀
実
」『
海
潮
音
』
第
七
年
第
一
二
期
、
一
九
二
七
年

一
月
、
六
一
一
〜
六
一
五
頁
。

95　
「（
四
）
日
本
仏
教
視
察
団
謝
函
」『
海
潮
音
』
第
八
年
第
一
期
、一
九
二
七
年
二
月
、

一
二
八
頁
。

96　

前
掲
、
太
虚
「
我
的
仏
教
改
進
運
動
略
史
」
八
九
〜
九
〇
頁
。

97　

前
掲
、H

olm
es W

elch
,T

h
e B

u
d

d
h

ist R
evival in

 C
h

in
a,p57.

98　
「
中
華
仏
教
連
合
会
啓
事
」『
海
潮
音
』
第
六
年
巻
第
七
期
、
一
九
二
五
年
九
月
、

三
七
〜
三
八
頁
。

99　
「
北
京
仏
化
彙
聞
中
華
仏
教
連
合
会
之
進
行
」『
海
潮
音
』
第
六
年
第
三
期
、

一
九
二
五
年
四
月
、
三
二
三
頁
（
な
お
発
行
日
は
四
月
と
な
っ
て
い
る
が
、
次
号
も

四
月
で
あ
る
等
か
ら
、
三
月
の
誤
り
か
？
）。「
組
織
中
華
仏
教
連
合
会
之
縁
起
」『
海

潮
音
』
第
六
年
第
四
期
、
一
九
二
五
年
四
月
、
四
二
三
頁
。

○100 　
「
中
華
仏
教
連
合
会
宣
言
」『
海
潮
音
』
第
五
年
第
一
〇
期
、
一
九
二
四
年
一
一
月
、

三
八
〇
頁
。

○101 　
「
中
華
仏
教
連
合
会
消
息
一
束
」『
海
潮
音
』
第
六
年
第
一
期
、
一
九
二
五
年
二
月
、

六
七
〜
六
八
頁
。

○102 　
「
四
、
世
界
仏
教
連
合
会
人
員
題
名
録
」『
海
潮
音
』
第
六
年
第
九
期
、
一
九
二
五

年
一
一
月
、
三
四
八
頁
。

○103 　

前
掲
、
江
燦
騰
『
太
虚
大
師
前
傳
』
一
九
四
〜
一
九
五
頁
。

○104 　

前
掲
、
拙
稿
「
中
国
仏
教
の
近
代
化
を
探
る
」
七
二
〜
七
四
頁
。

○105 　
「
世
界
仏
教
連
合
会
通
告
全
世
界
仏
教
徒
書
」『
海
潮
音
』
第
六
年
第
九
期
、

一
九
二
五
年
一
一
月
、三
四
五
頁
。「
仏
教
連
合
会
上
海
辦
公
處
呈
請
保
護
」『
海
潮
音
』

第
七
年
第
七
期
、
一
九
二
六
年
八
月
、
八
六
頁
。

○106 　

前
掲
、
拙
稿
「
中
国
仏
教
の
近
代
化
を
探
る
」
四
九
〜
九
二
頁
。

○107 　

前
掲
、
陳
永
革
『
人
間
潮
音
│
太
虚
大
師
伝
』
八
七
〜
八
九
頁
。

○108 　

前
掲
、「
太
虚
自
伝　

二
〇
」
二
九
八
頁
。
前
掲
、
太
虚
「
我
的
仏
教
改
進
運
動
略

史
」
九
八
頁
。

○109 　
「
南
洋
仏
教
連
合
会
宣
言
及
建
設
大
綱
」『
海
潮
音
』
第
七
年
第
一
〇
期
、

一
九
二
六
年
一
一
月
、
四
一
七
頁
。

○110 　
「
南
洋
仏
教
連
合
会
将
出
現
矣
」
同
右
、
四
一
五
頁
。

○111 　
「
南
洋
仏
教
連
合
会
宣
言
及
大
綱
」
同
右
、
四
一
七
〜
四
二
〇
頁
。

○112 　

前
掲
、
太
虚
「
寰
游
記
」
三
六
〇
頁
。

○113 　

前
掲
、H

olm
es W

elch
,T

h
e B

u
d

d
h

ist R
evival in

 C
h

in
a,p51.

○114 　

前
掲
、
釈
東
初
『
中
国
仏
教
近
代
史
』
上
、
一
七
九
頁
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
・
興
隆
学
林
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
）


