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1
　
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
復
興
運
動
と
日
本
人

　
本
稿
は
︑
一
八
九
一
年
に
大
菩
提
協
会
（M
aha-B

odhi Society
）
を
創
設
し
︑

世
界
的
な
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
復
興
運
動
を
組
織
し
た
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
運
動
家

ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
（A

nagarika D
harm

apala 

一
八
六
四
︱

一
九
三
三
年
）
と
︑
そ
の
運
動
を
支
援
し
︑
ま
た
様
々
な
形
で
運
動
に
関
与
し

て
ゆ
く
当
時
の
日
本
人
と
の
関
わ
り
を
検
証
し
て
い
る（

1
）

︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
と

り
わ
け
一
九
〇
二
年
に
イ
ン
ド
を
訪
問
し
た
岡
倉
天
心
が
︑
そ
の
九
个
月
に
渡

る
滞
在
中
に
関
わ
り
を
深
め
て
ゆ
く
当
時
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
の
背
景
を
︑
浮

き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
一
八
九
一
年
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
開
始
さ
れ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
仏
跡
復
興
運

動
は
︑
そ
れ
と
厳
し
く
対
立
し
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
シ
ヴ
ァ
派
の
僧
院
長
で
あ
る

マ
ハ
ン
ト
や
︑
宗
教
的
争
点
に
は
中
立
の
立
場
を
標
榜
し
な
が
ら
も
︑
現
地
の

紛
争
に
は
政
治
的
対
応
を
迫
ら
れ
て
ゆ
く
英
領
イ
ン
ド
政
府
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
問
題
へ
の
介
入
か
ら
︑
三
つ
巴
の
関
係
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
が
仏
跡
復
興
に
取
り
組
ん
だ
一
八
九
一
年
か
ら
︑
天
心
が
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
を
訪
れ
た
一
九
〇
二
年
ま
で
の
約
十
二
年
間
の
大
菩
提
協
会
の
活
動
を
整
理

す
る
こ
と
で
︑
岡
倉
天
心
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
問
し
た
一
九
〇
二
年
の
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
の
状
況
を
検
証
し
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
の
行
き
詰
ま
り
を
打
破
す
る

試
み
と
し
て
の
︑
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
て
い
る
︒

　
具
体
的
に
は
︑
本
稿
で
は
︑
一
八
九
一
年
か
ら
一
九
〇
二
年
ま
で
の
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
に
お
け
る
仏
跡
復
興
運
動
を
︑
次
の
三
つ
の
時
代
に
分
け
て
整
理
す
る
︒

　
す
な
わ
ち
︑
①
一
八
九
一
年
に
始
ま
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
大
菩
提
協
会
に
よ

る
聖
地
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
地
所
の
買
い
取
り
運
動
と
英
領
政
府
首
脳
部
の
ダ
ル

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
と
日
本
人

―
―
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
僧
院
長
の
マ
ハ
ン
ト
と
英
領
イ
ン
ド
政
府
の
宗
教
政
策
を
背
景
と
し
た
―
―

外
川
昌
彦
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マ
パ
ー
ラ
に
対
す
る
認
識
︑
②
日
本
か
ら
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
に
寄
進
さ
れ
た
仏

像
を
め
ぐ
る
︑
一
八
九
五
年
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
大
塔
内
陣
へ
の
仏
像
の

安
置
と
マ
ハ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
撤
去
を
め
ぐ
る
係
争
問
題
︑
及
び
︑
翌

一
八
九
六
年
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
へ
の
仏
像
の
安
置
を
め
ぐ
る
英
領
政

府
と
大
菩
提
協
会
の
対
応
の
問
題
︑
③
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
と
仏
像

の
安
置
先
の
問
題
を
め
ぐ
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
︑
マ
ハ
ン
ト
︑
英
領
政
府
の
三
つ

巴
の
関
係
と
︑
そ
の
中
で
日
本
人
の
た
め
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
計
画
し

た
︑
一
九
〇
二
年
の
岡
倉
天
心
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
訪
問
と
マ
ハ
ン
ト
か
ら
の

土
地
取
得
の
交
渉
の
経
緯
で
あ
る（

2
）

︒
は
じ
め
に
︑
こ
の
よ
う
な
課
題
が
設
定
さ

れ
る
︑
本
稿
の
ね
ら
い
を
整
理
し
た
い
︒

　
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
復
興
運
動
家
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑

一
八
九
一
年
一
月
に
ブ
ッ
ダ
成
道
の
地
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ
︑
そ
の
荒
廃
し
た

状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
の
啓
示
的
な
使
命
を
得
る
︒
そ

の
年
の
五
月
に
大
菩
提
協
会
を
創
設
す
る
と
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
を
旗
印
に
掲

げ
た
世
界
的
な
仏
教
運
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
織
す
る
︒

　
セ
イ
ロ
ン
の
富
裕
な
シ
ン
ハ
ラ
商
人
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑

神
智
学
協
会
を
創
設
し
た
オ
ル
コ
ッ
ト
大
佐
や
ブ
ラ
ヴ
ァ
ツ
キ
ー
夫
人
と
の
出

会
い
を
通
し
て
神
智
学
運
動
に
傾
倒
し
︑
や
が
て
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し

て
欧
米
や
ア
ジ
ア
諸
国
を
歴
訪
︑
国
際
的
な
仏
教
復
興
運
動
を
展
開
す
る
︒
大

菩
提
協
会
を
創
設
す
る
と
︑
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
で
は
︑
世

界
の
四
億
七
千
五
百
万
人
の
人
々
が
信
奉
す
る
仏
教
の
偉
大
さ
と
そ
の
連
帯
を

訴
え
て
ゆ
く（

3
）

︒

　
と
り
わ
け
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
︑
生
涯
を
通
じ
て
取
り
組
ん
だ
の
は
︑
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
の
大
菩
提
寺
院
（M

aha-B
odhi tem

ple

）
や
そ
の
周
辺
の
地
所
を
買
い
取
り
︑

そ
の
地
を
仏
教
徒
の
手
に
取
り
戻
し
︑
世
界
の
仏
教
徒
を
結
び
つ
け
る
セ
ン

タ
ー
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
世
界
の
仏
教
関
係
者
を
読
者
に
持
っ
た
大
菩
提

協
会
の
機
関
誌
が
︑「
大
菩
提
と
統
一
さ
れ
た
仏
教
徒
の
世
界
」（T

he M
aha-

B
odhi and the U

nited B
uddhist W

orld

）
と
銘
打
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
そ
の
こ
と

を
良
く
表
し
て
い
る（

4
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
悲
願
で
あ
っ
た
こ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
復
興
運

動
に
は
︑
当
初
か
ら
日
本
人
僧
侶
・
釈
興
然
（G

unaratna

）
が
同
行
し
て
い
た

よ
う
に
︑
日
本
人
や
日
本
の
仏
教
界
と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
︒
後
に
詳
し
く

見
る
よ
う
に
︑
寺
院
領
の
買
い
取
り
や
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
奉
納
さ
れ
た
阿
弥
陀
如

来
仏
像
な
ど
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
そ
の
活
動
の
様
々
な
局
面
で
︑
日
本
の
仏
教

界
に
支
援
を
呼
び
か
け
︑
そ
の
助
力
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
︒

　
し
か
し
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
呼
び
か
け
で
日
本
の
仏
教
界
に
高
ま
っ
た
仏
跡

復
興
へ
の
機
運
は
︑
程
な
く
し
て
冷
め
て
ゆ
き
︑
ま
た
イ
ン
ド
の
事
情
に
は
不

案
内
で
あ
っ
た
当
時
の
日
本
人
は
︑
一
向
に
成
果
の
上
が
ら
な
い
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

の
状
況
に
︑
不
信
の
念
も
募
ら
せ
て
ゆ
く（

5
）

︒ 

生
涯
に
四
度
も
日
本
を
訪
れ
︑

日
本
か
ら
様
々
な
支
援
を
得
て
い
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
は
︑
し
か
し
そ
の

後
︑
十
年
以
上
を
経
過
し
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
買
い
取
り
も
境
内
で
の
僧

院
の
建
設
も
出
来
ず
︑
肝
心
の
仏
跡
復
興
運
動
で
は
捗
々
し
い
成
果
を
上
げ
る
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こ
と
な
く
︑
手
詰
ま
り
の
状
況
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
一
九
〇
二
年
に
︑
東
洋
美
術
の
探
索
を
目
的
と
し
て
イ
ン
ド
を
訪
問
し
た
岡

倉
天
心
が
目
に
し
た
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
お
け
る
復
興
運
動
の

窮
状
で
あ
っ
た
︒
寺
院
周
辺
の
整
備
も
思
う
よ
う
に
進
ま
な
い
当
時
の
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
の
状
況
を
見
た
天
心
は
︑
図
ら
ず
も
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
の
一
端
に
関

わ
り
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
と
の
興
味
深
い
接
点
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　
天
心
の
一
九
〇
二
年
の
イ
ン
ド
訪
問
に
つ
い
て
は
︑
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
︑
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
・
エ
ロ
ー
ラ
の
仏
教
美
術
の
探
訪
な
ど
︑
こ
れ
ま
で
主

に
美
術
史
的
な
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
に
つ
い
て
の
検

証
は
限
ら
れ
て
い
た（

6
）

︒
他
方
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
日
本
人
と
の
交
流
も
︑
こ
れ

ま
で
釈
興
然
や
田
中
智
学
ら
の
仏
教
者
と
の
交
流
は
注
目
さ
れ
て
き
た
が
︑
ダ

ル
マ
パ
ー
ラ
の
仏
跡
復
興
運
動
の
文
脈
に
お
け
る
天
心
と
の
接
点
に
つ
い
て
は
︑

そ
の
検
証
は
限
ら
れ
て
い
た（

7
）

︒
実
際
︑
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
を
跡
付

け
る
史
料
は
限
ら
れ
て
お
り
︑
帰
国
後
の
天
心
も
自
ら
そ
の
問
題
に
触
れ
る
こ

と
は
無
か
っ
た
の
で
︑
そ
の
歴
史
的
評
価
は
限
定
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ

う（
8
）

︒
　
し
か
し
︑
イ
ン
ド
滞
在
中
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
に
居
を
落
ち
着
け
た
天
心
が
最
初

の
訪
問
先
に
選
ん
だ
の
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
あ
り
︑
そ
の
後
も
天
心
は
繰
り
返
し

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
問
す
る
︒
九
か
月
の
イ
ン
ド
滞
在
で
三
度
も
訪
れ
た
場
所
は

他
に
は
な
く
︑
し
か
も
︑
一
度
目
と
二
度
目
は
一
週
間
に
及
ぶ
滞
在
と
な
っ
て

い
た
︒
そ
れ
は
︑
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
︑
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
物
語
る
も

の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
実
際
︑
当
時
の
カ
ル
カ
ッ
タ
側
の
様
々
な
史
料
を
繫
ぎ

合
わ
せ
︑
天
心
が
ベ
ン
ガ
ル
知
識
人
と
の
交
流
を
深
め
て
ゆ
く
足
取
り
を
た
ど

る
と
︑
当
時
の
イ
ン
ド
の
仏
教
復
興
運
動
に
天
心
が
関
わ
っ
て
ゆ
く
経
緯
を
︑

そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
天
心
が
カ
ル
カ
ッ
タ
滞
在
中
に
居
候
を
し
て
い
た
タ
ゴ
ー
ル
家

は
︑
家
長
の
モ
ホ
リ
シ
・
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
や
詩
人
の
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・

タ
ゴ
ー
ル
な
ど
︑
近
代
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
改
革
運
動
で
あ
る
ブ
ラ
ン
モ
・
シ
ョ

マ
ジ
（
ブ
ラ
フ
マ
・
サ
マ
ー
ジ
）
の
活
動
を
中
心
と
し
た
改
革
派
の
知
識
人
が

多
か
っ
た
︒
他
方
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
の
大
菩
提
協
会
の
活
動
を
支
援
し
て
い
た
ベ

ン
ガ
ル
知
識
人
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
居
候
を
し
た
ニ
ル
・
コ
モ
ル
・
ム
カ
ル

ジ
（N

eel K
am

al M
ukherjee

）
や
︑
河
口
慧
海
と
の
交
流
で
知
ら
れ
る
チ
ベ
ッ

ト
学
者
の
シ
ョ
ロ
ッ
ト
・
チ
ョ
ン
ド
ロ
・
ダ
ス
（Sarat C

handra D
as

）︑
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
ノ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
シ
ェ
ン
（N

orendronath Sen

）
な
ど
の
︑
神

智
学
系
の
関
係
者
が
多
か
っ
た
︒

　
こ
の
う
ち
︑
ニ
ル
・
コ
モ
ル
・
ム
カ
ル
ジ
は
詩
人
ラ
ビ
ン
ド
ロ
ラ
ナ
ー
ト
の

従
妹
と
姻
戚
関
係
に
あ
り
︑
そ
れ
を
通
し
て
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
モ
ホ
リ
シ
・

デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
や
長
兄
の
ゴ
ゴ
ネ
ン
ド
ロ
ナ
ト
を
訪
れ
る
な
ど
︑
相
互
に
行

き
来
が
あ
っ
た（

9
）

︒
ま
た
︑
ノ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
シ
ェ
ン
は
︑
イ
ン
ド
人
の
手
に

よ
る
英
語
新
聞
で
あ
る
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
の
編
集
者
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
は
︑
タ
ゴ
ー
ル
家
の

家
長
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
が
出
資
し
︑
ブ
ラ
ン
モ
・
シ
ョ
マ
ジ
の
ケ
シ
ョ
ブ
チ
ョ
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ン
ド
ロ
・
シ
ェ
ン
ら
に
よ
っ
て
一
八
六
一
年
に
創
刊
さ
れ
て
い
る（

10
）

︒
興
味
深
い

こ
と
に
︑
岡
倉
天
心
が
呼
び
か
け
て
︑
京
都
で
の
開
催
が
計
画
さ
れ
て
い
た
東

洋
宗
教
会
議
の
イ
ン
ド
で
の
問
い
合
わ
せ
先
は
︑
神
智
学
協
会
の
カ
ル
カ
ッ
タ

事
務
所
で
あ
り
︑
大
菩
提
協
会
の
当
初
の
連
絡
先
と
も
な
っ
て
い
た
︑
カ
ル

カ
ッ
タ
の
住
所
が
用
い
ら
れ
て
い
た（

11
）

︒

　
こ
れ
ら
の
こ
と
は
︑
天
心
の
イ
ン
ド
で
の
活
動
に
ノ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
シ
ェ

ン
が
関
わ
っ
て
お
り
︑
そ
の
ノ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
を
通
し
て
大
菩
提
協
会
も
ま
た
︑

天
心
の
活
動
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
実
際
︑
天
心
が
そ
の
開

催
を
呼
び
か
け
て
︑
内
外
で
大
き
な
反
響
を
集
め
た
東
洋
宗
教
会
議
に
つ
い
て

は
︑
イ
ン
ド
で
は
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
が
最
も
早
く
︑
一
九
〇
二

年
六
月
二
十
五
日
に
︑「
般
若
波
羅
蜜
多
会
」（Prajna Param

ita C
onference

）
の

名
前
で
そ
の
報
道
を
行
っ
て
い
る（

12
）

︒
そ
し
て
︑
大
菩
提
協
会
も
ま
た
︑

一
九
〇
二
年
七
月
号
の
機
関
誌
に
︑
東
洋
宗
教
会
議
の
開
催
を
歓
迎
す
る
記
事

を
掲
載
す
る（

13
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
天
心
が
イ
ン
ド
に
滞
在
し
て
い
た
一
九
〇
二
年
に
︑
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
は
︑
四
月
三
十
日
か
ら
七
月
初
め
に
か
け
て
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
︒

欧
米
訪
問
の
途
次
に
日
本
に
立
ち
寄
る
と
︑
そ
の
後
︑
ア
メ
リ
カ
に
二
年
間
滞

在
し
︑
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
経
由
し
て
イ
ン
ド
に
戻
る
の
で
︑
天
心
の
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
に
つ
い
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
そ
の
経
緯
を
知
る
の
は
後
の

こ
と
で
あ
っ
た（

14
）

︒

　
そ
の
岡
倉
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
訪
問
に
つ
い
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
言

及
し
た
数
少
な
い
記
事
の
ひ
と
つ
が
︑
以
下
の
も
の
で
あ
る（

15
）

︒

日
本
人
の
た
め
の
仏
教
の
セ
ン
タ
ー
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
作
る
た
め
に
︑
岡

倉
と
い
う
名
前
の
日
本
人
が
ベ
ン
ガ
ル
人
の
仲
間
と
共
に
︑
一
九
〇
三
年

に
イ
ン
ド
を
訪
れ
た
︒
︙
︙
彼
ら
は
︑
ネ
オ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
ス
ク
ー

ル
に
属
す
る
ベ
ン
ガ
ル
人
の
助
け
を
得
て
︑
日
本
の
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
と
同
じ
も
の
で
あ
り
︑
彼
ら
は
セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
徒
と
は
何
の
関
係
も

な
い
と
述
べ
る
と
︑
マ
ハ
ン
ト
と
の
交
渉
を
開
始
し
た
︒
そ
し
て
︑
マ
ハ

ン
ト
に
対
し
て
︑
日
本
人
の
寺
院
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
建
設
す
る
た
め
の
土

地
の
提
供
を
求
め
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
こ
で
天
心
の
訪
問
が
一
九
〇
三
年
と
あ
る
の
は
︑
正
し
く
は
一
九
〇
二
年

で
あ
る
が
︑「
ネ
オ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
ベ
ン
ガ
ル
人
」
と
は
︑
天
心
を
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
に
案
内
し
た
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
教
団
の
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
を
指
し
て
い
る
︒
こ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
記
事
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
助
力
を
得
る
こ
と
で
︑
天
心
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
院
の
地

権
者
で
あ
る
マ
ハ
ン
ト
に
︑
日
本
人
の
巡
礼
者
の
た
め
に
土
地
の
提
供
を
求
め

た
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒

　
天
心
の
交
渉
相
手
と
し
て
登
場
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
シ
ヴ
ァ
派
の
僧
院
長
マ

ハ
ン
ト
は
︑
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
の
復
興
運
動
で
は
︑
当
初
か
ら
そ
の
運
動
に
立
ち
ふ
さ
が
り
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
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ラ
へ
の
土
地
の
提
供
を
拒
み
続
け
て
き
た
︑
仇
敵
と
も
言
え
る
存
在
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
こ
の
記
事
で
は
︑
日
本
か
ら
突
然
に
来
訪
し
た
天
心
が
︑
そ
の
マ
ハ

ン
ト
と
の
土
地
取
得
の
交
渉
を
進
め
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
︒
そ
の
経
緯

を
聞
か
さ
れ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
方
が
︑
や
や
心
外
な
様
子
で
︑
そ
の
経
緯
を

記
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
︒

　
特
に
興
味
深
い
の
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
︑
天
心
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン

ダ
と
の
関
係
を
︑「
日
本
の
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
同
じ
も
の
で
あ
り
︑
彼

ら
は
セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
徒
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
述
べ
る
と
︑
マ
ハ
ン
ト
と

の
交
渉
を
開
始
し
た
」
と
︑
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
長
年
に
わ
た
り
世
界
の
仏
教
徒
に
団
結
を
訴
え
て
︑

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
世
界
の
仏
教
徒
の
セ
ン
タ
ー
に
す
る
こ
と
呼
び
か
け
て
い
た
︒

そ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
と
っ
て
マ
ハ
ン
ト
は
︑
そ
れ
を
妨
害
す
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

寺
院
の
地
権
者
で
あ
り
︑
同
時
に
ビ
ハ
ー
ル
地
方
で
は
領
民
か
ら
絶
大
な
支
持

を
集
め
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
団
の
僧
院
長
で
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
記
事
で

天
心
は
︑
日
本
の
仏
教
は
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
同
じ
も
の
で
あ
り
︑
ダ

ル
マ
パ
ー
ラ
が
属
す
る
セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
界
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
述
べ
る

と
︑
そ
の
マ
ハ
ン
ト
と
交
渉
を
開
始
し
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
に
と
っ
て
は
︑
そ
の
知
ら
せ
は
︑
ま
さ
に
寝
耳
に
水
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
時
に
天
心
は
︑
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
︑
マ
ハ
ン
ト
と
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で

の
土
地
取
得
に
つ
い
て
交
渉
を
行
い
︑
ま
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で

の
活
動
に
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
マ
ハ
ン
ト
と
の
交
渉
に
つ
い
て
︑
い
ち
早
く
イ
ン

ド
で
そ
の
情
報
を
記
事
に
し
た
の
は
︑
や
は
り
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』

紙
で
あ
っ
た
︒
一
九
〇
五
年
七
月
十
六
日
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ

る（
16
）

︒
私
た
ち
の
情
報
源
に
よ
れ
ば
︑
マ
ハ
ン
ト
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
土
地
の
売
却

に
つ
い
て
︑
あ
る
日
本
人
紳
士
と
交
渉
を
行
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
計
画
を

察
知
し
た
政
府
は
︑
政
治
的
な
理
由
か
ら
︑
マ
ハ
ン
ト
の
提
案
を
却
下
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
情
報
が
ど
こ
ま
で
正
し
い
の
か
は
別
と
し

て
も
︑
政
府
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
マ
ハ
ン
ト
も
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
や
そ
の

他
の
イ
ン
ド
の
仏
教
寺
院
か
ら
︑
仏
教
徒
の
巡
礼
者
を
締
め
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
︑
と
い
う
事
実
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
私
た
ち
は
︑
ア
ジ
ア
の
最

大
勢
力
と
同
盟
関
係
に
あ
る
訳
で
は
無
い
︒
日
本
人
は
大
部
分
が
仏
教
徒

で
あ
る
が
︑
私
た
ち
は
カ
ー
ゾ
ン
総
督
の
政
府
が
︑
誤
っ
た
道
を
選
択
し

な
い
こ
と
を
信
じ
て
い
る
︒

　
こ
れ
は
︑
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
を
伝
え
る
︑
当
時
の
イ
ン
ド
で
の

数
少
な
い
新
聞
報
道
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
土
地
取
得
に
つ
い

て
︑
こ
こ
で
は
マ
ハ
ン
ト
と
日
本
人
と
の
間
に
は
一
定
の
交
渉
が
成
立
し
て
い

る
が
︑
英
領
政
府
側
が
そ
の
政
治
的
性
格
を
警
戒
し
︑
却
下
し
た
と
述
べ
て
い
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る
︒

　
こ
の
記
事
で
興
味
深
い
の
は
︑
天
心
の
マ
ハ
ン
ト
と
の
交
渉
に
つ
い
て
︑

「
そ
の
計
画
を
察
知
し
た
政
府
は
︑
政
治
的
な
理
由
か
ら
︑
マ
ハ
ン
ト
の
提
案

を
却
下
し
た
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る（

17
）

︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
地
所
を
取
得
し
よ
う

と
す
る
天
心
の
試
み
が
︑
こ
の
時
に
英
領
イ
ン
ド
政
府
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
理

由
か
ら
︑「
政
治
的
」
な
問
題
と
見
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　
後
に
検
証
す
る
よ
う
に
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
で
は
︑

宗
教
活
動
の
自
由
を
め
ぐ
る
カ
ル
カ
ッ
タ
高
等
裁
判
所
で
の
判
決
や
州
政
府
に

よ
る
日
本
の
仏
像
の
撤
去
命
令
な
ど
︑
英
領
政
府
の
宗
教
政
策
が
大
き
な
背
景

に
横
た
わ
っ
て
い
た
︒
世
界
の
仏
教
界
を
代
弁
し
よ
う
と
す
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ

と
︑
イ
ン
ド
の
多
数
派
を
占
め
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
権
益
を
主
張
す
る
マ
ハ

ン
ト
が
対
立
す
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
に
対
し
て
︑
英
領
政
府
も
ま
た
︑
現
地
の

係
争
に
は
不
介
入
の
立
場
を
標
榜
し
な
が
ら
︑
し
か
し
実
際
に
は
︑
様
々
な
政

治
的
対
応
に
迫
ら
れ
て
い
た
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
窮
状
を
目
の
当
た
り
に
し
︑
そ

の
復
興
に
取
り
組
も
う
と
し
た
天
心
の
試
み
も
ま
た
︑
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な

文
脈
を
通
し
て
︑
初
め
て
そ
の
意
義
が
理
解
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
英
領
イ
ン
ド
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
復
興
運
動
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
る
︑
岡
倉
天
心
と
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
の
相

互
の
関
係
で
あ
る
︒

　
近
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
大
菩
提
協
会
の
活
動
が
様
々
に
紹
介

さ
れ
︑
特
に
日
本
で
は
近
代
仏
教
史
学
上
の
関
心
も
高
く
︑
興
味
深
い
研
究
が

公
開
さ
れ
て
き
た（

18
）

︒
し
か
し
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
の
当
時
の
イ
ン
ド
社
会

に
お
け
る
位
置
づ
け
や
︑
と
り
わ
け
植
民
地
政
府
の
宗
教
政
策
と
の
関
係
︑
ま

た
︑
こ
の
運
動
で
の
日
本
人
の
役
割
や
そ
の
影
響
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
︑
な

お
検
証
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑K

alipada B
isw

as (1975 )

は
︑

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
訪
れ
た
一
八
九
一
年
に
始
ま
る
近
代
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
お
け

る
仏
跡
復
興
の
運
動
を
︑
日
本
人
と
の
関
係
か
ら
︑
次
の
三
つ
の
時
代
に
分
け

て
整
理
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
期
は
︑
一
八
九
一
年
に
始
ま
る
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
の
大
菩
提
協
会
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
買
い
取
り
運
動
で
あ
り
︑
こ
の

時
に
は
日
本
人
僧
侶
の
代
表
団
が
有
力
な
出
資
者
と
し
て
︑
そ
の
基
金
に
名
乗

り
を
あ
げ
て
い
る
︒
第
二
期
は
︑
日
本
か
ら
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
に
寄
進
さ
れ
た

仏
像
を
大
塔
に
安
置
す
る
運
動
で
あ
り
︑
特
に
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
大
塔
内

陣
へ
の
仏
像
の
安
置
と
マ
ハ
ン
ト
に
よ
る
そ
の
撤
去
と
い
う
事
件
が
︑
そ
の
後

の
大
き
な
係
争
に
発
展
す
る
︒
そ
し
て
︑
第
三
期
が
︑
岡
倉
天
心
に
よ
る
マ
ハ

ン
ト
と
の
土
地
取
得
の
交
渉
で
あ
り
︑
こ
の
時
に
天
心
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー

ナ
ン
ダ
や
タ
ゴ
ー
ル
家
の
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
の
助
力
を
得
る
こ

と
で
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
の
新
た
な
局
面
を
画
し
た
︑
と
位
置
付
け
て
い

る
︒

　
こ
のB

isw
as

の
指
摘
は
︑
英
領
期
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
に
お
け
る
︑

日
本
人
が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
り
︑
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こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
︑
日
本
人
の
活
動
が
︑
現
地
の
人
々
に

様
々
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る（

19
）

︒
し
か
し
︑
こ
の

B
isw

as

の
論
考
は
短
い
新
聞
記
事
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
︑
史
料
的
な
裏
付

け
や
歴
史
的
評
価
は
十
分
で
は
な
く
︑
な
お
検
証
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
活
動
に
つ
い
て
︑B

isw
as

は
既
存
の
見
解
に
倣
っ
て
︑
一
八
九
五
年
の
大
塔
内
へ
の
日
本
の
仏
像
の
安
置

と
マ
ハ
ン
ト
に
よ
る
撤
去
の
事
件
を
︑
大
き
な
転
機
と
し
て
注
目
す
る
︒
し
か

し
︑
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
︑
そ
の
後
の
一
連
の
騒
動
に
よ
っ
て
日
本
の
仏
像

が
「
安
置
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
の
英
領
政

府
に
よ
る
撤
去
命
令
の
方
が
︑
内
外
へ
の
社
会
的
影
響
と
し
て
は
大
き
い
も
の

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
こ
の
時
の
仏
像
の
撤
去
問
題
や
︑
そ
れ
に
続
く
新
た

な
仏
像
の
安
置
先
と
し
て
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
問
題
が
検
証
さ
れ
な
い
と
︑

日
本
人
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
天
心
の
意
図
も
ま
た
︑
明
確

に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

20
）

︒
そ
の
た
め
本
稿
で
は
︑
大
ま
か
な

時
代
区
分
はB

isw
as (1975 ) 

に
従
う
も
の
と
し
て
︑
し
か
し
︑
そ
の
歴
史
的
経

緯
の
検
証
は
︑
同
時
代
の
多
様
な
関
係
者
の
史
料
を
対
比
す
る
こ
と
で
︑
改
め

て
位
置
づ
け
な
お
し
て
ゆ
く
も
の
と
す
る
︒

　
は
じ
め
に
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
活
動
が
始
ま
る
ま
で
の
︑
英
領
イ
ン
ド
に
お

け
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
歴
史
を
概
観
し
て
お
き
た
い
︒

　

2
　
植
民
地
近
代
と
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

　
ブ
ッ
ダ
成
道
の
地
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
は
︑
仏
教
の
四
大
聖
地
の
中
で
も
根

本
道
場
と
さ
れ
る
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
中
心
に
そ
び
え
る
大
塔
は
︑
グ
プ
タ

時
代
の
西
暦
五
～
六
世
紀
ご
ろ
に
そ
の
原
型
が
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る（

21
）

︒
そ
の
後
︑

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
の
習
合
が
進
み
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
の
侵
攻
を
経
て
︑
ム
ガ
ル

皇
帝
ア
ク
バ
ル
の
統
治
下
の
一
五
九
〇
年
に
︑
現
在
の
マ
ハ
ン
ト
僧
院
の
開
祖

と
な
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
バ
ラ
モ
ン
修
行
者
の
ガ
マ
ン
デ
ィ
・
ギ
リ
が
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
に
定
住
す
る
︒
そ
の
後
︑
二
代
目
の
マ
ハ
ン
ト
・
チ
ャ
イ
タ
ニ
ヤ
・
ギ
リ
の

時
代
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
僧
院
と
し
て
の
整
備
が
進
め
ら
れ
︑
一
六
八
二
年
に
は

ム
ガ
ル
帝
国
か
ら
荘
園
領
主
と
し
て
の
土
地
の
管
理
権
を
受
領
す
る（

22
）

︒

一
九
〇
二
年
に
天
心
が
対
面
し
た
マ
ハ
ン
ト
・
ク
リ
シ
ュ
ナ
・
ダ
ヤ
ル
・
ギ
リ

は
︑
そ
の
第
十
二
代
目
の
僧
院
長
で
あ
っ
た
︒

　
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
マ
ハ
ン
ト
僧
院
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大

菩
提
寺
院
は
︑
そ
の
後
︑
植
民
地
近
代
に
入
り
︑
一
八
〇
九
年
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

を
訪
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
探
検
家
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
や
︑
一
八
六
一
年

に
訪
れ
た
イ
ン
ド
考
古
学
局
初
代
局
長
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
に
よ

る
詳
細
な
報
告
に
よ
っ
て
︑
そ
の
再
評
価
が
進
め
ら
れ
る
︒
一
八
八
五
年
に
は
︑

『
ア
ジ
ア
の
光
』
の
著
者
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
が
訪
問
し
︑
寺
院
周
辺

の
荒
廃
し
た
状
況
を
新
聞
記
事
や
著
作
活
動
を
通
し
て
訴
え
る
こ
と
で
︑
失
わ
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れ
た
仏
教
徒
の
聖
地
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
認
識
が
︑
欧
米
の
知
識
人
の
間

に
広
ま
っ
て
ゆ
く（

23
）

︒

　
他
方
︑
ア
ジ
ア
の
仏
教
徒
に
よ
る
近
代
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
の
機
運
は
︑

一
八
七
〇
年
代
に
は
始
ま
っ
て
い
た
︒
一
八
七
一
年
に
第
五
回
仏
典
結
集
を

行
っ
た
ビ
ル
マ
国
の
ミ
ン
ド
ン
王
は
︑
一
八
七
五
年
に
大
使
を
英
領
イ
ン
ド
に

派
遣
し
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
事
業
の
承
諾
を
取
り
付
け
る
と
︑
七
七
年
に
大
塔

寺
院
の
改
修
や
境
内
の
一
角
に
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
る
宿
泊
施

設
の
建
設
を
行
う（

24
）

︒
し
か
し
︑
ビ
ル
マ
王
に
よ
る
大
塔
の
修
復
は
現
状
の
回
復

と
い
う
よ
り
も
︑
ビ
ル
マ
仏
教
様
式
に
よ
る
修
正
・
再
建
を
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
た
め
︑
間
も
な
く
政
府
内
部
で
も
問
題
と
な
り
︑
改
め
て
遺
跡
の
現
状
調
査

と
修
復
作
業
が
行
わ
れ
る（

25
）

︒
政
府
考
古
学
局
の
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ラ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト

ロ
の
報
告
を
踏
ま
え
て
︑
Ｊ
・
Ｄ
ベ
グ
ラ
ー
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
大
塔
寺
院

の
修
復
作
業
は
︑
一
八
八
一
年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
英
領
政
府
公
共
事
業
局

の
予
算
で
行
わ
れ
︑
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
改
修
も
行

わ
れ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
中
で
︑
明
治
政
府
に
よ
る
神
仏
分
離
政
策
へ
の
対
応
や
︑
欧
米

の
東
洋
学
を
媒
介
と
し
て
仏
教
的
伝
統
へ
の
再
評
価
を
進
め
て
い
た
日
本
で
も
︑

仏
跡
の
地
と
し
て
の
イ
ン
ド
へ
の
関
心
は
︑
近
代
の
仏
教
復
興
運
動
の
機
運
と

共
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
︒

　
近
代
の
日
本
人
に
よ
る
イ
ン
ド
仏
跡
訪
問
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
の
は
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
の
参
政
・
島
地
黙
雷
で
あ
る
︒
欧
州
視
察
の
帰
途
︑
一
八
七
三
年
に

ボ
ン
ベ
イ
港
に
上
陸
し
︑
デ
リ
ー
や
ア
ラ
ー
ハ
ー
バ
ー
ド
を
訪
問
し
た
島
地
は
︑

各
地
の
名
勝
を
訪
れ
て
列
車
で
パ
ト
ナ
市
ま
で
来
た
が
︑
し
か
し
︑
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
に
は
立
ち
寄
っ
て
い
な
い（

26
）

︒

　
そ
の
た
め
︑
日
本
人
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
最
初
の
参
拝
者
は
︑
一
八
八
三
年

の
北
畠
道
龍
と
さ
れ
る（

27
）

︒
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
著
名
な
僧
侶
で
あ
っ
た
北
畠

は
︑
欧
州
視
察
か
ら
帰
国
の
途
次
︑
イ
ン
ド
に
上
陸
し
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
巡
錫

す
る
︒
こ
の
時
に
︑
北
畠
は
︑
地
中
に
埋
ま
る
大
塔
を
ブ
ッ
ダ
の
墳
墓
と
考
え

て
︑
そ
の
脇
に
記
念
の
石
碑
も
建
て
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
英
領
政
府

に
よ
る
大
塔
の
修
復
作
業
の
模
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
後
︑
マ
ッ

ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
も
と
で
学
ん
だ
南
條
文
雄
も
︑
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
帰
国

の
途
次
︑
一
八
八
七
年
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
︒

　
こ
う
し
て
︑
先
述
の
一
八
九
一
年
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
大
菩
提
協
会
の

創
設
に
よ
っ
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
︒
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
に
同
行
し
た
釈
興
然
や
徳
沢
智
恵
蔵
な
ど
︑
日
本
人
に
よ
る
参
詣
者
も

増
え
て
ゆ
く
︒
中
で
も
︑
チ
ベ
ッ
ト
に
潜
入
す
る
前
の
河
口
慧
海
は
︑

一
八
九
九
年
一
月
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
参
詣
す
る
と
︑
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
献
上
す

る
た
め
の
仏
舎
利
を
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
か
ら
託
さ
れ
て
い
る（

28
）

︒
ま
た
︑
大
谷
探

検
隊
で
知
ら
れ
る
大
谷
光
瑞
は
︑
一
九
〇
二
年
十
二
月
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
参
詣

し
て
い
る
が
︑
こ
の
時
に
は
︑
哲
学
館
の
井
上
円
了
や
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
戻
っ
た

河
口
慧
海
も
同
伴
し
た（

29
）

︒

　
ち
な
み
に
︑
天
心
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
案
内
し
た
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
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カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
ま
だ
修
業
時
代
の
一
八
八
六
年
四
月
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ
︑

そ
の
感
激
を
師
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
に
語
っ
て
い
る
︒
そ
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー

ナ
ン
ダ
に
よ
る
二
度
目
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
訪
問
は
︑
岡
倉
天
心
を
伴
っ
た

一
九
〇
二
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
病

死
す
る
半
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
植
民
地
統
治
下
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
が
︑
イ
ン
ド
の
宗
教
政
策
上
の

争
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
一
八
九
一
年
一
月
に
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
問
し
︑
仏
教
の
聖
地
を
仏
教
徒
に
取
り
戻
す
と
い

う
︑
世
界
的
な
復
興
運
動
の
狼
煙
を
あ
げ
た
こ
と
に
よ
る（

30
）

︒

　
そ
こ
で
次
に
︑
一
八
九
一
年
に
始
ま
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
大
菩
提
協
会
に
よ

る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
買
い
取
り
運
動
と
︑
英
領
政
府
首
脳
部
の
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
に
対
す
る
認
識
を
検
証
す
る
︒

　

3
　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
の
買
収
運
動

　
一
八
九
一
年
一
月
二
十
二
日
︑
日
本
人
仏
教
僧
の
釈
興
然
と
徳
沢
智
恵
蔵
を

伴
っ
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
荒
廃
し
た
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

寺
院
の
状
況
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
と
︑
仏
教
の
聖
地
を
復
興
す
る
と
い
う
︑

生
涯
の
使
命
を
感
得
す
る（

31
）

︒
二
五
〇
〇
年
前
に
ブ
ッ
ダ
が
そ
の
地
で
悟
り
を
得

た
と
さ
れ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
寺
院
が
︑
し
か
し
︑
長
年
の
異
教
徒
に
よ
る
支
配

の
も
と
で
寺
院
を
守
護
す
る
僧
侶
を
失
い
︑
地
元
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
よ
る

習
合
化
が
進
み
︑
本
来
の
仏
教
の
教
え
が
衰
微
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
当
時
の

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
状
況
に
つ
い
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
共
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ

た
釈
興
然
は
︑
そ
の
書
簡
で
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る（

32
）

︒

予
の
尤
も
歎
じ
る
は
此
の
地
︑
淫
猥
の
風
盛
ん
に
し
て
純
正
の
倫
理
行
わ

れ
ざ
る
に
在
り
︑
彼
ら
一
般
人
種
が
︑
常
に
「
マ
ハ
ー
リ
ン
ガ
ン
」
と
名

付
け
て
男
根
を
崇
と
び
︑
こ
れ
を
模
造
に
製
し
頻
り
に
敬
礼
す
る
の
妄
迷

は
︑
誠
に
眼
を
充
て
る
も
嘆
か
わ
し
き
次
第
な
り
︒
︙
︙

霊
跡
大
恩
教
主
始
成
正
覚
の
道
場
︙
︙
悲
し
い
か
な
大
根
（
陰
蔵
）
外
道

の
左
右
す
る
所
な
り
悪
し
き
か
な
大
塔
の
本
尊
を
除
い
て
︑
余
は
悉
く
己

が
好
所
に
任
せ
て
︑
尊
額
に
灰
を
塗
り
︑
赤
土
を
染
め
て
︑
皆
な
塗
灰
外

道
の
玩
具
品
と
な
れ
り
︒

　
も
と
も
と
ガ
ヤ
市
の
中
心
部
を
流
れ
る
リ
ー
ラ
ー
ジ
ャ
ン
川
（
古
名
は
︑

ニ
ー
ラ
ー
ン
ジ
ャ
ナ
）
の
沐
浴
場
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
は
祖
先
祭

祀
の
聖
地
と
し
て
も
︑
多
く
の
巡
礼
者
を
集
め
て
い
た
︒
ま
た
︑
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
塔
を
含
め
た
宗
教
施
設
は
︑
長
年
に
わ
た
り
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
シ
ヴ
ァ
派
の
僧
院
長
マ
ハ
ン
ト
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
お
り
︑
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
と
の
習
合
が
進
ん
で
い
た（

33
）

︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
境
内
に
は
︑
信
徒

に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
シ
ヴ
ァ
神
を
象
徴
す
る
無
数
の
リ
ン
ガ
が
屹
立
し
︑
巡

礼
者
で
に
ぎ
わ
う
大
塔
を
参
拝
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
こ
の
寺
院
は
︑
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ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
シ
ヴ
ァ
派
の
聖
地
と
も
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

34
）

︒

　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
︑

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
復
興
を
生
涯
の
使
命
と
す
る
啓
示
的
な
体
験
を
得
る
︒
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
︑
次
の
様
で
あ
る（

35
）

︒

六
マ
イ
ル
を
進
む
と
︑
私
た
ち
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
聖
地
に
到
着
し
た
︒
一

マ
イ
ル
の
範
囲
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
︑
私
た
ち
の
偉
大
な
ブ
ッ
ダ
の
︑
破

壊
さ
れ
た
像
な
ど
が
散
乱
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
︒
︙
︙
偉

大
な
る
教
主
が
座
を
占
め
た
僧
院
︑
周
囲
を
押
し
包
む
厳
粛
さ
に
︑
敬
虔

な
信
徒
の
心
は
感
涙
に
む
せ
ん
だ
︒
何
と
い
う
歓
び
だ
ろ
う
︒
額
を
金
剛

座
に
触
れ
る
や
否
や
︑
私
の
心
に
は
︑
突
然
の
衝
撃
が
訪
れ
た
︒
そ
れ
は

私
を
︑
こ
の
地
に
留
ま
り
︑
こ
の
聖
地
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
と
︑
う
な
が

し
た
の
で
あ
る
︒

　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
こ
う
し
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
ブ
ッ
ダ
成
道
の
場
所
で

あ
る
金
剛
座
で
︑
天
啓
の
よ
う
な
啓
示
を
得
る
︒
聖
地
の
復
興
に
奉
仕
す
る
と

い
う
生
涯
の
使
命
を
得
る
こ
と
で
︑
同
行
し
た
釈
興
然
と
境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ

ス
ト
ハ
ウ
ス
に
留
ま
り
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
状
況
を
論
文
や
手
紙
に
し
た
た
め
る

と
︑
国
際
的
な
仏
教
界
の
世
論
に
訴
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
時
に
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
神
智
学
協
会
の
オ
ル
コ
ッ
ト
大
佐
や
ブ
ラ

ヴ
ァ
ツ
キ
ー
夫
人
︑
ホ
ロ
プ
ロ
シ
ャ
ド
・
シ
ャ
ー
ス
ト
リ
や
ウ
ペ
ン
ド
ロ
ナ

ト
・
ボ
シ
ュ
な
ど
の
カ
ル
カ
ッ
タ
の
知
識
人
︑
セ
イ
ロ
ン
や
ビ
ル
マ
の
仏
教
界
︑

ブ
ー
タ
ン
や
タ
イ
の
王
家
︑
そ
し
て
英
領
政
府
関
係
筋
な
ど
に
︑
立
て
続
け
に

書
簡
を
送
っ
て
い
る（

36
）

︒
他
方
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
同
宿
し
て
い
た
釈

興
然
も
︑
日
本
の
師
僧
・
釈
雲
照
や
諸
宗
派
の
管
長
に
手
紙
を
送
り
︑
仏
跡
の

窮
状
を
訴
え
た（

37
）

︒

　
当
初
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
は
政
府
の
管
理
下
に
あ
り
︑

仏
教
徒
に
よ
る
地
所
の
買
い
取
り
は
容
易
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑

そ
の
後
︑
ガ
ヤ
県
長
官
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
グ
リ
ル
ゾ
ン
と
面
談
し
︑

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
と
そ
の
周
辺
地
所
は
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
領
主
を
兼
ね
る
僧
院

長
マ
ハ
ン
ト
に
帰
属
し
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
を
管
理
す
る
た
め
に
は
︑
マ
ハ
ン

ト
か
ら
そ
れ
を
買
い
取
る
必
要
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
る（

38
）

︒

　
マ
ハ
ン
ト
か
ら
の
地
所
の
買
い
取
り
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
た
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
滞
在
を
切
り
上
げ
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
の

基
金
を
呼
び
か
け
る
た
め
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
移
動
し
︑
支
援
者
を
募
る
︒
そ
の

後
︑
ビ
ル
マ
の
ラ
ン
グ
ー
ン
︑
マ
ド
ラ
ス
（
現
︑
チ
ェ
ン
ナ
イ
）
の
ア
デ
ィ
ヤ
ー

ル
︑
そ
し
て
セ
イ
ロ
ン
と
︑
神
智
学
協
会
関
係
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
辿
る
こ

と
で
︑
五
月
三
十
一
日
に
セ
イ
ロ
ン
で
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
協
会
を
設
立
す

る
︒

　
他
方
︑
日
本
の
仏
教
界
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
支
援
を
訴
え
た
釈
興
然
は
︑
師
僧

の
釈
雲
照
を
通
し
て
土
地
買
い
取
り
の
た
め
の
基
金
を
呼
び
か
け
る
︒
そ
れ
に

呼
応
し
て
釈
雲
照
は
︑
東
海
玄
虎
︑
堀
内
静
宇
ら
を
発
起
人
と
し
て
印
度
仏
蹟
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興
復
会
を
設
立
︑
七
月
に
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
僧
侶
常
在
や
日
本
か
ら
の
参
詣

の
た
め
の
基
金
の
拠
出
を
決
議
す
る（

39
）

︒
ま
た
︑
さ
し
あ
た
り
一
千
円
の
基
金
を

募
り
︑
使
節
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
派
遣
す
る
こ
と
な
ど
が
決
め
ら
れ
た（

40
）

︒
実
際
︑

釈
雲
照
に
寄
付
金
を
託
さ
れ
た
愛
染
院
の
阿
刀
宥
乗
は
︑
一
八
九
一
年
八
月
に

横
浜
港
か
ら
セ
イ
ロ
ン
に
向
か
い
︑
興
然
に
合
流
す
る
と
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪

れ
て
い
る（

41
）

︒

　
セ
イ
ロ
ン
で
大
菩
提
協
会
を
設
立
し
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
そ
の
後
︑
七
月

に
再
び
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
戻
る
と
︑
マ
ハ
ン
ト
と
の
地
所
の
買
収
交
渉
を
開
始
す

る
︒
ま
た
︑
国
際
社
会
に
そ
の
運
動
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
︑
一
八
九
一
年

十
月
に
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
︑
国
際
仏
教
会
議
を
開
催
す
る
︒
こ
の
時
に
は
︑
セ

イ
ロ
ン
︑
中
国
︑
チ
ッ
タ
ゴ
ン
︑
日
本
か
ら
代
表
者
を
集
め
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大

菩
提
寺
の
買
い
取
り
と
そ
の
た
め
の
基
金
の
呼
び
か
け
な
ど
が
決
議
さ
れ
る（

42
）

︒

印
度
仏
蹟
興
復
会
の
使
節
と
し
て
日
本
か
ら
訪
れ
た
阿
刀
宥
乗
と
徳
沢
智
恵
蔵

が
︑
日
本
側
の
関
係
者
に
地
所
の
買
い
取
り
の
用
意
が
あ
る
と
表
明
し
た
の
は
︑

こ
の
時
の
事
で
あ
っ
た（

43
）

︒
一
八
九
二
年
に
は
︑
大
菩
提
協
会
の
本
部
は
カ
ル

カ
ッ
タ
に
移
さ
れ
︑
同
年
五
月
に
は
︑
世
界
の
仏
教
関
係
者
に
仏
教
の
復
興
運

動
を
呼
び
か
け
る
︑
機
関
誌
の
刊
行
も
開
始
す
る
︒

　
こ
う
し
て
大
菩
提
協
会
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
を
旗
印
と
し
︑
世
界
の
仏
教

徒
の
連
帯
を
訴
え
る
国
際
的
な
運
動
と
し
て
︑
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て

ゆ
く
︒
し
か
し
︑
当
初
は
周
囲
の
二
ビ
ガ
（
約
二
七
〇
㎡
）
の
土
地
の
売
却
に

同
意
し
て
い
た
マ
ハ
ン
ト
と
の
交
渉
は
二
転
三
転
を
続
け
︑
仲
介
に
動
い
た
グ

リ
ル
ゾ
ン
長
官
も
途
中
か
ら
消
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
︑
土
地
の

売
却
交
渉
は
物
別
れ
に
終
わ
る（

44
）

︒
ビ
ル
マ
王
に
よ
る
土
地
取
得
で
は
︑
マ
ハ
ン

ト
は
易
々
と
そ
の
交
渉
に
応
じ
て
い
た
が
︑
こ
の
時
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
の
交

渉
は
紆
余
曲
折
を
た
ど
り
︑
仏
跡
復
興
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
長
年
に
渡
る
大
菩

提
協
会
と
の
抗
争
劇
に
︑
そ
れ
は
発
展
す
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
時
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
交
渉
の
経
緯
に
つ
い
て
︑
後

に
編
集
さ
れ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
回
想
録
で
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
開
催
さ
れ
た

国
際
仏
教
会
議
で
︑
大
塔
わ
き
の
菩
提
樹
の
下
に
掲
げ
ら
れ
た
日
本
の
国
旗
が

イ
ギ
リ
ス
人
官
僚
の
目
に
留
ま
る
こ
と
で
︑
当
局
の
警
戒
心
を
呼
び
起
こ
し
た

と
記
し
て
い
る（

45
）

︒
具
体
的
に
は
︑「
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ
た
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事

の
一
行
に
は
︑
そ
の
光
景
は
︑
日
露
問
題
ば
か
り
で
な
く
︑
イ
ン
ド
︑
及
び
ア

ジ
ア
全
域
へ
の
日
本
人
の
野
望
を
実
現
す
る
矛
先
と
し
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
が
利

用
さ
れ
る
可
能
性
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
」
と
︑
説
明
す
る
︒

　
す
な
わ
ち
︑
当
初
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
へ
の
土
地
の
譲
渡
に
協
力
的
な
姿
勢
を

見
せ
て
い
た
当
局
が
︑
そ
の
前
言
を
翻
し
て
介
入
を
拒
否
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
︑
植
民
地
当
局
が
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
通
し
て
日
本
の
影
響
力
が
拡
大
す
る

こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
だ
︑
と
す
る
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
当
時
の
植
民
地
政
府
の
記
録
を
見
る
と
︑
実
際
に
は
こ
の
時
に

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
視
察
に
訪
れ
て
い
た
ベ
ン
ガ
ル
管
区
副
知
事
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
︑
大
菩
提
寺
の
所
有
権
は
マ
ハ
ン
ト
に
帰
属
し

て
お
り
︑
政
府
と
し
て
こ
の
問
題
に
介
入
す
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
る
と
︑
ダ
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ル
マ
パ
ー
ラ
と
の
面
会
を
拒
否
し
て
い
た（

46
）

︒

　
セ
イ
ロ
ン
人
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
買
い
上
げ
の
問
題
は
︑
す
で
に
八
月

に
は
副
知
事
エ
リ
オ
ッ
ト
か
ら
総
督
府
に
も
報
告
さ
れ
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
視
察

を
終
え
た
エ
リ
オ
ッ
ト
は
︑
も
し
「
セ
イ
ロ
ン
の
無
名
の
外
国
人
」
へ
の
土
地

の
譲
渡
問
題
に
政
府
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
と
︑「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
が

黙
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
観
測
を
︑
ラ
ン
ズ
ダ
ウ
ン
総
督
に
伝
え
て
い

る（
47
）

︒
そ
の
副
知
事
エ
リ
オ
ッ
ト
に
よ
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
へ
の
面
会
拒
否
と
い
う

経
緯
は
︑
植
民
地
政
府
の
首
脳
部
が
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
を
︑
マ
ハ
ン
ト

を
含
め
た
イ
ン
ド
国
内
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
宗
教
的
感
情
を
刺
激
す
る
も
の

と
し
て
︑
当
初
か
ら
懸
念
を
抱
い
て
い
た
事
実
を
示
し
て
い
る
︒

　
実
際
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
日
本
人
の
存
在
が
︑
一
八
九
一
年
の
段
階
で
英
領

イ
ン
ド
政
府
の
脅
威
に
映
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
︑
日
露
戦
争
前
後
の
国

際
社
会
の
状
況
の
変
化
が
︑
こ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
回
想
録
に
も
反
映
さ
れ
て

い
る
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
大
菩
提
協
会
の
声
明
文
や
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
の
回
想
録
に
は
︑
政
府
や
国
際
社
会
へ
の
様
々
な
ア
ピ
ー
ル
の
過
程

で
︑
こ
の
よ
う
な
事
実
の
誇
張
や
主
観
的
な
意
味
づ
け
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
︑
そ
の
検
証
に
は
︑
や
は
り
同
時
代
の
史
料
を
通
し
た
裏
付
け
が
不
可
欠
と

思
わ
れ
る
︒

　
と
も
か
く
︑
こ
う
し
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
地
所
の
買
い
取
り
運
動
に
始
ま
る
大

菩
提
協
会
の
活
動
は
︑
そ
れ
を
拒
み
続
け
た
僧
院
長
マ
ハ
ン
ト
と
の
︑
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
に
と
っ
て
は
生
涯
を
賭
し
た
闘
い
に
発
展
す
る
︒
そ
の
最
大
の
争
点
は
︑

日
本
か
ら
寄
進
さ
れ
た
仏
像
を
大
塔
に
安
置
し
よ
う
と
す
る
︑
一
八
九
五
年
の

仏
像
の
安
置
事
件
で
あ
る
︒

　
大
菩
提
協
会
に
よ
れ
ば
︑
日
本
の
仏
像
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
安
置
し
よ
う
と
す

る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
こ
そ
が
︑
そ
の
後
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
復
興
運

動
の
出
発
点
と
も
さ
れ
る
の
だ
が
︑
こ
の
日
本
の
仏
像
を
め
ぐ
る
一
連
の
経
緯

は
︑
事
態
を
収
拾
し
よ
う
と
す
る
英
領
政
府
に
よ
る
関
与
と
相
ま
っ
て
︑
複
雑

な
展
開
を
辿
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
次
に
︑
こ
の
問
題
を
詳
し
く
検
証
し
て

み
た
い
︒

　

4
　
大
塔
か
ら
の
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題

　
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
に
参
加
し
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
そ

の
帰
途
に
日
本
に
立
ち
寄
る
と
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
窮
状
を
訴
え
︑
日
本
か
ら
の

助
力
を
呼
び
か
け
る（

48
）

︒
そ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
呼
び
か
け
に
応
え
た
天
徳
寺
の

僧
侶
・
朝
日
秀
宏
は
︑「
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
霊
塔
の
中
に
安
置
す
べ
き
仏
像
を
寄
進

せ
ん
こ
と
を
発
願
」
し
︑
鎌
倉
時
代
の
定
朝
作
・
源
頼
朝
勧
進
と
さ
れ
る
阿
弥

陀
仏
像
を
寄
進
す
る（

49
）

︒
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
復
興
運
動
は
︑

そ
の
後
十
年
以
上
に
渡
り
︑
こ
の
日
本
の
仏
像
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
に
安
置
す

る
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
り
︑
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　
日
本
か
ら
仏
像
を
携
え
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
戻
っ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
し
か

し
︑
マ
ハ
ン
ト
の
強
い
反
発
を
受
け
︑
ま
た
対
立
の
拡
大
を
懸
念
す
る
当
局
の
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承
諾
も
得
ら
れ
ず
︑
し
ば
ら
く
仏
像
は
︑
ガ
ヤ
市
の
支
援
者
宅
に
保
管
さ
れ
る
︒

し
か
し
︑
翌
一
八
九
五
年
に
セ
イ
ロ
ン
か
ら
戻
っ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
二
月

二
十
五
日
早
朝
に
︑
懸
案
の
大
塔
へ
の
仏
像
の
安
置
を
決
行
す
る
︒
こ
の
日
︑

境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
滞
在
し
て
い
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
午
前

二
時
に
目
を
覚
ま
し
て
瞑
想
に
入
る
と
︑「
日
本
の
仏
像
を
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺

院
に
運
ぶ
よ
う
に
」
と
い
う
心
の
暗
示
を
得
る
︒
す
ぐ
に
保
管
先
か
ら
仏
像
を

運
び
出
す
と
︑
大
塔
内
に
搬
入
し
︑
内
陣
の
階
段
を
登
っ
た
二
階
に
︑
仏
像
を

搬
入
す
る（

50
）

︒

　
内
陣
の
祭
壇
に
仏
像
を
安
置
す
る
と
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
す
ぐ
に
灯
明
を

灯
し
︑
儀
礼
を
始
め
よ
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
知
ら
せ
を
受
け
た
マ
ハ
ン

ト
側
は
︑
た
だ
ち
に
四
十
︱
五
十
人
の
手
勢
と
共
に
現
れ
る
と
︑
仏
像
を
撤
去

す
る
よ
う
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
命
じ
る
︒
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
そ
れ
を
拒
否
し
︑
内

陣
で
の
瞑
想
を
続
け
よ
う
と
す
る
の
で
︑
激
し
い
怒
号
の
中
で
仏
像
は
祭
壇
か

ら
強
制
的
に
撤
去
さ
れ
︑
境
内
に
運
び
出
さ
れ
る
︒
現
存
す
る
仏
像
は
︑
そ
の

光
背
の
上
部
が
割
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
こ
の
時
の
騒
動
で
受
け
た
傷
跡
と
さ

れ
て
い
る（

51
）

︒

　
こ
の
大
塔
内
陣
へ
の
日
本
の
仏
像
の
安
置
と
そ
の
強
制
撤
去
の
騒
動
に
対
し

て
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
マ
ハ
ン
ト
の
手
勢
に
は
抵
抗
は
し
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑

マ
ハ
ン
ト
側
の
行
為
は
仏
教
徒
の
宗
教
的
行
為
を
妨
害
す
る
も
の
と
し
て
︑
事

件
の
後
に
ガ
ヤ
県
裁
判
所
に
告
訴
す
る
︒
そ
の
第
一
審
︑
第
二
審
で
は
マ
ハ
ン

ト
の
行
為
は
有
罪
と
さ
れ
る
が
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
高
等
裁
判
所
の
上
告
審
の
判
決

で
は
︑
逆
転
無
罪
と
な
る
︒
そ
の
有
名
な
高
等
裁
判
所
判
決
で
争
点
と
さ
れ
た

の
は
︑
大
塔
内
で
の
仏
教
徒
の
儀
礼
行
為
の
正
当
性
で
あ
り
︑
そ
の
行
為
を
制

限
し
た
マ
ハ
ン
ト
が
︑
イ
ン
ド
刑
法
二
九
六
条
に
基
づ
く
宗
教
的
行
為
へ
の
妨

害
に
あ
た
る
の
か
︑
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た（

52
）

︒

　
高
等
裁
判
所
判
事
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
判
決
文
で
は
︑
マ

ハ
ン
ト
に
よ
る
大
塔
の
所
有
権
を
認
め
︑
マ
ハ
ン
ト
の
行
為
は
そ
の
所
有
権
の

行
使
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
た
も
の
と
し
た
︒
逆
に
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
行
為
は
︑

そ
の
ハ
ン
ト
の
所
有
権
を
認
識
す
る
中
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
主
張

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
純
粋
な
宗
教
的
行
為
と
は
見
な
さ
れ
な
い
︑
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
大
塔
に
仏
像
を
安
置
す
る
こ
と
は
仏
教
徒
と
し
て
の

宗
教
的
権
利
の
一
部
で
あ
る
と
す
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張
は
退
け
ら
れ
︑
そ

れ
は
宗
教
的
行
為
を
逸
脱
し
た
︑
マ
ハ
ン
ト
の
地
主
的
所
有
権
へ
の
侵
害
を
含

む
も
の
で
あ
る
と
認
定
し
︑
そ
れ
を
制
限
し
た
マ
ハ
ン
ト
の
行
為
は
︑
必
ず
し

も
刑
法
で
禁
じ
ら
れ
た
宗
教
的
行
為
へ
の
妨
害
に
は
あ
た
ら
な
い
︑
と
い
う
判

断
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
た
︒

　
高
等
裁
判
所
の
判
決
は
︑
こ
う
し
て
内
外
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
仏
教
徒
が

注
視
し
︑
両
者
が
争
う
大
塔
で
の
宗
教
的
行
為
の
正
当
性
と
い
う
問
題
に
対
し

て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張
を
退
け
︑
マ
ハ
ン
ト
を
無
罪
と
す
る
こ
と
で
︑
寺

院
で
の
マ
ハ
ン
ト
の
既
得
権
を
明
確
に
す
る
も
の
と
な
っ
た
︒

　
日
本
の
仏
像
を
め
ぐ
る
こ
の
一
連
の
係
争
に
よ
っ
て
︑
裁
判
所
で
は
︑「
す

べ
て
の
仏
教
徒
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
宗
教
行
為
の
完
全
な
自
由
」
と
い
う
政
府



202

の
立
場
を
確
認
す
る
と
と
も
に
︑
結
果
的
に
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
が
︑
そ

の
本
来
の
仏
教
徒
と
し
て
の
「
宗
教
行
為
」
を
逸
脱
し
た
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院

に
関
わ
る
マ
ハ
ン
ト
の
法
的
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る
︑
と
認
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
︒

　
言
い
換
え
る
と
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
が
仏
教
徒
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
年
来

の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張
に
対
し
て
︑
こ
の
判
決
は
そ
の
法
的
根
拠
を
否
定
し
︑

逆
に
︑
大
菩
提
協
会
が
︑
当
初
か
ら
マ
ハ
ン
ト
と
地
所
買
い
取
り
の
交
渉
を

行
っ
て
き
た
と
い
う
経
緯
は
︑
そ
も
そ
も
寺
院
の
法
的
所
有
権
が
マ
ハ
ン
ト
に

あ
る
と
い
う
こ
と
を
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
側
も
ま
た
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

根
拠
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
て
︑
大
塔
で
の
日
本
の
仏
像
の
撤
去
事
件
を
め
ぐ
る
判
決
は
︑
そ
の

後
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
に
関
わ
る
植
民
地
当
局
や
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
に
︑

様
々
な
影
響
を
与
え
て
ゆ
く
︒
と
り
わ
け
︑
日
本
の
仏
像
が
安
置
さ
れ
た
ビ
ル

マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
仏
像
を
撤
去
す
る
よ
う
に
命
令
す
る
︑
翌
一
八
九
六

年
の
英
領
政
府
の
通
達
は
︑
内
外
の
仏
教
徒
社
会
に
様
々
な
反
響
を
呼
び
起
こ

し
た
︒

　
そ
の
経
緯
を
︑
次
に
︑（
1
）
内
外
の
世
論
の
喚
起
︑（
2
）
マ
ハ
ン
ト
側
の

対
応
︑（
3
）
国
際
的
な
仏
教
界
の
対
応
の
三
つ
に
分
け
て
概
観
す
る
︒

　

5
　
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
の
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題

（
1
）
内
外
の
世
論
の
喚
起

　
一
八
九
五
年
二
月
に
大
塔
か
ら
撤
去
さ
れ
た
日
本
の
仏
像
は
︑
そ
の
後
︑
境

内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
一
時
的
に
安
置
さ
れ
る（

53
）

︒
一
八
七
〇
年
代
に

ミ
ン
ド
ン
王
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
境
内
北
西

の
外
周
に
接
し
︑
大
塔
に
面
し
て
建
て
ら
れ
た
宿
泊
施
設
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑

大
塔
の
す
ぐ
傍
で
セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
僧
が
儀
礼
行
為
を
行
う
こ
と
に
は
マ
ハ
ン

ト
側
の
強
い
反
発
が
あ
り
︑
こ
の
時
に
は
仮
の
保
管
所
の
よ
う
な
形
で
︑
一
時

的
に
置
か
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
︒

　
実
際
︑
マ
ハ
ン
ト
は
︑
同
年
十
一
月
に
は
日
本
の
仏
像
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か

ら
の
撤
去
を
求
め
る
陳
情
書
を
パ
ト
ナ
州
長
官
に
提
出
し
︑
合
わ
せ
て
︑
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
が
管
理
す
る
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
鍵
の
返
還
を
︑
政
府
に
求
め
て
い
た（

54
）

︒

　
そ
の
マ
ハ
ン
ト
の
陳
情
を
受
け
る
形
で
︑
ベ
ン
ガ
ル
管
区
政
府
は
ガ
ヤ
県
長

官
の
名
前
で
︑
翌
一
八
九
六
年
四
月
九
日
付
で
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
対
し
て
︑
日

本
の
仏
像
の
撤
去
と
セ
イ
ロ
ン
僧
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
の
退
去
を
命
じ
る
通

達
を
出
す（

55
）

︒
地
権
者
と
し
て
の
マ
ハ
ン
ト
の
大
塔
で
の
権
利
を
認
め
た
カ
ル

カ
ッ
タ
高
等
裁
判
所
の
判
決
を
踏
ま
え
︑
も
し
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
ひ
と
月
以
内

に
仏
像
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
︑
政
府
が
そ
れ
を
接
収
し
︑
仏
像
は
カ
ル
カ
ッ
タ

の
イ
ン
ド
博
物
館
で
保
管
す
る
︑
と
し
た
の
で
あ
る
︒
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日
本
の
仏
像
を
博
物
館
で
保
管
す
る
と
い
う
英
領
政
府
の
通
達
は
︑
し
か
し
︑

す
ぐ
に
内
外
で
大
き
な
物
議
を
か
も
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
を
宗
教
弾
圧
で
あ

る
と
強
く
反
発
し
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
日
本
の
仏
像
と
僧
侶
へ
の
退
去
命
令

は
︑
エ
ル
サ
レ
ム
を
訪
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
巡
礼
者
を
追
放
す
る
に
等
し
い
宗

教
弾
圧
で
あ
る
と
抗
議
す
る
と
︑
英
領
政
府
に
よ
る
仏
教
徒
へ
の
迫
害
と
し
て

国
際
世
論
に
訴
え
た（

56
）

︒
そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
に
同

情
的
な
仏
教
徒
に
よ
っ
て
︑
マ
ハ
ン
ト
と
そ
れ
を
擁
護
す
る
英
領
政
府
を
批
判

す
る
国
際
的
な
世
論
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
︒

　
そ
の
世
論
喚
起
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
訴
え
に
呼
応
し

た
日
本
で
の
記
事
を
み
て
ゆ
き
た
い
︒
当
時
の
仏
教
界
の
有
力
な
言
論
紙
『
仏

教
』
は
︑
一
八
九
六
年
六
月
号
で
「
印
度
の
仏
教
徒
迫
害
事
件
に
つ
い
て
痛
言

す
─
─
大
い
に
英
国
政
府
の
反
省
を
促
し
︑
切
に
吾
国
仏
教
徒
に
檄
告
す
」
と

題
す
る
記
事
を
掲
載
し
︑
以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る（

57
）

︒

日
本
信
徒
の
寄
贈
安
置
せ
る
仏
像
を
︑
強
迫
畏マ

赫マ

︑
も
っ
て
聖
地
の
外
に

移
し
去
る
こ
と
を
命
じ
︑
そ
の
之
に
応
ぜ
ざ
る
や
直
ち
に
之
を
イ
ン
ド
博

物
館
に
没
収
す
べ
き
を
も
っ
て
し
か
の
み
な
ら
ず
︑
多
年
仏
徒
を
虐
待
せ

る
外
道
マ
ハ
ン
ト
に
︑
仏
徒
が
全
力
を
尽
く
し
て
購
わ
ん
と
し
た
る
土
地

を
貸
与
し
︑
も
っ
て
そ
の
欲
す
る
所
を
逞
う
せ
し
め
ん
と
欲
す
︒
︙
︙
彼

ら
は
確
に
迫
害
を
仏
徒
の
ゼ
ル
サ
レ
ム
に
行
え
り
︒
英
政
府
は
是
に
対
し

て
如
何
な
る
故
を
も
っ
て
天
下
に
答
え
ん
と
す
る
や
︒

　
こ
の
記
事
は
︑
エ
ル
サ
レ
ム
で
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
迫
害
に
な
ぞ
ら
え
て

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
事
件
を
描
き
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
横
暴
を
「
外
道
マ
ハ
ン

ト
」
と
表
現
す
る
な
ど
︑
そ
の
論
調
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
訴
え
を
反
映
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
︒
実
際
に
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
仏
教
の
撤

去
命
令
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
の
エ
ル
サ
レ
ム
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に

と
っ
て
の
メ
ッ
カ
と
並
ぶ
聖
地
で
の
仏
教
徒
へ
の
迫
害
で
あ
る
と
訴
え
て
い
た
︒

同
時
に
︑『
仏
教
』
の
記
事
は
︑
そ
の
背
景
と
し
て
論
じ
て
い
る
英
領
イ
ン
ド

政
府
の
宗
教
政
策
を
見
る
と
︑
そ
の
複
雑
な
歴
史
的
経
緯
も
踏
ま
え
た
記
述
が

み
ら
れ
︑
イ
ン
ド
の
事
情
に
精
通
し
た
人
物
が
︑
そ
の
作
成
に
か
か
わ
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る（

58
）

︒

　
こ
の
よ
う
な
海
外
の
仏
教
徒
の
反
応
の
中
で
は
︑
特
に
当
時
︑
英
領
統
治
下

に
あ
っ
た
ビ
ル
マ
州
の
仏
教
徒
か
ら
の
反
発
が
大
き
か
っ
た
︒
も
と
も
と
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
寺
院
に
関
わ
る
問
題
は
︑
ビ
ル
マ
で
は
ミ
ン
ド
ン
王
に
よ
る
復
興
事
業

か
ら
続
く
ビ
ル
マ
仏
教
界
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
特
に
︑
日
本
の

仏
像
が
置
か
れ
た
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
仏
教
徒
の
滞
在
の
た
め
に
ミ

ン
ド
ン
王
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
仏

教
僧
や
仏
像
を
退
去
さ
せ
な
い
よ
う
に
求
め
る
様
々
な
請
願
書
が
イ
ン
ド
政
庁

に
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
で
︑
植
民
地
官
僚
を
当
惑
さ
せ
た（

59
）

︒
こ
の
事
件
に
合
わ
せ

て
︑
新
た
な
ビ
ル
マ
人
に
よ
る
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
の
機
運
も
高
ま
り
︑
マ
ン

ダ
レ
ー
で
は
︑
一
八
九
六
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
翌
年
二
月
二
日
の
間
に
︑
新

た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
の
た
め
に
︑
一
万
二
千
八
百
Rs
も
の
基
金
も
集
め
ら
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れ
た（

60
）

︒
こ
の
よ
う
な
ビ
ル
マ
で
の
世
論
の
高
ま
り
を
︑
当
時
の
在
ボ
ン
ベ
イ
日

本
領
事
館
が
︑「
ビ
ル
マ
地
方
に
お
い
て
は
極
め
て
之
を
重
大
視
し
︑
宗
徒
の

総
会
議
を
開
く
に
至
り
た
る
趣
な
る
」
と
伝
え
る
状
況
と
な
っ
て
い
た（

61
）

︒

　
こ
れ
を
イ
ン
ド
国
内
の
報
道
で
見
る
と
︑
特
に
民
族
主
義
的
な
背
景
を
持
つ

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
に
は
︑
あ
た
か
も
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
︑
日
本
が
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
に
奉
納
し
た
仏
像
を
撤
去
す
る
よ
う
に
命
じ
た
か
の
よ
う
な
過
剰
な
論
調

も
見
ら
れ
た
︒
た
と
え
ば
︑
当
初
か
ら
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
を
支
持
し
て
い

た
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
は
︑
仏
像
の
撤
去
問
題
は
︑「
東
洋
の
日

い
ず
る
国
の
仏
教
徒
の
人
々
の
宗
教
的
心
情
を
辱
め
る
」
こ
と
に
な
る
︑
と
英

領
政
府
を
非
難
し
た（

62
）

︒『
ベ
ン
ガ
リ
ー
』
紙
は
︑
神
聖
な
仏
像
を
博
物
館
に
陳

列
せ
よ
と
英
領
政
府
が
命
じ
た
ニ
ュ
ー
ス
は
全
ア
ジ
ア
に
伝
わ
り
︑
日
本
政
府

は
そ
れ
を
問
題
視
し
︑
ア
ジ
ア
各
地
の
街
角
に
は
怒
り
の
声
が
あ
が
る
だ
ろ
う
︑

と
報
じ
た（

63
）

︒
そ
の
一
面
的
な
報
道
が
国
際
問
題
に
波
及
す
る
こ
と
を
懸
念
し
た

在
ボ
ン
ベ
イ
日
本
領
事
が
︑
そ
の
事
実
関
係
の
経
緯
と
事
態
の
鎮
静
化
を
求
め

る
声
明
文
を
公
表
す
る
︑
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
た（

64
）

︒

　
こ
う
し
て
︑
内
外
の
世
論
の
反
発
に
対
し
て
︑
事
態
の
悪
化
を
恐
れ
た
植
民

地
政
府
は
︑
撤
去
を
命
じ
た
通
達
の
再
検
討
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
時
の

ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
は
︑
同
年
五
月
二
十
五

日
に
︑
マ
ハ
ン
ト
の
地
主
的
所
有
権
者
（
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
）
と
し
て
の
寺
院

で
の
法
的
権
利
を
確
認
し
な
が
ら
︑
同
時
に
政
府
と
し
て
は
︑
英
領
イ
ン
ド
内

の
宗
教
問
題
に
つ
い
て
は
︑「
厳
正
に
中
立
の
立
場
を
保
持
す
る
」
と
い
う
方

針
を
確
認
す
る
こ
と
で
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
宗
教
的
権
利
へ
の
訴
え
に
は

不
介
入
の
立
場
を
示
し
つ
つ
︑
最
終
的
に
は
︑
自
ら
が
発
し
た
日
本
の
仏
像
へ

の
撤
去
命
令
を
︑
撤
回
す
る
と
い
う
決
定
を
下
す
こ
と
に
な
る（

65
）

︒

　
植
民
地
当
局
に
よ
る
こ
の
異
例
の
方
針
転
換
に
つ
い
て
副
知
事
マ
ッ
ケ
ン

ジ
ー
は
︑
そ
の
真
意
は
宗
教
へ
の
干
渉
で
は
な
く
︑「
美
し
い
芸
術
作
品
を
保

護
す
る
た
め
」
の
措
置
で
あ
っ
た
と
弁
明
す
る
が
︑
実
際
に
は
内
外
の
政
府
批

判
へ
の
対
応
に
迫
ら
れ
た
事
実
上
の
方
針
転
換
で
あ
り
︑
宗
教
弾
圧
で
あ
る
と

非
難
さ
れ
た
日
本
の
仏
像
の
扱
い
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
現
状
維
持
が
命
じ
ら
れ

る（
66
）

︒
す
で
に
仏
像
は
セ
イ
ロ
ン
僧
の
管
理
の
も
と
に
あ
る
の
で
︑
こ
れ
以
上
の

干
渉
は
行
わ
な
い
こ
と
を
決
議
す
る
と
︑
引
き
続
き
仏
像
は
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス

ト
ハ
ウ
ス
に
「
安
置
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

（
2
）
マ
ハ
ン
ト
側
の
巻
き
返
し

　
こ
う
し
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
が
功
を
奏
し
︑
ひ
と
ま
ず
日
本
の
仏
像

の
撤
去
命
令
は
撤
回
さ
れ
る
の
だ
が
︑
し
か
し
︑
仏
像
の
撤
去
を
命
じ
る
県
知

事
の
通
達
が
反
故
に
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
マ
ハ
ン
ト
側
も
黙
っ
て
は
お
ら
ず
︑

そ
の
政
府
の
対
応
に
強
く
反
発
す
る
︒
今
度
は
イ
ン
ド
人
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
地

主
階
層
の
圧
力
団
体
で
あ
る
英
領
イ
ン
ド
協
会
（B

ritish Indian A
ssociation

）
や
︑

地
元
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
団
体
を
通
し
て
政
府
に
働
き
か
け
︑
改
め
て
日
本
の
仏

像
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
か
ら
す
み
や
か
に
撤
去
す
る
よ
う
︑
植
民
地
政
府
へ
の
陳
情

を
開
始
す
る（

67
）

︒
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英
領
イ
ン
ド
協
会
は
︑
イ
ン
ド
政
府
の
徴
税
機
構
の
屋
台
骨
で
あ
る
ザ
ミ
ー

ン
ダ
ー
リ
ー
制
度
を
支
え
る
イ
ン
ド
人
地
主
階
層
に
よ
る
圧
力
団
体
で
あ
る
︒

こ
の
時
に
は
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
の
対
岸
の
ウ
ッ
ト
ル
パ
ラ
に
広
壮
な
邸
宅
を
構
え

る
︑
ラ
ジ
ャ
・
ピ
ア
リ
・
モ
ホ
ン
・
ム
カ
ル
ジ
（R

aja Peary M
ohan M

ukherjee

）

が
そ
の
組
織
を
統
括
し
て
い
た
︒
マ
ハ
ン
ト
も
ま
た
僧
院
長
と
し
て
の
宗
教
的

役
割
と
は
別
に
︑
ビ
ハ
ー
ル
で
は
第
二
位
の
納
税
額
を
誇
る
富
裕
な
ザ
ミ
ー
ン

ダ
ー
ル
と
し
て
︑
有
力
な
構
成
員
と
な
っ
て
い
た
︒

　
こ
の
時
の
英
領
イ
ン
ド
協
会
に
よ
る
政
府
へ
の
陳
情
書
で
興
味
深
い
の
は
︑

宗
教
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
と
の
本
質
的
な
違
い
を
強
調
し
︑
レ
ス

ト
ハ
ウ
ス
に
置
か
れ
た
日
本
の
仏
像
が
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
聖
地
を
汚
す
も
の

と
訴
え
て
い
る
点
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
一
八
九
七
年
一
月
二
十
九
日
の
陳
情
書

で
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
大
菩
提
寺
を
マ
ハ
ン
ト
が
管
理
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の

寺
院
と
し
て
規
定
す
る
と
︑
マ
ハ
ン
ト
の
立
場
を
︑
仏
教
徒
の
利
益
を
代
弁
し

よ
う
と
す
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
に
対
す
る
︑
イ
ン
ド
に
お
け
る
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
社
会
を
代
表
す
る
存
在
と
位
置
づ
け
て
い
る
︒
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
の
境

内
に
仏
像
が
安
置
さ
れ
る
こ
と
は
︑
そ
の
た
め
様
々
な
紛
争
の
要
因
と
な
り
︑

公
共
の
秩
序
の
破
壊
を
招
く
危
険
が
あ
る
と
し
︑
日
本
の
仏
像
を
撤
去
す
る
こ

と
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
仏
教
徒
と
の
潜
在
的
な
対
立
の
芽
を
取
り
除
く
た

め
に
も
必
要
で
あ
り
︑
イ
ン
ド
の
多
数
を
占
め
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
に
よ
っ
て

そ
の
主
張
は
支
持
さ
れ
て
い
る
︑
と
訴
え
て
い
る
︒

　
こ
れ
に
続
い
て
︑
二
月
二
十
八
日
に
は
︑
近
郊
都
市
バ
ン
キ
プ
ル
の
ダ
ル

マ
・
サ
バ
ー
（
意
訳
す
る
と
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
協
会
」）
と
称
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
の
団
体
に
よ
っ
て
︑
や
は
り
マ
ハ
ン
ト
を
支
持
す
る
陳
情
書
が
提
出
さ
れ

る（
68
）

︒「
ダ
ル
マ
・
サ
バ
ー
」（D

harm
a Sabha

）
に
つ
い
て
は
︑
一
八
三
〇
年
に

カ
ル
カ
ッ
タ
で
︑
ラ
ジ
ャ
・
ラ
ダ
カ
ン
ト
・
デ
ブ
ら
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
︑

ブ
ラ
ン
モ
・
シ
ョ
マ
ジ
運
動
に
対
抗
す
る
︑
保
守
的
な
バ
ラ
モ
ン
知
識
人
の
団

体
が
有
名
で
あ
る
が
︑
そ
の
直
接
的
な
関
係
は
不
明
で
あ
る
︒
ま
た
︑
英
領
期

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
が
政
治
化
す
る
の
は
︑
一
般
に
は
ヒ

ラ
ー
フ
ァ
ト
運
動
が
高
揚
す
る
一
九
二
〇
年
代
以
降
と
さ
れ
る（

69
）

︒
そ
の
た
め
︑

一
八
九
七
年
の
こ
の
ダ
ル
マ
・
サ
バ
ー
の
性
格
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
点
が

多
い
が
︑
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
近
郊
都
市
の
バ
ン
キ
プ
ル
で
声
明
が
出
さ
れ
︑

マ
ハ
ン
ト
も
ま
た
︑
し
ば
し
ば
バ
ン
キ
プ
ル
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
そ
の

意
向
を
受
け
た
宗
教
団
体
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
影
響
力
は
な
お
不
明
で

あ
る
が
︑
し
か
し
︑
ビ
ハ
ー
ル
の
地
元
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
団
体
が
抗
議
の
声
を
上

げ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
︑
少
な
く
と
も
そ
の
対
立
が
マ
ハ
ン
ト
の
個
人
的
な

問
題
を
越
え
た
︑
地
域
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
支
持
を
背
景
に
持
つ
と
い
う
こ

と
を
︑
示
す
形
と
な
っ
て
い
た（

70
）

︒

　
こ
う
し
て
︑
僧
院
領
主
と
し
て
の
マ
ハ
ン
ト
は
︑
イ
ン
ド
人
地
主
階
層
が
組

織
す
る
圧
力
団
体
と
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
意
見
を
代
弁
す
る
地
元
の
宗
教
団

体
に
よ
る
支
持
と
い
う
形
で
︑
政
府
へ
の
圧
力
を
強
め
て
ゆ
く
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

の
地
主
的
所
有
権
に
基
づ
く
寺
院
で
の
宗
教
的
権
利
の
問
題
は
︑
国
際
的
な
仏

教
界
に
よ
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
へ
の
同
情
的
な
世
論
と
は
別
に
︑
イ
ン
ド
国
内
の
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ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
に
よ
る
マ
ハ
ン
ト
へ
の
支
持
の
拡
大
と
い
う
形
で
︑
植
民
地

政
府
に
も
無
視
の
で
き
な
い
問
題
と
な
る
︒
当
局
は
そ
の
反
発
に
配
慮
し
て
︑

ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
僧
侶
が
仏
教
儀
礼
を
行
う
寺
院
で
は
な
く
︑
あ
く

ま
で
も
宿
泊
施
設
で
あ
り
︑
日
本
の
仏
像
は
仮
に
保
管
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
と
し
︑
そ
の
説
明
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る（

71
）

︒

　
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
置
か
れ
た
日
本
の
仏
像
は
︑
こ
う
し
て
喉
に
刺

さ
っ
た
と
げ
の
よ
う
に
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
め
ぐ
る
仏
教
徒
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

と
の
︑
抜
き
差
し
な
ら
な
い
争
点
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

（
3
）
国
際
的
な
仏
教
界
の
対
応

　
内
外
の
世
論
を
喚
起
し
た
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題
に
対
し
て
︑
英
領
政
府

の
態
度
を
強
く
非
難
し
て
い
た
日
本
の
言
論
紙
『
仏
教
』
は
︑
そ
の
後
︑
英
領

政
府
を
非
難
す
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
書
面
と
︑
そ
れ
に
対
す
る
ベ
ン
ガ
ル
政
府

の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
お
け
る
仏
像
の
現
状
維
持
を
認
め
る
五
月
の
決
議
書
を
日

本
語
に
翻
訳
し
て
掲
載
す
る
︒
そ
れ
を
以
て
『
仏
教
』
の
記
者
は
︑
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス
に
対
す
る
マ
ハ
ン
ト
の
主
張
が
却
下
さ
れ
︑
政
府
の
管
理
の
も
と
で
仏
像

の
安
置
と
僧
侶
の
滞
在
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
︑「
平
安
に
局
を
結
び
し
」

と
︑
歓
迎
の
意
を
表
明
す
る（

72
）

︒

　
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題
が
国
際
問
題
に
発
展
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た

在
ボ
ン
ベ
イ
日
本
領
事
館
も
︑
先
述
の
よ
う
に
︑
現
地
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル

な
報
道
に
注
意
を
促
す
と
︑
そ
れ
は
「
日
本
人
民
の
名
を
以
て
︑
も
し
く
は
仏

徒
の
団
体
よ
り
寄
付
し
た
る
が
如
く
︑
誤
解
せ
る
に
よ
る
も
の
」
と
︑
説
明
す

る（
73
）

︒
五
月
十
二
日
に
は
︑
日
本
領
事
館
の
正
式
な
声
明
文
が
公
表
さ
れ
る
が
︑

そ
れ
を
見
る
と
︑
以
下
の
様
に
︑
日
本
の
仏
像
問
題
に
関
わ
る
マ
ハ
ン
ト
と
大

菩
提
協
会
の
関
係
︑
及
び
︑
英
領
政
府
の
対
応
を
詳
細
に
把
握
し
︑
事
態
の
鎮

静
化
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

摩
訶
菩
提
協
会
︹
＝
大
菩
提
協
会
︺
な
る
も
の
創
立
せ
ら
れ
る
︒
蓋け
だ

し
こ

の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
他
宗
の
有
に
帰
せ
し
め
す
機
あ
れ
ば
即
ち
︑
方
法
を
設

け
て
︑
も
っ
て
仏
徒
を
し
て
之
を
護
持
せ
し
め
ん
と
す
る
は
︑
実
に
該
会

の
主
な
る
希
望
な
る
が
如
し
︒
こ
れ
仏
者
の
見
る
所
を
も
っ
て
す
れ
ば
至

当
の
希
望
な
る
べ
し
と
い
え
ど
も
︑
異
宗
徒
た
る
現
所
有
者
よ
り
見
れ
ば
︑

該
会
の
意
あ
る
い
は
自
己
の
所
有
権
に
不
利
益
を
被
る
な
き
や
の
疑
な
き

能
わ
ず
し
て
︑
自
ら
該
会
と
相
善
ら
ざ
る
の
傾
き
あ
り
︒
ま
た
政
府
よ
り

之
を
見
れ
ば
︑
現
に
仏
徒
の
こ
の
地
に
来
り
詣
る
の
を
妨
げ
ざ
る
以
上
は
︑

こ
と
さ
ら
摩
訶
菩
提
協
会
に
特
典
を
与
え
て
六
百
年
来
︑
占
有
せ
る
現
権

利
者
の
感
情
を
害
し
︑
し
た
が
っ
て
そ
の
宗
派
の
苦
情
を
招
く
は
は
な
は

だ
不
得
策
な
る
の
み
な
ら
ず
︑
従
来
の
情
態
を
そ
の
ま
ま
に
存
す
れ
ば
不

都
合
な
し
︙
︙

　
こ
の
文
面
は
︑
仏
教
聖
地
の
復
興
を
望
む
大
菩
提
協
会
の
宗
教
的
心
情
に
は

理
解
を
示
し
な
が
ら
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
「
現
所
有
者
」
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
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徒
の
マ
ハ
ン
ト
で
あ
る
と
認
め
︑
大
菩
提
協
会
の
活
動
が
そ
の
法
的
な
権
利
を

犯
し
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
感
情
を
刺
激
し
て
ゆ
く
こ
と
に
︑
懸
念
を
示
す
も

の
と
な
っ
て
い
る
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
は
︑
こ
れ
ま
で
も
仏
教
徒
は
自
由
に
往

来
し
て
お
り
︑
政
府
が
特
に
こ
れ
を
妨
げ
て
い
る
訳
で
は
無
い
の
で
︑
植
民
地

政
府
と
い
え
ど
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
反
発
を
招
か
な
い
た
め
に
は
現
状
を
維

持
す
る
の
が
得
策
で
あ
り
︑
そ
れ
以
上
の
特
権
を
大
菩
提
協
会
に
与
え
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
︑
と
い
う
観
測
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
領
事
館
の
声
明
文
は
︑

そ
の
後
の
英
領
政
府
の
対
応
を
的
確
に
と
ら
え
た
も
の
と
言
え
︑『
仏
教
』
の

記
事
が
︑
そ
の
後
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張
は
取
り
上
げ
ず
︑「
平
安
に
局
を

結
」
ん
だ
所
で
終
わ
る
こ
と
に
も
︑
対
応
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

　
同
様
に
︑
ビ
ル
マ
仏
教
界
の
動
向
を
見
て
も
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
呼
び
か
け

を
必
ず
し
も
鵜
呑
み
に
し
た
反
応
で
は
な
く
︑
ビ
ル
マ
知
識
人
に
よ
る
陳
情
書

は
︑
ミ
ン
ド
ン
王
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
や
︑
英
領
政
府
の
歴
史
的
な
寛
容

性
や
宗
教
的
中
立
性
の
政
策
︑
そ
し
て
ビ
ル
マ
仏
教
徒
と
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
と
の
交

流
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
︑
そ
の
通
達
の
撤
回
を
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
た（

74
）

︒

　
す
な
わ
ち
︑
日
本
で
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
呼
び
か
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

大
菩
提
協
会
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
微
妙
な
立
場
を
冷
静
に
把
握
し
て
い
る
様
子

が
見
ら
れ
︑
ビ
ル
マ
で
は
︑
ミ
ン
ド
ン
王
以
来
の
歴
史
的
な
由
緒
を
強
調
す
る

ビ
ル
マ
仏
教
徒
と
大
菩
提
協
会
と
の
微
妙
な
関
係
に
︑
そ
れ
は
対
応
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
た
︒
ビ
ル
マ
か
ら
の
陳
情
書
は
︑
実
際
に
は
現
地
の
有
力
な
仏
教

団
体
や
僧
侶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
︑
当
時
の
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
も
︑
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
の
運
動
が
︑
い
た
ず
ら
に
ビ
ル
マ
で
の
世
論
を
扇
動
し
て
い
る
こ
と

に
︑
懸
念
を
表
明
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た（

75
）

︒

　
大
菩
提
協
会
の
活
動
で
は
︑
そ
の
後
も
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で

の
仏
教
徒
が
置
か
れ
て
い
る
差
別
的
な
状
況
を
︑
そ
の
機
関
誌
や
各
地
で
の
講

演
な
ど
を
通
し
て
訴
え
て
ゆ
く
の
だ
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
主
張
が
直
ち
に
大
菩

提
協
会
の
活
動
へ
の
人
々
の
支
持
に
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
︑
と
い
う
状
況

に
な
っ
て
い
た
︒

　
と
り
わ
け
イ
ン
ド
国
内
で
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
僧
院
長
マ
ハ
ン
ト
を
敵
対
視

す
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
は
︑
結
果
的
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
地
主
階
層
や
地
元

の
宗
教
団
体
か
ら
の
反
発
も
招
く
こ
と
に
な
り
︑
当
初
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運

動
に
同
情
的
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
知
識
人
の
間
で
も
︑
イ
ン
ド
国
内
で
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
の
利
害
と
対
立
す
る
外
国
人
に
よ
る
運
動
と
し
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
へ
の
警
戒
感
が
高
ま
っ
て
ゆ
く
︒
ア
ジ
ア
の
仏
教
徒
の
た
め
の
問
題
と
は
別

に
︑
民
族
主
義
的
な
意
識
を
背
景
と
し
た
イ
ン
ド
国
内
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の

問
題
と
し
て
︑
む
し
ろ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
権
益
を
代
弁
す
る
︑
マ
ハ
ン
ト
の

立
場
に
理
解
を
示
す
意
見
が
高
ま
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
宗
教
会
議
以
来
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
の

親
交
を
深
め
︑
互
い
に
そ
の
活
動
に
エ
ー
ル
を
送
っ
て
い
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー

ナ
ン
ダ
は
︑
一
八
九
七
年
五
月
の
ブ
ル
夫
人
宛
て
の
手
紙
で
は
︑
次
の
様
に
述

べ
て
い
た（

76
）

︒
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「
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
好
人
物
だ
︒
私
は
︑
彼
を
愛
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑

彼
が
︑
イ
ン
ド
人
の
問
題
に
口
を
は
さ
も
う
と
す
る
の
な
ら
︑
そ
れ
は
完

全
に
間
違
っ
て
い
る
︒」

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
︑
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
政
庁
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運

動
に
対
し
て
︑
仏
教
徒
へ
の
宗
教
弾
圧
と
い
っ
た
国
際
世
論
の
反
応
に
配
慮
し

つ
つ
︑
し
か
し
︑
イ
ン
ド
国
内
の
多
数
派
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
刺
激
し
な
い

と
い
う
︑
微
妙
な
対
応
を
迫
ら
れ
て
ゆ
く
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
お
け
る
日
本
の
仏

像
問
題
に
つ
い
て
の
︑
そ
の
後
の
英
領
政
府
の
対
応
を
見
て
ゆ
き
た
い
︒

　

6
　
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
問
題

（
1
）
寺
院
の
買
収
か
ら
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
へ

　
一
八
九
一
年
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
買
収
運
動
か
ら
始
ま
っ

た
マ
ハ
ン
ト
と
の
対
立
は
︑
日
本
の
仏
教
界
を
も
巻
き
込
む
大
き
な
騒
動
を
引

き
起
こ
す
が
︑
こ
う
し
て
十
年
を
経
過
し
て
も
︑
土
地
の
買
収
も
日
本
の
仏
像

の
安
置
も
で
き
ず
︑
具
体
的
な
進
展
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い

た
︒

　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
大
菩
提
協
会
の
活
動
は
︑
日
本
を
含
む
国
際
的
な
仏
教
界

の
世
論
を
一
時
的
に
喚
起
す
る
効
果
は
あ
っ
た
が
︑
そ
の
運
動
の
持
続
的
な
広

が
り
と
い
う
点
で
は
限
定
的
で
あ
っ
た
︒
肝
心
の
イ
ン
ド
で
は
︑
か
え
っ
て
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
徒
側
の
反
発
を
招
く
こ
と
に
な
り
︑
イ
ン
ド
人
地
主
階
層
や
地
域

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
団
体
に
よ
る
支
持
を
背
景
と
し
て
︑
マ
ハ
ン
ト
側
は
仏
像
の

撤
去
を
求
め
る
政
府
へ
の
圧
力
を
高
め
て
ゆ
く
︒「
厳
正
に
中
立
の
立
場
」
を

旨
と
す
る
英
領
政
府
は
︑
マ
ハ
ン
ト
の
地
主
的
所
有
権
者
と
し
て
の
法
的
立
場

を
明
確
に
し
な
が
ら
︑
マ
ハ
ン
ト
と
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
の
宗
教
的
権
利
を
め
ぐ

る
訴
え
に
は
不
介
入
の
姿
勢
を
取
り
︑
事
実
上
の
現
状
維
持
を
続
け
て
ゆ
く
の

で
あ
る（

77
）

︒

　
こ
う
し
た
中
で
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
や
が
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
の
焦
点

を
︑
日
本
の
仏
像
を
安
置
し
仏
教
僧
が
常
駐
し
て
活
動
す
る
た
め
の
︑
新
た
な

レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
へ
と
移
し
て
ゆ
く（

78
）

︒
具
体
的
に
は
︑
政
府
に
よ
る
バ
ン

ガ
ロ
ウ
の
仏
教
徒
へ
の
開
放
や
︑
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
の
た
め
の
︑
土

地
の
斡
旋
を
政
府
に
働
き
か
け
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
︒

　
ミ
ン
ド
ン
王
に
よ
っ
て
一
八
七
〇
年
代
に
建
て
ら
れ
た
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス
は
︑
部
屋
も
狭
く
︑
ト
イ
レ
や
台
所
も
無
い
こ
と
か
ら
︑
以
前
か
ら
滞
在

す
る
僧
侶
や
巡
礼
者
の
苦
情
が
絶
え
ず
︑
マ
ハ
ン
ト
か
ら
も
︑
仏
教
僧
に
よ
る

妨
害
で
巡
礼
者
か
ら
の
お
布
施
が
激
減
す
る
と
い
っ
た
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い

た
︒
ビ
ル
マ
仏
教
界
に
よ
る
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
求
め
る
陳
情
を
受
け
た

英
領
政
府
は
︑
ベ
ン
ガ
ル
政
府
副
知
事
代
行
Ｊ
・
Ａ
・
ボ
ー
デ
ィ
ロ
ン
に
従
え

ば
︑
一
八
九
八
年
に
は
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
の
必
要
性
を
認
め
︑
そ
の
検
討
を

始
め
て
い
る（

79
）

︒
国
際
的
な
仏
教
復
興
運
動
の
高
ま
り
を
受
け
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

へ
の
巡
礼
者
の
拡
大
と
そ
れ
に
伴
う
仏
教
徒
の
聖
地
と
し
て
の
開
発
が
想
定
さ
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れ
て
い
た
こ
と
が
︑
そ
の
背
景
に
は
指
摘
さ
れ
る（

80
）

︒

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
一
八
九
六
年
の
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題
を
受
け

て
︑
ビ
ル
マ
で
は
︑「
既
存
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
修
復
︑
及
び
新
た
な
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
建
設
」
と
い
う
名
目
で
寄
付
が
呼
び
掛
け
ら
れ
︑
マ
ン
ダ
レ
ー
の
仏
教

徒
は
︑
一
万
二
千
八
百
Rs
の
寄
付
を
集
め
て
い
た（

81
）

︒
こ
の
基
金
は
︑
大
菩
提
協

会
マ
ン
ダ
レ
ー
支
部
長
の
名
前
で
報
告
さ
れ
た
が
︑
ビ
ル
マ
仏
教
界
の
陳
情
は

そ
の
後
も
様
々
に
行
わ
れ
︑
特
に
カ
ー
ゾ
ン
総
督
の
ビ
ル
マ
訪
問
に
合
わ
せ
た

一
九
〇
一
年
十
一
月
に
は
︑
仏
教
徒
の
た
め
の
寺
院
の
復
興
と
新
た
な
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
の
建
設
を
求
め
る
陳
情
書
が
提
出
さ
れ
る
︒

　
一
八
九
九
年
一
月
に
イ
ン
ド
総
督
に
就
任
し
た
に
カ
ー
ゾ
ン
は
︑
こ
の
マ
ン

ダ
レ
ー
仏
教
徒
の
陳
情
に
よ
っ
て
初
め
て
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
の
重
要
性
を
認
識

す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
時
に
は
︑
カ
ー
ゾ
ン
総
督
は
︑
ビ
ル
マ
仏
教
徒
に

対
し
て
は
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
問
題
の
解
決
を
約
束
し
︑
ベ
ン
ガ
ル
政
府
に
対
し
て

は
︑
こ
れ
ま
で
の
係
争
の
経
緯
を
報
告
す
る
よ
う
指
示
を
出
し
て
い
る（

82
）

︒

　
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
も
ま
た
︑
ビ
ル
マ
仏
教
徒
に
よ
る
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
の
請

願
と
は
別
に
︑
一
八
九
六
年
以
降
︑
政
府
に
対
し
て
︑
新
た
な
仏
教
徒
の
た
め

の
寺
院
建
設
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た（

83
）

︒

　
そ
も
そ
も
大
菩
提
協
会
は
︑
創
立
の
当
初
か
ら
目
的
と
す
る
の
は
︑「
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
に
仏
教
僧
院
を
建
設
し
︑
仏
教
僧
を
常
駐
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た（

84
）

︒

し
か
し
︑
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
手
狭
な

上
に
︑
そ
の
活
動
を
快
く
思
わ
な
い
マ
ハ
ン
ト
と
は
も
め
事
が
絶
え
ず
︑

一
八
九
三
年
に
は
僧
侶
が
暴
徒
に
襲
わ
れ
る
な
ど
︑
様
々
な
対
立
の
要
因
と

な
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
新
た
な
宿
泊
施
設
の
建
設
は
長

年
の
懸
案
で
あ
っ
た
が
︑
し
か
し
︑
マ
ハ
ン
ト
側
か
ら
見
れ
ば
︑
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
に
よ
る
施
設
建
設
の
計
画
は
︑
マ
ハ
ン
ト
の
既
得
権
益
を
脅
か
す
大
菩
提
協

会
に
よ
る
仏
教
僧
院
の
建
設
を
意
味
し
︑
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い

た
︒

　
そ
こ
で
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
ひ
と
つ
の
代
替
案
と
し
て
︑
地
方
巡
視
官
が
滞

在
す
る
政
府
の
バ
ン
ガ
ロ
ウ
を
︑
仏
教
徒
に
開
放
す
る
と
い
う
提
案
を
当
局
に

行
っ
て
い
る（

85
）

︒
宿
泊
施
設
の
整
っ
て
い
な
い
英
領
期
の
イ
ン
ド
で
は
︑
地
方
ご

と
に
政
府
の
役
人
が
視
察
の
た
め
に
滞
在
す
る
︑
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ハ
ウ
ス
と
呼

ば
れ
る
バ
ン
ガ
ロ
ウ
が
設
置
さ
れ
た
︒
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
バ
ン
ガ
ロ
ウ
は
︑
寺
院

か
ら
五
〇
〇
ｍ
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
あ
り
︑
一
八
八
六
年
に
︑
地
権
者
で
あ
る

マ
ハ
ン
ト
か
ら
政
府
が
土
地
の
リ
ー
ス
を
受
け
る
形
で
建
設
さ
れ
た（

86
）

︒
日
本
の

仏
像
を
安
置
す
る
た
め
の
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
と
し
て
︑
政
府
は
そ
の
バ
ン

ガ
ロ
ウ
を
大
菩
提
協
会
に
貸
与
し
︑
大
菩
提
協
会
は
対
価
と
し
て
四
千
Rs
を
支

払
う
こ
と
で
︑
そ
の
費
用
で
政
府
は
新
た
な
バ
ン
ガ
ロ
ウ
建
設
の
た
め
の
土
地

を
購
入
す
る
と
い
う
入
れ
替
え
案
が
︑
政
府
と
の
間
で
検
討
さ
れ
た
の
で
あ
る（

87
）

︒

　
し
か
し
︑
最
終
的
に
こ
の
代
替
案
は
︑
一
八
九
七
年
六
月
に
イ
ン
ド
政
府
主

席
秘
書
官
ボ
ル
ト
ン
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
︑
話
は
振
り
出
し
に
戻
る（

88
）

︒
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
に
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
建
設
す
る
計
画
に
政
府
が
関
わ
る
こ
と
は
︑

い
ず
れ
に
し
て
も
両
者
の
反
発
を
招
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
︑
当
局
に
よ
っ
て
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改
め
て
︑
現
地
の
紛
争
に
は
不
介
入
の
立
場
が
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
多
様
な
利
害
関
係
者
が
関
わ
る
歴
史
的
な
聖
地
の
よ
う
な
事
例
で
は
︑
何

を
も
っ
て
「
中
立
的
な
立
場
」
と
す
る
の
か
は
︑
実
際
に
は
様
々
な
状
況
に

よ
っ
て
異
な
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
︒

　
上
記
の
代
替
案
で
も
︑
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
必
要
性
を
認
め
た
植
民
地

当
局
は
︑
当
初
は
長
年
の
対
立
の
火
種
の
解
消
に
向
け
て
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の

提
案
を
受
け
る
形
で
バ
ン
ガ
ロ
ウ
の
提
供
を
検
討
し
︑
仲
介
に
動
い
て
い
た（

89
）

︒

し
か
し
︑
そ
の
後
︑
当
局
は
「
厳
正
に
中
立
的
な
立
場
」
か
ら
問
題
は
当
事
者

同
士
の
直
接
の
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
し
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の

計
画
案
を
却
下
す
る（

90
）

︒
そ
の
方
針
転
換
の
背
景
に
は
︑
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設

が
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
新
た
な
宗
教
運
動
（a religious cult grow

ing up

）

の
拠
点
と
な
り
︑
そ
れ
が
イ
ン
ド
国
内
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
を
刺
激
す
る
こ
と

へ
の
︑
当
局
が
強
い
懸
念
が
あ
っ
た（

91
）

︒

　
他
方
︑
政
府
の
対
応
は
行
き
過
ぎ
た
譲
歩
で
あ
り
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る

事
実
上
の
仏
教
僧
院
の
建
設
の
容
認
で
あ
る
と
反
発
す
る
マ
ハ
ン
ト
に
対
し
て

は
︑「
厳
正
に
中
立
的
な
立
場
」
か
ら
問
題
は
当
事
者
同
士
の
交
渉
に
よ
っ
て

解
決
す
べ
き
と
し
な
が
ら
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
建
設
す
る
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
あ

く
ま
で
も
宿
泊
施
設
で
あ
り
︑
も
し
日
本
の
仏
像
が
そ
の
建
物
に
保
管
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
︑
マ
ハ
ン
ト
は
そ
の
撤
去
を
求
め
て
提
訴
す
る
こ
と
が
出
来
る
︑

と
い
う
言
質
を
与
え
て
い
た（

92
）

︒

　
こ
う
し
て
︑
植
民
地
当
局
は
︑
行
き
場
を
失
っ
た
日
本
の
仏
像
の
た
め
の
新

た
な
施
設
を
求
め
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
訴
え
に
対
し
て
は
︑
そ
の
運
動
に
同
情

的
な
国
際
世
論
に
配
慮
し
て
一
定
の
理
解
を
示
そ
う
と
す
る
が
︑
し
か
し
︑
そ

れ
が
英
領
統
治
の
基
盤
で
あ
る
地
主
的
保
有
権
者
と
し
て
の
マ
ハ
ン
ト
の
立
場

に
抵
触
す
る
恐
れ
が
生
じ
る
と
︑
不
介
入
を
表
明
す
る
︒
同
時
に
︑
仏
像
の
撤

去
を
求
め
る
マ
ハ
ン
ト
を
支
持
す
る
イ
ン
ド
国
内
の
世
論
が
政
府
へ
の
批
判
に

向
か
い
そ
う
に
な
る
と
︑「
厳
正
に
中
立
的
な
立
場
」
か
ら
不
介
入
の
原
則
を

表
明
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
新
た
な
施
設
に
は
仏
像
の
安
置
は
認
め
な
い

と
い
う
言
質
を
︑
マ
ハ
ン
ト
側
に
与
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

　
ど
ち
ら
に
も
都
合
の
良
い
解
釈
を
許
容
す
る
二
枚
舌
的
な
説
明
に
終
始
す
る

こ
と
で
︑
そ
れ
は
利
害
関
係
者
が
抱
え
る
争
点
を
︑
か
え
っ
て
拡
大
す
る
こ
と

に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

　
実
際
︑
日
本
の
仏
像
の
撤
去
を
求
め
る
マ
ハ
ン
ト
が
︑
そ
の
後
の
政
府
へ
の

陳
情
活
動
で
繰
り
返
し
言
及
す
る
の
は
︑「
仏
像
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
社
会
に
障

害
を
与
え
る
」
も
の
と
し
て
︑
日
本
の
仏
像
の
撤
去
を
命
じ
た
︑
一
八
九
六
年

四
月
二
日
の
英
領
政
府
に
よ
る
通
達
で
あ
っ
た（

93
）

︒
そ
し
て
︑
日
本
の
仏
像
の
安

置
を
求
め
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
︑
そ
の
後
の
運
動
で
繰
り
返
し
引
用
す
る
の
も
︑

そ
の
命
令
を
取
り
消
し
て
︑
以
後
は
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
仏
像
を
安
置
し
て
も
良

い
と
す
る
︑
五
月
二
十
五
日
の
英
領
政
府
に
よ
る
︑
そ
の
後
の
通
達
撤
回
の
決

議
で
あ
っ
た（

94
）

︒

　
こ
う
し
て
︑
両
者
の
主
張
が
す
れ
違
い
︑
そ
の
調
停
が
困
難
と
な
る
中
で
︑

仏
教
徒
の
巡
礼
者
の
た
め
の
宿
泊
施
設
と
日
本
の
仏
像
の
安
置
先
と
し
て
︑
ま
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た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
マ
ハ
ン
ト
と
の
主
張
の
折
衷
案
と
し
て
︑
当
局
の
肝
い
り

に
よ
る
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
が
開
始
さ
れ
る（

95
）

︒

（
2
）
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
め
ぐ
る
攻
防

　
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
に
つ
い
て
は
︑
長
年
の
懸
案
事
項
の
解
決
策
と

し
て
︑
ビ
ル
マ
仏
教
徒
の
寄
付
金
を
原
資
と
し
て
︑
当
局
の
お
膳
立
て
に
よ
っ

て
計
画
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
マ
ハ
ン
ト
と
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張

の
食
い
違
い
も
あ
り
︑
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
断
片
的
な
記
録
し
か
残
さ
れ
て

い
な
い
︒

　
具
体
的
に
は
︑
パ
ト
ナ
管
区
長
官
Ｌ
・
ハ
ー
レ
の
一
九
〇
二
年
三
月
の
報
告

に
よ
れ
ば
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
計
画
は
︑
一
八
九
九
年
一
月
と

一
九
〇
〇
年
三
月
の
決
議
に
基
づ
き
︑
ガ
ヤ
県
行
政
庁
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
︒

し
か
し
︑
一
九
〇
〇
年
六
月
に
大
菩
提
協
会
は
︑
そ
の
計
画
が
仏
教
徒
の
巡
礼

者
の
滞
在
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
指
摘
し
︑
一
万
三
千
Rs
の
寄
付
金
と
共
に
︑
新

た
な
プ
ラ
ン
を
提
案
す
る（

96
）

︒
県
当
局
は
︑
そ
の
計
画
案
を
一
九
〇
〇
年
七
月
に

承
認
す
る
と
︑
上
級
官
庁
の
ベ
ン
ガ
ル
政
府
の
裁
可
を
求
め
て
い
た
が
︑

一
九
〇
一
年
四
月
の
段
階
で
は
︑
ま
だ
イ
ン
ド
総
督
府
で
は
︑
同
様
に
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
の
建
設
を
求
め
る
マ
ン
ダ
レ
ー
仏
教
徒
の
陳
情
に
対
し
て
︑「
い
か
な

る
ス
テ
ッ
プ
も
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
述
べ
て
い
た（

97
）

︒
そ
の
た
め
︑
最
終

的
に
そ
の
計
画
が
承
認
さ
れ
る
の
は
︑
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
ウ
ッ
ド
バ
ー
ン
が

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
視
察
に
訪
れ
た
︑
一
九
〇
一
年
十
月
と
考
え
ら
れ
る（

98
）

︒

　
そ
の
後
︑
ガ
ヤ
県
長
官
Ｃ
・
Ａ
・
オ
ル
ダ
ム
は
︑
一
九
〇
二
年
三
月
に
︑
建

物
の
基
礎
の
た
め
に
地
面
へ
の
掘
削
が
開
始
さ
れ
︑
レ
ン
ガ
も
焼
か
れ
て
い
る

と
報
告
を
し
て
い
る
の
で
︑
こ
の
時
に
は
す
で
に
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建

設
が
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る（

99
）

︒

　
し
か
し
︑
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
知
っ
た
マ
ハ
ン
ト
は
︑
そ
れ
は

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
仏
教
僧
院
の
建
設
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
︑
強
く
反
発
す
る（

100
）

︒

特
に
マ
ハ
ン
ト
が
問
題
に
し
た
の
は
︑
県
行
政
庁
の
計
画
に
基
づ
き
︑
資
金
は

マ
ン
ダ
レ
ー
の
仏
教
徒
の
寄
進
に
よ
る
と
い
う
当
局
の
説
明
に
も
関
わ
ら
ず
︑

実
際
に
は
そ
の
背
後
で
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
意
向
が
働
き
︑
事
実
上
の
大
菩
提

協
会
に
よ
る
仏
教
僧
院
と
な
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
懸
念
で
あ
っ
た
︒

　
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
完
成
を
間
近
に
控
え
た
一
九
〇
三
年
八
月
十
日
に
︑
英
領

イ
ン
ド
協
会
の
ピ
ア
リ
・
モ
ホ
ン
・
ム
カ
ル
ジ
は
︑
そ
の
政
府
へ
の
陳
情
書
で
︑

次
の
様
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る（

101
）

︒

　
一
八
七
〇
年
代
に
建
設
さ
れ
た
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
ガ
ヤ
県
長
官

が
そ
の
鍵
を
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
渡
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
︑
セ
イ
ロ
ン
僧
が

住
み
着
く
よ
う
に
な
り
︑
結
果
と
し
て
マ
ハ
ン
ト
へ
の
敵
対
的
な
行
動
を
繰
り

返
す
よ
う
に
な
る
︒
そ
の
後
︑
仏
教
徒
の
巡
礼
者
の
寄
進
を
︑
セ
イ
ロ
ン
僧
は

す
べ
て
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て
し
ま
い
︑
マ
ハ
ン
ト
は
寄
進
に
よ
る
収
入
を

絶
た
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
決
定
し
た
県
行
政
庁

は
︑
そ
の
建
設
費
用
と
し
て
一
万
三
千
Rs
を
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
か
ら
受
け
取
る
こ

と
で
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
使
用
権
を
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
付
与
し
よ
う
と
し
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て
い
る
︒
実
際
に
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
日
本
の
仏
像
を
い
ま
も
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス

に
安
置
し
て
お
り
︑
こ
の
仏
像
を
永
続
的
に
祭
壇
に
安
置
す
る
こ
と
で
︑
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
聖
地
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
宗
教
的
権
威
を
︑
そ
れ
は
貶
め

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︑
と
訴
え
る
︒

　
し
か
し
︑
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
ビ
ル
マ
の
ミ
ン
ド
ン
王
が
建
設
し
た
旧
レ

ス
ト
ハ
ウ
ス
は
大
変
に
手
狭
で
︑
以
前
か
ら
巡
礼
者
が
苦
情
を
寄
せ
て
い
た
︒

仏
教
徒
の
巡
礼
者
は
︑
実
際
に
は
︑
マ
ハ
ン
ト
僧
院
の
一
角
を
宿
舎
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
も
多
く
︑
そ
の
た
め
マ
ハ
ン
ト
側
も
︑
仏
教
巡
礼
者
の
便
宜
の
た

め
に
提
案
さ
れ
︑
政
府
が
承
認
を
与
え
た
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
そ
の
も

の
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
必
要
性
を
認
識
し
︑
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
た
︒

　
上
記
の
陳
情
書
で
も
︑
最
終
的
に
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
が
ど
う
し

て
も
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
代
わ
っ
て
そ
の
費
用
の
全
額
を
︑

マ
ハ
ン
ト
側
が
提
供
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
同

時
に
マ
ハ
ン
ト
は
︑
そ
の
費
用
提
供
の
条
件
と
し
て
︑
日
本
の
仏
像
を
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
か
ら
カ
ル
カ
ッ
タ
に
撤
去
す
る
こ
と
︑
及
び
︑
建
物
の
設
計
プ
ラ
ン
や
そ

の
後
の
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
は
︑
す
べ
て
マ
ハ
ン
ト
が
管
理
す
る
こ
と
を
求

め
て
ゆ
く
の
で
あ
る（

102
）

︒
こ
こ
に
は
︑
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
が
︑
大
菩
提

協
会
の
活
動
の
拠
点
と
し
て
の
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
新
た
な
仏
教
寺
院
の

建
設
に
結
び
付
く
こ
と
に
︑
マ
ハ
ン
ト
側
が
強
い
懸
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
だ
ろ
う
︒

　
そ
れ
に
対
し
て
植
民
地
当
局
は
︑
そ
の
建
設
資
金
は
マ
ン
ダ
レ
ー
の
ビ
ル
マ

仏
教
徒
に
よ
っ
て
拠
出
さ
れ
︑
施
設
の
計
画
や
土
地
の
購
入
︑
そ
の
後
の
建
物

の
管
理
は
ガ
ヤ
県
政
庁
が
監
督
す
る
も
の
と
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も

境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
あ
っ
た
日
本
の
仏
像
は
︑
境
内
の
外
に
撤

去
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
説
明
す
る
こ
と
で
︑
マ
ハ
ン
ト
へ
の
理
解
を
求

め
て
い
た（

103
）

︒

　
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
︑
植
民
地
政
庁
は
︑
よ
う
や
く
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に

お
け
る
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
そ
れ
は
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
主
張
と
︑
そ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
介
入
に

反
発
す
る
と
マ
ハ
ン
ト
の
主
張
と
を
折
衷
し
た
︑
玉
虫
色
の
解
決
策
と
言
え
る

も
の
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
最
終
的
に
政
府
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
新
た
な

レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
承
認
す
る
が
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
宿
泊
の
た
め
の

施
設
と
さ
れ
た（

104
）

︒
そ
れ
は
︑
巡
礼
者
の
宿
泊
以
外
の
目
的
に
供
す
る
こ
と
は
で

き
ず
︑
仏
像
の
搬
入
や
僧
侶
の
常
駐
は
認
め
ら
れ
ず
︑
そ
の
維
持
・
管
理
は
す

べ
て
県
行
政
庁
の
監
督
の
も
と
で
行
わ
れ
る
︑
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　
現
在
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
は
︑
大
塔
寺
院
の
境
内
入
り
口
に
あ
た
る
正
門
前
の

ロ
ー
タ
リ
ー
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
に
僧
院
宿
舎
が
建
て
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ

が
英
領
期
に
建
設
さ
れ
た
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
で
あ
る
︒
内
部
は
︑
一
階
に

十
室
︑
二
階
に
四
室
の
宿
泊
施
設
と
︑
百
人
を
収
容
で
き
る
ホ
ー
ル
や
図
書
室

を
備
え
て
い
る（

105
）

︒
そ
の
石
碑
の
銘
文
に
は
︑
セ
イ
ロ
ン
と
ビ
ル
マ
の
仏
教
徒
に

よ
る
一
万
五
千
Rs
の
基
金
に
基
づ
き
︑
ガ
ヤ
県
長
官
オ
ル
ダ
ム
に
よ
っ
て
︑

一
九
〇
一
年
に
こ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
（B

uddhist R
est-H

ouse at B
odh-G

aya

）
が



ダルマパーラのブッダガヤ復興運動と日本人

213

建
立
さ
れ
た
︑
と
記
さ
れ
て
い
る（

106
）

︒
イ
ン
ド
で
は
︑
基
礎
工
事
の
段
階
で
定
礎

式
が
行
わ
れ
る
が
︑
実
際
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
開
堂
は
一
九
〇
三
年
十
月
で
あ

り
︑
そ
の
建
設
に
は
約
二
年
︑
大
菩
提
協
会
の
当
初
の
計
画
か
ら
数
え
る
と
︑

十
二
年
以
上
を
要
し
た
こ
と
が
分
か
る（

107
）

︒ 

　
一
九
〇
一
年
十
一
月
の
カ
ー
ゾ
ン
総
督
に
よ
る
マ
ン
ダ
レ
ー
か
ら
の
照
会
に

対
し
て
︑
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
代
行
ボ
ー
デ
ィ
ロ
ン
が
︑「
そ
の
仏
教
徒
の
た
め

の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
す
で
に
建
設
中
で
あ
る
」
と
回
答
し
た
の
は
︑
こ
の
第

二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た（

108
）

︒

　
し
か
し
︑
も
と
も
と
こ
の
施
設
は
︑
ト
ラ
ブ
ル
の
多
か
っ
た
境
内
の
ビ
ル

マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
代
わ
り
︑
日
本
の
仏
像
を
安
置
す
る
施
設
と
し
て
計
画

さ
れ
た
も
の
で
あ
る（

109
）

︒
し
か
し
︑
そ
の
後
の
マ
ハ
ン
ト
の
猛
烈
な
巻
き
返
し
を

受
け
て
︑
せ
っ
か
く
建
物
は
作
っ
た
の
に
︑
ま
た
し
て
も
そ
の
内
陣
に
仏
像
を

安
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
新
た
な
建
物
に
仏
像
の

安
置
が
で
き
な
く
な
っ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
政
府
へ
の
陳
情
活
動
を
行
い
な

が
ら
︑
引
き
続
き
境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
日
本
の
仏
像
を
「
安

置
」
す
る
こ
と
に
な
る
︒
マ
ハ
ン
ト
側
も
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
留
め

置
か
れ
た
日
本
の
仏
像
に
対
し
て
︑
改
め
て
そ
の
撤
去
を
求
め
て
政
府
に
圧
力

を
強
め
て
ゆ
く
︑
と
い
う
状
況
が
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（

110
）

︒

　
一
九
〇
二
年
一
月
三
〇
日
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
塔
を
訪
れ
た
岡
倉
天
心
が
目
の

当
た
り
に
し
た
の
は
︑
寺
院
境
内
の
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
︒

 

7
　
ま
と
め
に
代
え
て

　
日
本
の
仏
像
の
撤
去
問
題
に
派
生
す
る
︑
大
菩
提
協
会
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
僧
院
長
マ
ハ
ン
ト
と
の
対
立
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
へ
の
陳
情

や
働
き
か
け
︑
そ
し
て
海
外
の
仏
教
徒
に
よ
る
国
際
世
論
の
形
成
や
国
内
の
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
勢
力
の
反
発
と
い
う
形
で
︑
双
方
と
も
一
歩
も
引
か
な
い
抗
争
を

続
け
て
い
た
︒

　
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
政
府
は
︑
国
際
的
な
関
心
を
集
め
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
係
争

が
第
二
の
エ
ル
サ
レ
ム
と
し
て
紛
争
の
要
因
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
︑
ま
た
︑

イ
ン
ド
の
多
数
を
占
め
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
宗
教
的
な
心
情
へ
の
刺
激
を
避

け
る
と
い
う
植
民
地
統
治
上
の
要
請
か
ら
︑
現
地
の
宗
教
的
争
点
に
は
介
入
し

な
い
と
い
う
態
度
を
表
明
し
た
︒
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
ウ
ッ
ド
バ
ー
ン
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
︑
マ
ハ
ン
ト
と
仏
教
徒
と
の
「
両
者
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
限
り
︑

政
府
は
可
能
な
限
り
︑
原
状
を
回
復
し
︑
そ
れ
を
維
持
す
る
も
の
と
す
る
」
と

さ
れ
た（

111
）

︒

　
英
領
政
府
は
︑
国
際
的
な
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
関
心
を
背
景
に
︑
仏
教
徒
の
権

利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
訴
え
る
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
対
し
て
は
︑
マ
ハ
ン
ト
の

地
主
的
な
土
地
所
有
権
の
法
的
権
利
を
侵
害
し
な
い
範
囲
で
の
︑
当
事
者
同
士

の
解
決
を
求
め
て
ゆ
く
︒
日
本
の
仏
像
の
境
内
か
ら
の
撤
去
を
求
め
る
マ
ハ
ン

ト
に
は
︑
宗
教
的
な
争
点
に
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
政
府
の
立
場
を
掲
げ
る
こ
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と
で
︑
現
状
維
持
の
方
針
を
示
し
て
ゆ
く
︒
結
果
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
三
す

く
み
の
関
係
と
な
り
︑
こ
う
着
状
態
が
続
い
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
な
中
で
︑
境
内
の
一
角
を
占
め
る
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
は
︑

大
菩
提
協
会
の
セ
イ
ロ
ン
仏
教
僧
が
引
き
続
き
滞
在
し
︑
仏
教
儀
礼
が
執
り
行

わ
れ
て
い
た
が
︑
寺
院
の
各
所
に
屹
立
す
る
シ
ヴ
ァ
神
の
ご
神
体
で
あ
る
リ
ン

ガ
の
祭
壇
で
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
司
祭
に
よ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
の
一
室
を
占
め
る
ガ
ラ
ス
窓
の
奥
に
は
︑
日
本
か
ら
伝
来
し
た
仏
像
が

置
か
れ
て
い
た
が
︑
実
際
に
は
そ
れ
は
祭
壇
で
は
な
く
︑「
保
管
」
さ
れ
て
い

る
も
の
と
さ
れ
た（

112
）

︒
時
折
︑
訪
れ
る
仏
教
徒
の
巡
礼
者
は
︑
セ
イ
ロ
ン
僧
が
レ

ス
ト
ハ
ウ
ス
の
「
祭
壇
」
に
案
内
を
す
る
の
で
︑
巡
礼
者
の
供
物
め
ぐ
っ
て
境

内
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
司
祭
と
の
反
目
を
繰
り
返
し
︑
そ
れ
は
常
に
マ
ハ
ン
ト
の
不

信
を
招
く
要
因
と
な
っ
て
い
た
︒

　
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
連
れ
立
っ
て
一
九
〇
二
年
一
月
に
大
塔
を
訪
れ

た
天
心
も
ま
た
︑
そ
の
巡
礼
者
の
一
人
と
し
て
︑
こ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
塔
境
内

に
参
詣
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
時
に
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
同

行
し
た
弟
子
の
ノ
レ
シ
ュ
チ
ョ
ン
ド
ロ
・
ゴ
ー
シ
ュ
の
記
録
で
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
に
滞
在
し
た
一
行
の
様
子
は
︑
次
の
様
で
あ
っ
た（

113
）

︒

ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
毎
日
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院

に
参
詣
し
ま
し
た
︒
境
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
石
仏
の
表
情
や
彫
像
の
技
巧
に

つ
い
て
︑
私
た
ち
に
解
説
し
て
く
れ
ま
し
た
︒
境
内
の
北
西
の
角
に
あ
る

建
物
に
は
︑
日
本
の
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
姿
は
︑
ま
さ

に
ス
ワ
ー
ミ
ー
が
座
っ
て
い
る
お
姿
に
そ
っ
く
り
で
し
た
︒

　
こ
の
ノ
レ
シ
ュ
チ
ョ
ン
ド
ロ
の
記
述
か
ら
︑
天
心
一
行
が
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス

ト
ハ
ウ
ス
に
「
安
置
」
さ
れ
た
日
本
の
仏
像
を
︑
興
味
津
々
で
拝
観
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
の
三
か
月
後
に
天
心
は
︑
タ
ゴ
ー
ル
家
の
シ
ュ
レ
ン

ド
ロ
ナ
ト
を
伴
っ
て
︑
再
び
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
問
す
る
︒
こ
の
時
の
天
心
の
訪

問
に
つ
い
て
は
︑
後
に
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
が
詳
細
な
回
想
記
を
残
し
て
い
る

が
︑
本
稿
の
資
料
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
︑
そ
の
経
緯
は
よ
り
具
体
的
に
見
え
て

く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
境
内
の
惨
状
を
目
の
当
た
り
に
し
た
天
心
は
︑「
寺
院
の
荒
廃

と
環
境
の
悪
さ
に
ひ
ど
く
心
を
傷
つ
け
ら
れ
︙
︙
マ
ハ
ン
ト
か
ら
土
地
を
譲
り

う
け
︑
早
速
に
こ
の
聖
地
で
活
動
を
開
始
す
る
以
外
に
方
策
は
無
い
と
判
断
し

た
」
と
︑
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
は
記
し
て
い
る（

114
）

︒
境
内
の
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス
と
は
別
に
︑
こ
の
時
に
は
す
で
に
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
が
開
始

さ
れ
︑
そ
れ
は
基
層
工
事
の
最
中
で
あ
っ
た
が
︑
し
か
し
︑
す
で
に
見
た
よ
う

に
︑
こ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
日
本
の
仏
像
を
安
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
天
心
の
第
二
回
目
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
訪
問
で
は
︑
日
本
か
ら
駆
け
付
け
た

織
田
得
能
も
同
行
し
て
い
た
の
だ
が
︑
こ
の
時
の
境
内
の
様
子
に
つ
い
て
織
田

は
︑
次
の
様
に
記
録
し
て
い
る（

115
）

︒
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数
年
前
︑
ダ
ン
マ
パ
ラ
氏
の
日
本
に
遊
ぶ
や
︑
帰
る
に
臨
み
て
芝
天
徳
寺

住
職
朝
日
秀
宏
氏
に
説
き
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
塔
の
第
二
層
に
安
置
せ
ん
と
の

約
に
て
︑
坐
像
の
阿
弥
陀
仏
一
鷗
を
請
じ
来
り
︙
︙
そ
の
仏
像
を
据
え
ん

と
せ
し
か
ば
︑
堂
守
は
こ
れ
を
寺
主
に
通
じ
て
多
人
数
集
り
来
り
︑
彼
の

仏
像
を
下
し
彼
を
塔
外
に
引
き
出
す
や
︑
濫
み
だ
り
に
人
の
礼
拝
を
妨
害
せ
し
も

の
と
し
て
こ
れ
を
政
府
に
訴
え
︑
つ
い
に
裁
判
沙
汰
と
な
れ
り
︒

︙
︙
た
だ
勿
体
な
き
は
阿
弥
陀
仏
の
尊
像
な
り
︒
こ
の
仏
像
が
火
花
を
散

ら
せ
し
争
い
の
種
と
な
り
た
る
の
み
な
ら
ず
︑
今
は
こ
れ
を
安
置
し
申
す

処
も
無
け
れ
ば
︑
や
む
な
く
ビ
ル
マ
国
の
建
て
し

9

9

9

9

9

9

9

9

一
休
息
所
の
片
隅
に
据

え
奉
り
︙
︙
氏
は
こ
れ
が
た
め
に
十
数
年
以
来
︑
大
菩
提
会
と
い
う
を
立

て
仏
蹟
復
興
を
名
と
せ
し
も
の
な
れ
ば
︑
今
さ
ら
そ
の
事
を
中
止
す
る
こ

と
を
得
ず
︑
つ
い
に
莫
大
の
金
を
費
し
て
政
府
に
哀
訴
し
た
る
結
果
漸
く

政
府
の
命
令
を
も
っ
て
少
許
の
地
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
よ
り
収
容
し
︑
こ
こ

に
政
府
の
建
物
と
い
う
名
の
下
に
只
今
一
棟
を
建
築
す
る
事
に
運
び
し
も

の
と
聞
く
︑
か
か
る
事
情
な
れ
ば
後
こ
こ
に
参
詣
せ
ん
人
は
ダ
ン
マ
パ
ラ

氏
の
名
を
言
わ
ぬ
が
よ
し
︑
ビ
ル
マ
に
て
も
余
り
芳
し
か
ら
ぬ
風
評
を
や

聞
き
し
︙
︙

　
以
上
の
記
述
は
︑
天
心
が
こ
の
時
に
「
マ
ハ
ン
ト
に
対
し
て
︑
日
本
人
の
寺

院
を
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
建
設
す
る
た
め
の
土
地
の
提
供
を
求
め
」
て
い
た
と
す
る
︑

冒
頭
で
取
り
上
げ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
言
葉
を
︑
裏
付
け
る
も
の
と
言
え
る
だ

ろ
う
︒
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
長
年
の
復
興
運
動
に
も
関
わ
ら
ず
︑
こ
う
着
し

た
状
況
が
続
く
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
の
窮
状
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
︑
天

心
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
日
本
人
巡
礼
者
の
た
め
の
︑
そ
し
て
恐
ら
く
は
日
本

の
仏
像
を
安
置
す
る
た
め
の
︑
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
計
画
す
る
の

で
あ
る
︒

　
そ
の
意
味
で
は
︑
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
活
動
は
︑
日
本
人
の
た
め
の
宿

泊
施
設
の
計
画
に
は
留
ま
ら
ず
︑
そ
の
新
た
な
施
設
の
建
設
を
通
し
て
︑
最
終

的
に
は
こ
う
着
状
態
に
あ
っ
た
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動

の
状
況
も
ま
た
︑
打
開
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

　
天
心
が
あ
え
て
︑「
日
本
の
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
同
じ
も
の
で
あ
り
︑

セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
徒
と
は
何
の
関
係
も
な
い
」
と
述
べ
た
の
は
︑
以
上
の
状
況

を
踏
ま
え
る
こ
と
で
︑
初
め
て
そ
の
意
図
が
理
解
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
英

領
政
府
に
よ
る
天
心
へ
の
土
地
売
却
申
請
の
「
却
下
」
と
い
う
経
緯
も
︑
宗
教

的
中
立
性
を
標
榜
す
る
英
領
政
府
に
と
っ
て
︑
日
本
人
に
よ
る
新
た
な
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
建
設
を
通
し
た
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
へ
の
介
入
と
い
う
事
態
が
︑
極
め
て

「
政
治
的
」
な
問
題
に
映
っ
た
こ
と
が
︑
そ
の
理
由
と
し
て
想
定
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
本
稿
は
︑
天
心
に
よ
る
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
計
画
が
構
想
さ
れ
る

背
景
と
し
て
の
︑
植
民
地
統
治
下
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興

運
動
の
経
緯
を
整
理
す
る
に
留
め
る
も
の
と
す
る
︒
そ
の
天
心
の
具
体
的
な
活

動
の
経
緯
と
︑
そ
の
運
動
が
も
た
ら
し
た
影
響
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
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改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

注（
1
）  

A
nagarika D

harm
apala (1864 –1933 )

︑
本
名
はD

on D
avid H

ew
avitharane

︒

（
2
）  

こ
の
三
つ
の
区
分
は
︑
大
ま
か
に
は
︑
後
段
で
取
り
上
げ
る
︑B

isw
as (1975 ) 

の
整

理
に
対
応
す
る
︒
し
か
し
︑B

isw
as

の
議
論
は
︑
後
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
当
時
の
史
料

に
よ
る
具
体
的
な
考
証
や
裏
付
け
が
十
分
で
は
な
く
︑
本
稿
で
は
︑
そ
の
見
解
に
様
々

な
修
正
を
加
え
て
い
る
︒

（
3
）  

D
harm

apala (1893 ).

（
4
）  

こ
の
タ
イ
ト
ル
は
︑
特
に
一
九
〇
一
年
か
ら
一
九
二
三
年
に
用
い
ら
れ
た
︒
ま
た
︑

大
菩
提
協
会
の
創
設
時
の
目
的
に
は
︑「
目
的
　
中
国
︑
日
本
︑
シ
ャ
ム
︑
カ
ン
ボ
ジ
ア
︑

ビ
ル
マ
︑
セ
イ
ロ
ン
︑
チ
ッ
タ
ゴ
ン
︑
ネ
パ
ー
ル
︑
チ
ベ
ッ
ト
︑
ア
ラ
カ
ン
の
仏
教
諸

国
を
代
表
し
て
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
仏
教
僧
院
︑
仏
教
大
学
を
創
設
し
︑
仏
教
僧
侶
を
常

駐
さ
せ
る
こ
と
︑
仏
教
文
献
を
︑
英
語
と
イ
ン
ド
の
現
地
語
で
出
版
す
る
こ
と
︒
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
協
会
　
一
八
九
一
年
五
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
（T

he Journal of M
aha-

B
odhi Society, 1892 , V

ol. 1 , N
o. 1

）︒
な
お
︑
大
菩
提
協
会
の
活
動
の
拠
点
は
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
で
あ
っ
た
が
︑
機
関
誌
発
行
な
ど
の
本
部
は
︑
一
八
九
二
年
よ
り
カ
ル
カ
ッ
タ
に
置

か
れ
︑
財
政
上
の
理
由
か
ら
︑
一
九
〇
五
年
に
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
に
移
転
す
る
︒

（
5
）  

た
と
え
ば
「
ダ
ン
マ
パ
ラ
氏
来
る
」『
通
俗
仏
教
新
聞
』(

一
九
〇
二
年
五
月
二
十
四

日)

︑「
ダ
ン
マ
パ
ー
ラ
氏
の
不
評
判
」『
中
外
日
報
』（
一
九
〇
二
年
七
月
二
日
）
な
ど
︒

そ
の
他
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
日
本
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
︑
特
に
佐
藤
（
二
〇
〇
八
）

が
詳
し
い
︒

（
6
）  

後
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
岡
倉
天
心
の
イ
ン
ド
訪
問
と
イ
ン
ド
社
会
と
の
交
流
に
つ
い

て
は
︑
近
年
︑
様
々
な
形
で
再
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
岡
倉
天
心
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

訪
問
に
焦
点
を
お
い
た
論
考
は
︑
こ
れ
ま
で
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

（
7
）  

た
と
え
ば
︑
田
中
智
学
と
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
思
想
的
対
応
に
つ
い
て
は
大
谷

（
二
〇
一
二
）︑
釈
興
然
の
セ
イ
ロ
ン
仏
教
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
奥
山

（
二
〇
〇
八
）
が
詳
し
い
︒

（
8
）  

岡
倉
天
心
の
イ
ン
ド
訪
問
と
イ
ン
ド
社
会
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
︑
近
年
︑
様
々
な

形
で
再
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒
堀
岡
（
一
九
七
四
︑一
九
八
二
）
の
先
駆
的
研
究
に

加
え
て
︑
特
に
近
年
で
は
︑
稲
賀
（
二
〇
〇
二
︑二
〇
〇
五
︑二
〇
一
四
）
が
︑
近
代
美

術
史
上
の
評
価
を
主
軸
に
据
え
て
︑
そ
の
浩
瀚
な
資
料
の
渉
猟
を
通
し
て
︑
体
系
的
な

検
証
を
行
っ
て
い
る
︒
そ
の
他
︑
岡
倉
（
二
〇
〇
六
︑二
〇
一
三
）︑
岡
倉
登
志
・
岡
本

佳
子
・
宮
瀧
交
二
（
二
〇
一
三
）︑
岡
本
（
二
〇
〇
八
︑二
〇
一
三
︑二
〇
一
四
）
な
ど
の

多
様
な
成
果
を
通
し
て
︑
そ
の
再
評
価
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
イ
ン
ド
側
の
史

料
を
用
い
て
天
心
の
イ
ン
ド
訪
問
の
意
義
を
検
証
す
る
試
み
と
し
て
︑
拙
稿
も
参
照
さ

れ
た
い
（
外
川
︑
二
〇
一
四
a
︑
二
〇
一
四
b
）︒

（
9
）  

A
m

unugam
a (1991 ); T

he D
iary Leaves of the Late V

en. D
harm

apala, T
he M

aha-

B
odhi Journal, V

ol. 53 , N
os. 5 -8 , M

ay-A
ug, pp, 143 -145 .

（
10
）  

一
八
九
一
年
に
コ
ロ
ン
ボ
で
創
設
さ
れ
た
大
菩
提
協
会
は
︑
す
ぐ
に
そ
の
活
動
の
拠

点
を
イ
ン
ド
に
移
し
︑
翌
一
八
九
二
年
に
は
本
部
事
務
所
を
カ
ル
カ
ッ
タ
（
現
在
の
コ

ル
カ
タ
市
）
に
設
置
す
る
︒
現
在
の
イ
ン
ド
大
菩
提
協
会
の
事
務
所
も
︑
神
智
学
協
会

コ
ル
カ
タ
支
部
と
隣
り
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
︒

（
11
）  

天
心
が
イ
ン
ド
人
の
名
前
を
用
い
て
掲
載
し
た
『
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
記
事

で
は
︑
こ
の
宗
教
会
議
を
「
般
若
波
羅
蜜
多
会
」（Prajna Param

ita C
onference

）
と
呼

び
︑
イ
ン
ド
側
の
委
員
長
がN

arendranath Sen

︑
連
絡
先
が2  C

reel R
ow

, C
alcutta

の

M
aha B

odhi Society

気
付
と
な
っ
て
い
た
（B

uddhist C
onference, T

he Japan T
im

es, 

D
ecem

ber 26 , 1902

）︒
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
岡
本
（
二
〇
一
三
）
の
検
証
が
詳
し

い
︒ 

（
12
）  
こ
の
年
に
大
菩
提
協
会
の
本
部
は
カ
ル
カ
ッ
タ
か
ら
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
移
転
し
︑

ノ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
シ
ェ
ン
は
大
菩
提
協
会
の
カ
ル
カ
ッ
タ
支
部
長
と
な
る
︒

（
13
）  

T
he M

aha-B
odhi and the U

nited B
uddhist W

orld, July, 1902 , V
ol. X

I, N
o. 3 .
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（
14
）  
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
カ
ル
カ
ッ
タ
に
戻
る
の
は
︑
一
九
〇
四
年
四
月
（T

he M
aha-B

odhi 

and the U
nited B

uddhist W
orld, X

II, M
arch &

 A
pril, N

os. 11 -12

）︒

（
15
）  

D
harm

apala (1918 : 205 ).

（
16
）  

Indian M
irror, July 16 , 1905 .

（
17
）  

す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
天
心
の
東
洋
宗
教
会
議
を
歓
迎
す
る
記
事
を
︑
い
ち
早
く
イ

ン
ド
で
記
事
に
し
た
の
は
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ

の
後
︑
天
心
に
よ
る
宗
教
会
議
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
二
転
三
転
し
︑
最
終
的
に
は
宗
教
会

議
は
中
止
に
至
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
の
記
事
を
信
じ

て
日
本
に
渡
航
し
た
僧
侶
や
学
者
が
続
出
し
︑
内
外
に
多
大
な
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
︒

当
初
は
天
心
の
計
画
を
好
意
的
に
取
り
上
げ
て
い
た
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ミ
ラ
ー
』
紙
は
︑

一
連
の
騒
動
で
記
事
が
結
果
的
に
誤
報
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
編
集
サ
イ
ド
で
は
天
心

へ
の
不
信
感
も
生
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
九
〇
三
年
三
月
二
十
九
日
に
︑
京

都
の
東
本
願
寺
か
ら
の
電
文
と
し
て
︑
天
心
の
東
洋
宗
教
会
議
が
開
催
さ
れ
な
い
こ
と

を
短
い
記
事
で
伝
え
る
と
︑
そ
の
後
は
こ
の
件
に
つ
い
て
は
︑
一
切
取
り
上
げ
な
く
な

る
の
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
で
︑
天
心
の
名
前
が
伏
せ
ら
れ
て
い
る
理
由
は
不
明
で
あ
る

が
︑
そ
の
背
景
に
は
︑
恐
ら
く
は
三
年
前
の
騒
動
が
影
を
落
と
し
て
い
る
も
の
と
推
測

さ
れ
る
︒

（
18
）  

と
り
わ
け
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
と
日
本
人
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
哲

朗
の
『
大
ア
ジ
ア
思
想
活
劇
─
─
仏
教
が
結
ん
だ
︑
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
史
─
─
』

（
二
〇
〇
八
）
が
︑
当
時
の
日
本
の
様
々
な
史
料
を
渉
猟
し
て
検
証
を
行
っ
て
お
り
︑
大

変
に
示
唆
的
で
あ
る
︒
ま
た
︑
佐
藤
良
純
（
二
〇
一
三
）
の
『
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺

─
─
新
石
器
時
代
か
ら
現
代
ま
で
─
─
』
は
︑
新
石
器
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
︑
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
の
歴
史
を
広
範
な
史
料
の
検
証
を
通
し
て
︑
通
史
的
に
描
い
て
い
る
︒
本
稿
の
作

成
に
当
た
っ
て
は
︑
特
に
佐
藤
良
純
教
授
に
は
︑
貴
重
な
資
料
と
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
頂

い
た
︒
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
︑
謝
意
を
申
し
上
げ
た
い
︒

（
19
）  

こ
れ
ま
で
の
岡
倉
天
心
の
イ
ン
ド
で
の
活
動
に
つ
い
て
触
れ
た
研
究
は
多
い
が
︑
そ

の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
に
お
け
る
役
割
は
︑
部
分
的
な
評
価
に
留
ま
っ
て
い
た
︒
注

（
8
）
で
も
触
れ
た
が
︑
既
存
の
研
究
で
は
︑
主
に
そ
の
文
化
史
的
観
点
や
そ
の
後
の
汎

ア
ジ
ア
主
義
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
の
中
でB

isw
as (1975 ) 

の
論
考

は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
復
興
運
動
に
お
け
る
そ
の
積
極
的
な
意
義
を
評
価
す
る
見
解
と
し
て
︑

貴
重
で
あ
る
︒

（
20
）  

な
お
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
で
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
運
動
は
︑
一
九
一
〇
年
の
高
等
裁
判
所

判
決
に
よ
る
大
菩
提
協
会
の
最
終
的
な
撤
退
ま
で
続
く
の
で
︑
必
ず
し
も
天
心
の
訪
問

に
よ
る
第
三
期
が
︑
そ
の
最
終
局
面
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
具
体
的
に
は
︑

一
九
〇
三
年
の
カ
ー
ゾ
ン
総
督
の
介
入
や
一
九
〇
六
年
の
マ
ハ
ン
ト
側
の
訴
訟
が
︑
そ

の
後
の
運
動
に
転
機
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑
天
心
が
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
を
訪
問
し
︑
そ
の
復
興
運
動
の
一
端
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
背
景
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
︑
特
に
一
八
九
一
年
か
ら
一
九
〇
二
年
ま
で
の
十
二
年
間
の
歴
史
を
扱
っ
て
い

る
︒
そ
の
後
の
大
菩
提
協
会
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
か
ら
の
最
終
的
な
撤
退
ま
で
の
経
緯
に
つ

い
て
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
日
本
人
と
の
交
流
の
そ
の
後
の
展
開
も
含
め
て
︑
稿
を
改

め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
︒
ま
た
︑
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
イ
ン
ド
民
族
運
動
と
の
連

携
を
通
し
た
大
菩
提
協
会
の
活
動
や
︑
独
立
後
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院

管
理
法
の
成
立
な
ど
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
問
題
に
関
わ
る
史
料
は
膨
大
で
あ
り
︑
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
︑
改
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
21
）  

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
歴
史
を
検
証
す
る
た
め
に
は
︑
そ
れ
を
英
領
期
に
限
定
し
て
も
︑

一
八
一
〇
年
代
の
ブ
キ
ャ
ナ
ン
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
踏
査
か
ら
︑
一
九
五
〇

年
代
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
管
理
委
員
会
の
創
設
ま
で
︑
膨
大
な
内
容
を
含
む
︒
た
と
え

ば
︑
仏
教
遺
跡
の
歴
史
に
関
わ
る
日
本
で
の
先
駆
的
な
研
究
に
つ
い
て
は
︑
イ
ン
ド
考

古
学
の
小
西
正
捷
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
（
小
西
（
一
九
八
六
）
な
ど
）︒
本
稿
で
は
︑

既
存
の
考
古
学
︑
仏
教
史
学
︑
文
化
交
流
史
な
ど
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
特
に
英
領

期
の
植
民
地
政
府
の
行
政
史
料
や
イ
ン
ド
人
知
識
人
の
記
録
な
ど
の
イ
ン
ド
側
の
史
料

を
対
比
的
に
用
い
る
こ
と
で
︑
そ
の
検
証
を
試
み
て
い
る
︒

（
22
）  

Singh (1892 ).

（
23
）  

一
連
の
記
事
はLondon D

aily Telegraph

に
掲
載
さ
れ
︑
後
に
そ
れ
はA

rnold (1886 ) 
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に
ま
と
め
ら
れ
た
︒

（
24
）  

M
em

orial from
 certain B

uddhists of Pangoon com
plaining of the orders of the local 

authorities of G
aya directing the the rem

oval of the Japanase im
age of B

uddha out of 

the precincts of the B
uddha G

aya Tem
ple, and of the treatm

ent of the B
uddhist priests 

residing in the B
uddhist R

est-house at that place. N
os. 185 -191 , July, 1896 , Public, 

H
om

e D
epartm

ent, N
ational A

rchives, N
ew

 D
elhi; N

o. 21  and N
o.152 J, H

om
e 

D
epartm

ent Letter, N
o. 2046 , 9

th, N
ovem

ber, 1878 . 

そ
の
他
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
歴
史

つ
い
て
は
︑ B

arua (1931 ); B
arua (2013 ); C

opland (2004 ); C
unningham

 (1892 ); 

G
uha-T

hakurta (2004 ); T
ha M

aha B
odhi Society (1909 ); M

itra (1972 ); Singh (1892 ); 

Trevithick (1999 ; 2006 )

な
ど
を
参
照
し
た
︒
な
お
︑
歴
史
的
な
係
争
の
舞
台
と
な
っ

た
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
イ
ン
ド
独
立
後
に
設
置
さ
れ
た
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
管

理
委
員
会
に
よ
る
寺
院
境
内
の
大
改
修
に
よ
っ
て
︑
一
九
五
六
年
に
解
体
さ
れ
た
︒
そ

の
当
時
の
建
物
の
姿
は
写
真
︱
1
を
︑
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
︑
地
図
︱
1
︑
地
図
︱

2
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
25
）  

政
府
か
ら
調
査
を
依
頼
さ
れ
て
一
八
七
七
年
に
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ
た
ラ
ジ
ェ
ン
ド

ラ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
は
︑
大
塔
の
改
修
を
進
め
る
ビ
ル
マ
人
に
つ
い
て
︑「
彼
ら
は
仏
教

の
真
の
歴
史
に
つ
い
て
無
知
で
あ
り
︑
考
古
学
と
歴
史
に
つ
い
て
全
く
の
無
垢
で
あ
る
」

と
指
摘
し
た
（M

itra 1972 : 66

）︒

（
26
）  

島
地
黙
雷
の
事
績
に
つ
い
て
は
︑「
航
西
日
策
」（『
島
地
黙
雷
全
集
・
第
五
巻
』）
を

参
照
し
た
︒
ま
た
︑
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
は
︑
村
上
（
二
〇
一
一
）
が
詳
し
い
︒

（
27
）  

北
畠
の
事
績
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
（
二
〇
〇
八
︑一
六
〇
︱
二
）
を
参
照
し
た
︒
ま
た
︑

北
畠
の
生
涯
と
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
訪
問
の
様
子
に
つ
い
て
は
︑
神
坂
次
郎
（
一
九
九
四
）
が

詳
し
い
︒

（
28
）  

河
口
慧
海
の
事
績
に
つ
い
て
は
︑
河
口
（
一
九
七
八
）
を
参
照
し
た
︒
ま
た
︑
そ
の

生
涯
に
つ
い
て
は
︑
奥
山
（
二
〇
〇
三
）
が
詳
し
い
︒

（
29
）  

大
谷
探
検
隊
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
周
辺
の
探
索
に
つ
い
て
は
︑
上
原
（
一
九
三
七
）
の
報

告
が
詳
し
い
︒

（
30
）  

も
と
も
と
ガ
ヤ
市
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
は
祖
先
崇
拝
の
聖
地
ガ
ヤ
が
巡

礼
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
イ
ン
ド
で
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
再
認
識
の
経
緯
は
︑

稿
を
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
31
）  

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
生
涯
と
そ
の
活
動
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
運
動
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

仏
教
と
規
定
し
たO

beyesekere (1972 )

や
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
・
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ

（
二
〇
〇
二
︑三
〇
五
︱
三
六
二
）︑
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
（
二
〇
〇
五
︑二
八
八
︱
三
二
八
）

の
古
典
的
研
究
に
始
ま
り
︑
多
岐
に
渡
る
︒
近
年
で
は
近
代
仏
教
へ
の
関
心
を
通
し
て
︑

日
本
で
も
様
々
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
述
べ

た
︑
大
谷
（
二
〇
一
二
）︑
奥
山
（
二
〇
〇
八
）︑
佐
藤
（
二
〇
〇
八
）
の
他
に
も
︑
遠

藤
（
二
〇
一
一
）︑
川
島
（
二
〇
〇
六
ａ
︑
二
〇
〇
六
ｂ
）︑
渋
谷
（
一
九
八
〇
︑

 

一
九
八
五
︑一
九
九
九
︑二
〇
一
〇
）︑
杉
本
（
一
九
九
五
︑二
〇
〇
三
︑二
〇
一
〇
︑

 

二
〇
一
二
）︑
鈴
木
（
一
九
九
六
︑八
一
四
︱
八
二
四
）︑
前
田
（
二
〇
〇
六
）︑
山
川

（
二
〇
〇
〇
）
な
ど
優
れ
た
様
々
な
論
考
が
公
に
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
32
）  

『
伝
灯
』
第
十
六
号
︑
一
八
九
一
年
四
月
二
十
一
日
︑
十
七
︱
二
十
頁
︑「
雑
報
」『
浄

土
教
報
』
第
七
十
四
号
︑
一
九
八
一
年
六
月
五
日
︑
三
︱
六
頁
︒

（
33
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑A

sh
er (2004

)

︑C
lau

sen
 (1975

)

︑C
op

lan
d

 (2004
)

︑

K
innard (1998 )

︑Philip (1988 )

︑Trevithick (1999 )

な
ど
が
詳
し
い
︒

（
34
）  

し
か
し
︑
大
塔
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
は
︑
仏
教
徒
側
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
側
の
双

方
か
ら
そ
の
歴
史
的
起
源
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
︑
一
八
九
五
年
の
カ
ル
カ
ッ
タ
高

等
裁
判
所
の
判
決
で
も
︑
大
き
な
争
点
と
さ
れ
た
︒
そ
の
詳
細
は
︑
し
か
し
︑
稿
を
改

め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
35
）  

T
he D

iary Leaves of the Late V
en. D

harm
apala, T

he M
aha-B

odhi Journal, V
ol. 51 , 

N
os. 5 -6 , M

ay-June, pp, 127 -134 , 1943 .
（
36
）  

T
he D

iary Leaves of the Late V
en. D

harm
apala, T

he M
aha-B

odhi Journal, V
ol. 51 , 

N
os. 5 -6 , M

ay-June, pp. 127 -134 , 1943 ; V
ol. 51 , N

os. 7 -8 , July-A
ugust, pp. 165 -175 , 

1943 .

（
37
）  

釈
雲
照
（
一
九
七
八
︑一
五
八
︱
九
）
に
よ
れ
ば
︑「
堀
内
︑
東
海
︑
天
徳
寺
朝
日
︑
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写真―1　ビルマ・レストハウスの写真
左側の格子ガラスの窓の奥に、日本の仏像が「安置」されていた。

（Oppression and Tyranny at Buddha Gaya, The Visit of the Lieutenant 

Governor of Bengal to the temple on December 3rd, 1909. Colombo: Maha 

Bodhi Society, p.7）

写真―2　日本の仏像（阿弥陀如来坐像）
1893 年にブッダガヤ大塔に寄進された日本の仏
像。現在は、コルカタのインド大菩提協会本部事
務所に付設するダルマラージカ僧院に安置されて
いる。（2015 年 1 月、筆者撮影）

地図―1　釈興然が描いたビルマ・レストハウス
境内の外周、大塔の北西側（乾の方角）に「乾院」（住
師興然）が見られる。興然は、「去る 1 月 24 日を以て
塔の乾院なる一院に入り永く止住の道場と定めたり」
と記している。（「雑報」『浄土教報』74 号、1891 年 6 

月 5 日、三頁）

地図―2　  カニンガムの測量図に見られる
 ビルマ・レストハウス
境内の北西に記載されたビルマ・レストハウスは、実
測図に基づくため、その位置と建物の大きさがうかが
える。（Cunningham, Major-General Sir A. 1892 Mahabodhi, 
or TheGreat Buddhist Temple under the Bodhi Tree at Buddha-
Gaya, London: W.H. Allen, plate I より抜粋）

ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
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青
鹿
秀
栄
等
︑
七
名
ば
か
り
の
委
員
会
有
之
︑
議
決
は
何
分
土
地
購
入
は
さ
て
お
き
︑

年
々
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
常
在
僧
四
五
名
の
賄
い
供
養
費
︑
日
本
よ
り
参
拝
の
旅
費
入
用
に

候
間
︑
そ
の
た
め
に
印
度
仏
蹟
興
復
会
を
設
立
し
月
々
一
人
に
三
十
銭
位
の
掛
金
に
て

合
年
三
千
金
位
拠
出
し
」
と
あ
る
（
明
治
二
十
三
年
七
月
十
八
日
）︒
ま
た
︑
設
立
の
呼

び
か
け
は
︑「
雑
報
」（『
浄
土
教
報
』
七
十
四
号
︑
一
八
九
一
年
六
月
五
日
）︑「
印
度
仏

蹟
興
復
会
に
賛
成
を
請
う
書
」（
川
合
清
丸
︑『
浄
土
教
報
』
九
十
四
号
︑
一
八
九
一
年

十
二
月
二
十
五
日
）︑
及
び
『
印
度
仏
蹟
仏
陀
伽
耶
霊
塔
図
記
』（
一
八
九
二
年
十
二
月
︑

印
度
仏
蹟
興
復
会
東
京
本
部
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
38
）  

T
he D

iary L
eaves of the L

ate V
en. D

harm
apala, pp. 165 -175 , T

he M
aha-B

odhi 

Journal, V
o. 51 , N

os. 7 -8 , July-A
ugust, 1943 . 

同
様
の
経
緯
は
︑
釈
興
然
も
伝
え
て
い

る
（「
雑
報
」『
浄
土
教
報
』
七
十
四
号
︑
一
八
九
一
年
六
月
五
日
）︒
な
お
︑
ガ
ヤ
市
の

M
agistrate &

 C
ollector

で
あ
っ
たG

eorge A
braham

 G
rierson 

は
︑
も
と
も
と
民
族
学

者
で
あ
り
︑
後
に
言
語
調
査
局
（Linguistic Survey of India

）
の
局
長
と
な
る
︒

（
39
）  

「
雑
報
」『
浄
土
教
報
』
七
十
四
号
︑
一
八
九
一
年
六
月
五
日
︑
及
び
川
合
清
丸
「
印

度
仏
蹟
興
復
会
に
賛
成
を
請
う
書
」『
浄
土
教
報
』
九
十
四
号
︑
一
八
九
一
年
十
二
月

二
十
五
日
︒
ま
た
印
度
仏
蹟
興
復
会
は
︑
一
九
八
二
年
七
月
に
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ア
ー
ノ

ル
ド
の
講
演
会
を
東
京
愛
宕
町
青
松
寺
で
開
催
す
る
（
釈
雲
照
︑
一
九
七
八
︑二
四
七
︱

二
五
一
）︒
諸
宗
僧
侶
二
～
三
百
人
の
出
席
を
見
た
と
さ
れ
る
講
演
会
の
記
録
は
︑
ア
ー

ノ
ル
ド
（
一
八
九
二
）
に
詳
し
い
︒

（
40
）  

買
い
取
り
に
必
要
と
さ
れ
た
日
本
円
で
五
千
円
の
う
ち
︑
セ
イ
ロ
ン
に
戻
っ
た
ダ
ル

マ
パ
ー
ラ
が
四
千
円
︑
釈
興
然
を
通
し
て
日
本
の
仏
教
界
か
ら
は
︑
一
千
円
を
調
達
す

る
手
筈
と
な
っ
て
い
た
（「
雑
報
」『
浄
土
教
報
』
七
十
四
号
︑
一
八
九
一
年
六
月
五
日
）︒

（
41
）  

釈
雲
照
（
一
九
七
八
︑一
三
二
︱
一
三
四
︑二
七
八
︱
二
七
九
）︑
東
元
（
一
八
八
二
）︒

日
本
の
使
節
は
︑
十
月
十
四
日
に
︑
セ
イ
ロ
ン
を
経
由
し
て
カ
ル
カ
ッ
タ
に
到
着
し
た

（T
he D

iary Leaves of the Late V
en. D

harm
apala, T

he M
aha-B

odhi Journal, V
ol. 53 , 

N
os. 5 -8 , M

ay-A
ug, pp. 143 -145 .

）︒

（
42
）  
T

he M
aha B

odhi Society, Its H
istory and Influence, in M

aha B
odhi Society of India, 

D
iam

ond Jubilee Souvenir, 1891 -1951 , C
alcutta, 1952 , pp. 66 -132 . 

こ
の
時
の
参
加

者
は
︑
日
本
か
ら
は
釈
興
然
︑
徳
沢
智
恵
蔵
︑
阿
刀
宥
乗
︑
セ
イ
ロ
ン
か
らB

hikshu 

Sum
angala

とD
harm

apala

︑
中
国
か
ら
雍
和
宮
のLam

a To-C
hiya

︑
チ
ッ
タ
ゴ
ン
か

らK
rishna C

handra C
how

dhury

とG
irish C

handra D
ew

an

︑
チ
ッ
タ
ゴ
ン
丘
陵
地
帯

か
らC

hakm
a Sub-C

hief, H
ill Tracts

とA
m

al K
han D

ew
an

︑
そ
し
て
︑
タ
イ
の
皇
太

子C
handradat

の
秘
書
︑
ビ
ル
マ
・
パ
ー
リ
ー
語
協
会
の
代
表M

oung Shoung

等
の

名
前
が
見
ら
れ
る
（T

he M
aha B

odhi Society, its H
istory and Influence, in M

aha 

B
odhi Society of India, D

iam
ond Jubilee Souvenir, 1891 -1951 ,C

alcutta, 1952 , pp. 66 -

132 ; T
he M

aha-bodhi Journal, A
pril, 1893 , p. 3 .

）︒

（
43
）  

こ
の
時
に
︑
徳
沢
智
恵
蔵
は
︑
西
本
願
寺
が
寺
院
を
買
収
す
る
意
思
を
マ
ハ
ン
ト
に

伝
え
る
権
限
が
自
ら
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
︑
と
述
べ
た
︒
阿
刀
宥
乗
は
︑
マ
ハ
ン
ト
が

寺
院
の
売
却
を
希
望
す
る
金
額
を
書
面
で
提
示
す
る
な
ら
ば
︑
日
本
の
す
べ
て
の
宗
派

は
そ
の
た
め
の
基
金
を
募
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
（T

he M
aha B

odhi Society, Its H
istory 

and Influence, in M
aha B

odhi Society of India, D
iam

ond Jubilee Souvenir, 1891 -1951 , 

C
alcutta, 1952 , pp. 66 -132 ; T

he M
aha-bodhi Journal, A

pril, 1893 , p. 3

）︒
釈
雲
照

（
一
九
七
八
︑二
五
八
︱
二
六
二
︑二
七
八
︱
二
七
九
）
に
よ
れ
ば
︑
基
金
は
︑
西
京
の
諸

本
山
か
ら
毎
年
一
千
円
︑
ま
た
︑
発
起
人
協
賛
者
の
斡
旋
に
よ
っ
て
二
千
円
を
募
集
し
︑

そ
の
う
ち
一
千
円
は
年
々
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
へ
の
修
行
に
参
籠
す
る
僧
侶
の
費
用
に
充
て
︑

別
に
二
千
円
を
積
立
て
て
十
年
後
に
二
万
円
の
基
金
と
し
︑
そ
こ
か
ら
年
に
一
千
円
の

運
用
益
を
支
出
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
︒
な
お
︑
こ
の
時
点
で
は
日
蓮
宗
と
曹
洞
宗

は
︑
ま
だ
基
金
へ
の
参
加
が
検
討
中
と
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
当
初
は
日
本
人
僧
侶
三
人
以
上
︑

印
度
僧
三
人
以
上
と
浄
人
共
十
人
以
上
の
供
養
料
が
計
画
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
「
南

北
仏
教
交
通
の
た
め
に
」
必
要
な
方
法
あ
る
と
さ
れ
た
（
一
九
七
八
︑一
五
五
︱

一
五
八
）︒
そ
の
後
︑
印
度
仏
蹟
興
復
会
は
︑
一
八
九
三
年
十
二
月
に
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
の
来
日
に
あ
わ
せ
て
日
本
大
菩
提
会
と
改
称
さ
れ
︑
釈
雲
照
と
ダ
ル
マ
パ
ラ
ー
ラ
が

代
表
と
な
り
︑
①
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
土
地
の
買
収
︑
②
僧
侶
の
派
遣
︑
③
巡
礼
の
た
め
の

道
俗
巡
礼
会
を
作
る
︑
と
い
う
方
針
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（『
浄
土
教
報
』
一
六
四
号
︑
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一
八
九
三
年
十
二
月
五
日
）︒

（
44
）  

T
he D

iary Leaves of the Late V
en. D

harm
apala, T

he M
aha-B

odhi Journal, V
ol. 51 , 

N
os. 7 -8 , July-A

ugust, pp. 165  -175 , 1943 ; V
ol. 52 , N

os. 1 -2 , January-Februay, pp. 

37 -39 , 1944
︑
及
びA

 H
indu Point of V

iew
 on the B

odha-G
aya Tem

ple, B
alindralal 

D
as, 1936 .

（
45
）  

Sangharakshita (1980 : 77 ). 

そ
の
他
︑Barua (2013 : 168 ); Trevithick (2006 : 85 ) 

な
ど
︒

（
46
）  

L
ansdow

ne C
ollection. C

orrespondence w
ith Persons in India (LC

C
PI), V

ol. 21 , 

N
ovem

ber 6 , 1891  (261 b), M
ss, E

ur, D
558 /21 , IO

R
, B

ritish Library.

（
47
）  

LC
C

PI, A
ugust 26 , 1891 , V

ol. 21 , N
ovem

ber 6 , 1891  (261 b), M
ss, E

ur, D
558 /21 , 

IO
R

, B
ritish Library.

（
48
）  

ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
日
本
滞
在
中
の
様
子
に
つ
い
て
は
︑佐
藤
（
二
〇
〇
八
）
が
詳
し
い
︒

（
49
）  

発
願
者
は
西
久
保
天
徳
寺
の
朝
日
秀
宏
で
︑
神
奈
川
県
三
浦
郡
の
信
徒
の
浅
葉
仁
右

衛
門
よ
り
寄
進
さ
れ
た
定
朝
作
頼
朝
公
勧
進
の
仏
像
と
さ
れ
る
︒『
浄
土
教
報
』
第

一
六
四
号
︑
一
八
九
三
年
十
二
月
五
日
︒

（
50
）  

W
. C

. M
acpherson (1896 ), Judgem

ent in the C
alcutta H

igh C
ourt, Jaipal G

ir A
nd 

O
rs. vs H

. D
harm

apala on 22 A
ugust, 1895, IL

R
 23  C

al 60 , (Indiankanoon.org/

doc/1821486 ). 

そ
の
他
︑D

. J. M
acpherson (1921 : 9 ); Sangharakshita (2014 : 90 -96 )

な
ど
︒

（
51
）  

こ
の
仏
像
は
︑
現
在
︑
イ
ン
ド
大
菩
提
協
会
の
本
部
で
あ
る
︑
コ
ル
カ
タ
の
大
菩
提

協
会
事
務
所
付
設
の
僧
院
︑
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
・
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
・
ビ
ハ
ー
ラ
の
祭
壇

に
安
置
さ
れ
て
い
る
︒
写
真
︱
2
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
52
）  

W
. C

. M
acpherson (1896 ), Judgem

ent in the C
alcutta H

igh C
ourt.

（
53
）  

写
真
︱
1
で
は
︑
左
側
の
格
子
ガ
ラ
ス
の
奥
に
︑
日
本
の
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
︒

そ
の
後
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
一
九
五
六
年
の
大
塔
境
内
の
大
改
修
に
伴
い

解
体
さ
れ
た
が
︑
現
在
の
大
塔
境
内
で
見
る
と
︑
北
西
に
面
す
る
外
壁
の
角
地
の
辺
り

に
立
て
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
54
）  

From
 C

. W
. B

olton, C
hief Secretary to the G

overnm
ent of B

engal, to the Secretary 

to the G
overnm

ent of India, H
om

e D
epartm

ent, dated 27
th, June, 1896 , N

o.21 , L/

PJ/6 /493 , File 2157 , N
o.152 J, Indian O

ffice R
ecords (IO

R
), B

ritish Library. 

（
55
）  

副
知
事
の
決
議
は
四
月
二
日
︑ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
へ
の
通
達
は
九
日
付
と
な
る
︒From

 C
. 

W
. B

olton, to the Secretary to the G
overnm

ent of India, dated 27
th, June, 1896 .

（
56
）  

T
he M

aha-B
odhi Journal, V

ol. 5 , N
os. 1 -2 , M

ay &
 June, 1896 .

（
57
）  

『
仏
教
』
第
一
一
五
︱
一
一
七
号
︑
一
八
九
六
年
︒

（
58
）  

こ
の
記
事
の
執
筆
に
つ
い
て
『
仏
教
』
で
は
︑「
去
月
︑
吾
が
社
の
経
緯
同
人
十
数
名
︑

礫
川
の
某
所
に
会
し
︑口
角
泡
を
飛
ば
し
て
︑檄
文
を
草
し
た
る
」
と
述
べ
て
い
る
︒「
仏

陀
伽
耶
事
件
の
結
果
」『
仏
教
』
第
一
一
六
号
︑
一
八
九
六
年
︑
四
〇
九
︱
四
一
〇
頁
︒

（
59
）  

B
ulletin of B

urm
a R

esearch, V
ol.1 , N

o. 2 , A
utum

n
, 2003 , pp. 42 -47 , SO

A
S. 

M
em

orials from
 the B

uddhist C
om

m
unity of B

urm
a praying for perm

ission to restore 

the B
uddhist shrines at B

uddha G
aya; Proceedings, N

os. 197 -200 , A
pril, 1901 , 

Public-A
, H

om
e D

epartm
ent, N

ational A
rchives, N

ew
 D

elhi.

（
60
）  

From
 L.M

. T
hornton, D

y. Secy to the G
overnm

ent of India, to the C
hief Secretary 

to the G
overnm

ent of B
engal, N

o. 27 -28 , L
/P

J/6 /493 , File 2157 , IO
R

, B
ritish 

Library.

（
61
）  

「
仏
陀
伽
耶
事
件
に
つ
き
て
」『
仏
教
』
第
一
一
六
号
︑
一
八
九
六
年
︑
三
六
三
︱

三
六
四
頁
︒

（
62
）  

Indian M
irror, A

pril 21 , 1896 .

（
63
）  

T
he B

engalee, A
pril 18 , 1896 .

（
64
）  

「
仏
陀
伽
耶
事
件
に
つ
き
て
」『
仏
教
』
第
一
一
六
号
︑
一
八
九
六
年
︑
三
六
三
︱

三
六
四
頁
︒
日
本
領
事
の
声
明
文
で
は
︑「
日
本
国
人
に
対
し
て
礼
を
欠
く
挙
」
で
あ
り

「
日
本
国
民
は
必
ず
や
之
を
憤
慨
す
べ
し
」
と
い
っ
た
誤
っ
た
世
論
が
喚
起
さ
れ
て
い

る
︑
と
指
摘
し
て
い
る
︒

（
65
）  

From
 C

. W
. B

olton, to the Secretary to the G
overnm

ent of India, dated 27
th, June, 

1896 .

（
66
）  

From
 C

. W
. B

olton, to the Secretary to the G
overnm

ent of India, dated 27
th, June, 
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1896 .
（
67
）  

From
 H

onorary Secretary, B
ritish Indian A

ssociation, to the C
hief Secretary to the 

G
overnm

ent of B
engal, N

o. 24 , L/PJ/6 /493 , File 2157 , IO
R

, B
ritish Library.

（
68
）  

From
 B

ankipore, T
he Secretary, D

harm
a Sabha, to the C

hief Secretary to the 

G
overnm

ent of B
engal, N

o. 29 , L/PJ/6 /493 , File 2157 , IO
R

, B
ritish Library.

（
69
）  

Jaffrelot (1996 : 11 -19 ) 

に
よ
れ
ば
︑
一
八
七
五
年
に
創
設
さ
れ
た
ア
ー
ル
ヤ
・
サ
マ
ー

ジ
の
思
想
的
な
影
響
の
も
と
に
︑
そ
の
萌
芽
的
な
政
治
運
動
団
体
が
組
織
さ
れ
る
の
は
︑

一
九
〇
九
年
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
協
会
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
サ
バ
ー
）
が
嚆
矢
と
さ
れ
る
︒

一
八
九
七
年
の
ビ
ハ
ー
ル
で
の
「
ダ
ル
マ
・
サ
バ
ー
」
の
創
設
は
︑
そ
れ
に
先
駆
け
る

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

（
70
）  

そ
の
後
︑
三
月
三
十
日
に
は
︑
パ
ト
ナ
県
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒R

ai Ishw
ari Prasad

他
の
名
前
で
︑
日
本
の
仏
像
を
境
内
の
外
に
撤
去
す
る
よ
う
に
求
め
る
請
願
書
も
見
ら

れ
た
（M

em
orandum

 by the B
engal G

overnm
ent w

ith notes by M
r. J.A

. B
ourdillon. 

Letter from
 H

is H
onour M

r. J.A
. B

ourdillon, C
.I.S., A

cting Lieutenant-G
overnor of 

B
engal, dated 9

th January 1903 , C
C

IA
, Part II, p. 225 , B

ritish Library

）︒

（
71
）  

先
述
の
英
領
イ
ン
ド
協
会
の
声
明
文
で
は
︑
も
し
仏
像
の
撤
去
が
な
さ
れ
ず
︑
現
状

維
持
が
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
間
は
少
な
く
と
も
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
寺
院

と
し
て
の
使
用
は
認
め
ず
︑
宿
舎
以
外
の
目
的
で
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
と
述
べ
て
い
た
（L/PJ/6 /493 , File 2157 , N

o. 21

）︒
後
述
の
よ
う
に
︑
最
終
的
に
政

府
は
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
建
設
を
認
め
る
が
︑「
厳
正
に
中
立
の
立
場
」
か
ら
︑
こ
の
レ
ス

ト
ハ
ウ
ス
を
寺
院
と
し
て
は
認
め
ず
︑
こ
の
声
明
文
の
主
張
に
沿
っ
た
決
定
を
下
す
こ

と
に
な
る
︒

（
72
）  

次
号
の Journal of the M

aha-B
odhi Society 

に
は
︑
そ
の
詳
報
が
報
告
さ
れ
る
だ
ろ
う

と
楽
観
的
に
述
べ
て
い
る
が
︑
実
際
に
は
そ
の
裁
定
は
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
意
図
し
て

い
た
形
と
は
程
遠
い
も
の
と
な
っ
た
︒
最
終
的
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
の
退
去
が
確
定

し
た
一
九
一
〇
年
四
月
に
は
︑
仏
像
の
寄
贈
を
受
け
た
一
九
八
三
年
以
来
︑
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
で
の
運
動
に
日
本
か
ら
の
支
援
が
ま
っ
た
く
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ

は
失
望
を
隠
さ
な
か
っ
た
︒T

he Japanese Im
age of B

uddha, T
he M

aha-B
odhi Society 

and the U
nited B

uddhist W
orld, V

ol. X
V

III, N
o. 4 , A

pril, 1909 .

（
73
）  

「
仏
陀
伽
耶
事
件
に
つ
き
て
」『
仏
教
』
第
一
一
六
号
︑
一
八
九
六
年
︑
三
六
三
︱

三
六
四
頁
︒
な
お
︑
本
稿
で
は
︑『
仏
教
』
な
ど
の
旧
仮
名
遣
い
の
記
事
に
つ
い
て
は
︑

適
宜
︑
新
仮
名
遣
い
を
補
い
︑
文
意
を
取
り
や
す
く
し
た
︒

（
74
）  

B
ulletin of B

urm
a Research, V

ol. 1 , N
o. 2 , A

utum
, 2003 , SO

A
S.

（
75
）  

M
em

orials from
 the B

uddhist C
om

m
unity of B

urm
a praying for perm

ission to 

restore the B
uddhist shrines at B

uddha G
aya.

（
76
）  

M
ay 5

th, 1897 , Letter to M
rs. B

ull, T
he C

om
plete W

orks of Sw
am

i V
ivekananda, V

ol. 7 , 

pp. 505 -6 .  

こ
の
傾
向
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
を
め
ぐ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
反
発
の

高
ま
り
と
と
も
に
顕
著
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
ピ
ア
リ
・
モ
ホ

ン
と
の
関
わ
り
も
含
め
て
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
77
）  

From
 C

. W
. B

olton, to the Secretary to the G
overnm

ent of India, dated 27
th, June, 

1896 .

（
78
）  

ち
な
み
に
︑
一
八
九
一
年
十
月
の
国
際
仏
教
会
議
に
参
加
し
た
徳
沢
智
恵
蔵
は
︑
す

で
に
こ
の
時
点
で
︑
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
そ
の
も
の
の
取
得
で
は

な
く
︑
境
内
周
辺
の
地
所
の
取
得
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
不
満
を
述
べ
て

い
る
（
徳
沢
智
恵
蔵
「
仏
陀
伽
耶
に
就
て
の
書
簡
」『
伝
道
会
雑
誌
」
四
十
九
（
九
）︑

一
八
九
七
年
︑
三
十
三
︱
三
十
五
頁
）︒
そ
の
た
め
︑
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
建
設
へ
と
傾
く
ダ

ル
マ
パ
ー
ラ
の
方
針
転
換
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
な
お
解
明
の
余
地
が
あ
る
︒

（
79
）  

M
em

orials from
 the B

uddhist C
om

m
unity of B

urm
a praying for perm

ission to 

restore the B
uddhist shrines at B

uddha G
aya.

（
80
）  

R
eport and Proceedings of a C

om
m

ission to B
udha-G

aya, Saroda C
haran M

itra &
 

H
apaprasad Sastri, June 13

th, 1903 , C
alcutta, M

ss, E
ur, F111 /242 , C

urzon C
ollection, 

B
ritish Library.

（
81
）  

M
em

orandum
 by the B

engal G
overnm

ent w
ith notes by M

r. J.A
. B

ourdillon. Letter 

from
 H

is H
onour M

r. J.A
. B

ourdillon, C
.I.S., A

cting Lieutenant-G
overnor of B

engal, 
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dated 9
th January 1903 ; C

urzon C
ollection, Indian A

rchaeology (C
C

IA
), Part II, p. 

225 , M
ss, E

ur, F111 /620 , 1899 -1905 , B
ritish Library; L/PJ/6 /493 , File 2157 , N

o.27 -

28 , IO
R

, B
ritish Library.

（
82
）  

そ
の
後
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
問
題
の
こ
れ
ま
で
の
係
争
の
経
緯
を
ま
と
め
た
副
知
事
代
行

ボ
ー
デ
ィ
ロ
ン
の
報
告
に
基
づ
き
︑
カ
ー
ゾ
ン
総
督
は
︑
過
去
の
経
緯
や
寺
院
問
題
へ

の
法
令
の
適
用
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
︑
議
論
を
重
ね
て
ゆ
く
︒
そ
の
具
体
的
な
内
容

に
つ
い
て
は
別
稿
で
譲
り
︑
こ
こ
で
は
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
問
題
を
中
心
に
見
て
ゆ

き
た
い
︒

（
83
）  

From
 H

. D
harm

apala, to the Private Secretary to H
is H

onour Sir A
lexander 

M
aC

kenzie, N
o.25 , L/PJ/6 /493 , File 2157 , IO

R
, B

ritish Library.

（
84
）  

T
he Journal of M

aha-B
odhi Society, 1892 , V

ol.1 , N
o. 1 .

（
85
）  

From
 H

. D
harm

apala, to the Private Secretary to H
is H

ouner Sir A
lexander 

M
aC

kenzie; From
 C

. E
. A

. W
. O

ldham
, to the C

om
m

issioner of the Patha D
ivision. 

（
86
）  

N
os. 77  to 93  and K

. W
. (N

. P.), Proceedings, Septem
ber Public, 1897 , H

om
e 

D
epartm

ent, N
ational A

rchives, N
ew

 D
elhi.

（
87
）  

From
 J. A

. B
ourdillon, to the C

hief Secretary to the G
overnm

ent of B
engal.

（
88
）  

そ
の
直
接
的
な
理
由
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
領
主
的
地
主
で
あ
る
マ
ハ
ン
ト
と
政
府
と

の
地
所
契
約
の
経
緯
か
ら
︑
政
府
が
リ
ー
ス
し
た
土
地
を
改
め
て
大
菩
提
協
会
に
リ
ー

ス
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
後
に
判
明
し
た
た
め
︑
と
さ
れ
る
︒

（
89
）  

From
 J. A

. B
ourdillon, to the C

hief Secretary to the G
overnm

ent of B
engal.

に
よ
れ

ば
︑
こ
の
計
画
は
︑
も
と
も
と
は
県
長
官
サ
ベ
ー
ジ
に
よ
る
発
案
で
あ
り
︑
一
八
九
六

年
九
月
に
は
当
局
で
検
討
さ
れ
て
い
た
︒

（
90
）  

M
em

orandum
 by the B

engal G
overnm

ent w
ith notes by M

r. J. A
. B

ourdillon. 

Letter from
 H

is H
onour M

r. J. A
. B

ourdillon, C
. I. S., A

cting Lieutenant-G
overnor of 

B
engal, dated 9

th January 1903 , C
C

IA
, Part II, p. 225 , B

ritish Library.

（
91
）  

N
os. 77  to 93  and K

. W
. (N

. P.), Proceedings, Septem
ber Public, 1897 .

（
92
）  

N
os. 77  to 93  and K

. W
. (N

. P.), Proceedings, Septem
ber Public, 1897 .

（
93
）  

Letter from
 R

aja Peary M
ohun M

ukherjea, to E
. L. L. H

am
m

ond, E
sq., dated 10

th, 

A
ugust, 1903 , regarding M

ahanth, C
C

IA
, p. 291 -292 , B

ritish Library. 

こ
の
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス
か
ら
の
仏
像
の
撤
去
の
問
題
は
︑
最
終
的
に
は
一
九
〇
六
年
の
マ
ハ
ン
ト
に
よ
る

訴
訟
で
実
行
に
移
さ
れ
る
が
︑
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
94
）  

T
he Japanese Im

age of B
uddha, T

he M
aha-B

odhi and the U
nited B

uddhist W
orld, 

N
o. 4 , A

pril, 1909 , pp. 446 -447  

な
ど
︒

（
95
）  

「
第
二
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」
と
い
う
名
称
は
︑
ビ
ル
マ
・
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
と
の
混
同
を
避

け
る
た
め
に
︑
本
稿
で
便
宜
的
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
︒
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
︑
ガ

ヤ
県
行
政
庁
は
︑そ
の
名
称
を B

uddhist R
est-H

ouse at B
odh-G

aya 

と
し
︑ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
は
こ
れ
を
︑M

aha-B
odhi D

harm
asala at B

uddha-G
aya 

と
呼
ん
だ
︒D

harm
asala 

と

は
︑
一
般
に
︑
巡
礼
者
の
宿
泊
施
設
を
さ
し
︑
僧
侶
が
滞
在
し
︑
仏
像
を
安
置
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
は
︑
こ
の D

harm
asala 

に
︑
大
菩
提
協
会
が
指
名
す
る

僧
侶
を
常
駐
さ
せ
る
よ
う
求
め
た
が
︑
後
述
の
よ
う
に
︑
こ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
最

終
的
に
県
当
局
が
建
設
し
︑
そ
の
運
営
も
政
府
が
監
督
す
る
こ
と
に
な
り
︑
当
局
は
僧

侶
の
常
駐
を
認
め
な
か
っ
た
（T

he A
nagarika D

harm
apala

ʼs Services to the C
ause of 

the B
uddha Sasana from

 1882  to 1933 . in T
he M

aha B
odhi, pp.45 -49 , V

ol. 121 , N
o.1 , 

Septem
ber 2014 , M

aha B
odhi Society of India, K

olkata.

）︒
こ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
現

在
の
名
称
は
︑M

aha B
odhi Society of India-B

uddhagaya C
entre

と
な
っ
て
い
る
︒
ま

た
︑
そ
の
他
に
も
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
は
︑
マ
ハ
ン
ト
僧
院
の
庭
園
の
一
角
に
ビ
ル
マ
王
が

建
立
し
た
︑B

ig B
radari G

uest H
ouse

と
呼
ば
れ
る
︑
仏
教
徒
の
巡
礼
者
の
た
め
の
三

部
屋
か
ら
な
る
平
屋
の
大
き
な
宿
泊
施
設
が
あ
り
︑
こ
れ
は
現
存
す
る
︒
ま
た
︑
か
つ

て
は
︑
政
府
の
巡
視
官
が
滞
在
す
る
た
め
の
ダ
ー
ク
バ
ン
ガ
ロ
ウ
（D

ak-B
ungalow

）

と
呼
ば
れ
る
宿
舎
が
寺
院
近
く
に
あ
り
︑
し
ば
し
ば
巡
礼
者
も
利
用
し
た
︒

（
96
）  

N
o. 7 -C

, M
arch 14 , 1902 , R

epresentation from
 the B

udhist C
om

m
unities of 

M
andalay and R

angoon regarding the m
anagem

ent of the B
udha-G

aya tem
ple and 

certain other m
atters, Septem

ber 1902 , N
o. 9 , Public-D

eposit, H
om

e D
epartm

ent, 
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N
ational A

rchives, N
ew

 D
elhi.

（
97
）  

C
on

fiden
tial, N

o. 2815 , A
pril 10

th, 1901 , in
 M

em
orials from

 the B
uddhist 

C
om

m
unity of B

urm
a praying for perm

ission to restore the B
uddhist shrines at 

B
uddha G

aya, Proceedings, N
os. 197 -200 , A

pril, 1901 , Public-A
, H

om
e D

epartm
ent, 

N
ational A

rchives, N
ew

 D
elhi.

（
98
）  

T
he A

nagarika D
harm

apala

ʼs Services to the C
ause of the B

uddha Sasana from
 

1882  to 1933 , in T
he M

aha B
odhi, pp.45 -49 , V

ol. 121 , N
o. 1 , Septem

ber 2014 , M
aha 

B
odhi Society of India, K

olkata. 

こ
の
時
に
︑
ベ
ン
ガ
ル
副
知
事
ウ
ッ
ド
バ
ー
ン
は
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
の
視
察
に
訪
れ
て
建
設
を
承
認
し
︑
ビ
ル
マ
の
仏
教
徒
の
基
金
が
大
菩
提
協
会

を
通
し
て
県
当
局
に
支
払
わ
れ
た
と
さ
れ
る
︒

（
99
）  

D
em

i-official, A
pril 8

th, 1902 , R
epresentation from

 the B
udhist C

om
m

unities of 

M
andalay and R

angoon regarding the m
anagem

ent of the B
udha-G

aya tem
ple and 

certain other m
atters, Septem

ber 1902 , N
o. 9 , Public-D

eposit, H
om

e D
epartm

ent, 

N
ational A

rchives, N
ew

 D
elhi. 

（
100
）  

Letter from
 Srim

ahant K
rishna D

ayal G
ir, to R

aja Peary M
ohun M

ukherjea, dated 

20
th, O

ctober, 1903 , C
C

IA
, p. 315 -320 , B

ritish Library. 

そ
れ
が
過
剰
反
応
だ
と
す
る

政
府
の
見
解
に
つ
い
て
は
︑Letter from

 M
r. J. A

. B
ourdillon, dated 11

th A
ugust, 1903 , 

C
C

IA
, p. 289 -291 , B

ritish Library. 

な
ど
︒

（
101
）  

Letter from
 R

aja Peary M
ohun M

ukherjea, dated 10
th A

ugust 1903 . C
C

IA
, pp. 291 -

292 , B
ritish Library.

（
102
）  

Letter from
 Srim

ahant K
rishna D

ayal G
ir, to R

aja Peary M
ohun M

ukherjea, dated 

20
th O

ctober, 1903 , C
C

IA
, p. 315 -320 , B

ritish Library.

（
103
）  

From
 R

ai Issen C
hunder M

itter B
ahadur, to the C

hief Secretary to the G
overnm

ent 

of B
engal, N

o. 24 , N
o. 44 , L/PJ/6 /493 , File 2157 , IO

R
, B

ritish Library. 

し
か
し
マ
ハ

ン
ト
は
︑
県
当
局
が
マ
ハ
ン
ト
の
意
向
を
「
無
視
し
て
」
新
た
な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
土

地
の
提
供
を
承
諾
し
た
も
の
と
し
て
︑
後
に
不
満
を
表
明
し
て
い
る
（Letter from

 

Srim
ahant K

rishna D
ayal G

ir, to R
aja Peary M

ohun M
ukherjea, dated 20 th, O

ctober, 

1903 , C
C

IA
, p. 315 -320 , B

ritish Library

）︒

（
104
）  

M
em

orandum
 by the B

engal G
overnm

ent w
ith notes by M

r. J. A
. B

ourdillon. 

Letter from
 H

is H
onour M

r. J. A
. B

ourdillon, C
. I. S., A

cting Lieutenant-G
overnor of 

B
engal, dated 9

th January 1903 , C
C

IA
, Part II, p. 226 , B

ritish Library.

（
105
）  

T
he M

aha B
odhi Society, Its H

istory and Influence, in M
aha B

odhi Society of India, 

D
iam

ond Jubilee Souvenir, 1891 -1951 , C
alcutta, 1952 , pp. 66 -132 .

（
106
）  

こ
の
一
九
〇
一
年
の
石
碑
の
銘
文
は
︑
大
菩
提
協
会
と
県
当
局
と
で
文
案
が
検
討
さ

れ
た
が
︑
最
終
的
に
そ
の
合
意
を
見
る
の
は
一
九
一
二
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
︒

一
九
一
〇
年
の
カ
ル
カ
ッ
タ
高
等
裁
判
所
で
の
判
決
を
踏
ま
え
る
な
ど
︑
実
際
に
石
碑

が
建
立
さ
れ
る
ま
で
に
は
︑
相
当
の
時
間
を
要
し
た
こ
と
が
分
か
る
（T

he M
aha-B

odhi 

and the U
nited B

uddhist W
orld, V

ol. X
X

II, January, pp. 28 -29

）

（
107
）  

T
he M

aha-B
odhi and the U

nited B
uddhist W

orld, V
ol. X

II, Septem
ber &

 O
ctober, 

1903 , N
o. 5 -6 , pp.44 -45 ; N

ovem
ber &

 D
ecem

ber, N
os.7 -8 , pp. 67 .  

ガ
ヤ
県
行

政
庁
は
︑
そ
の
名
称
を
︑B

uddhist R
est-H

ouse at B
odh-G

aya

と
し
︑
最
終
的
に

一
万
五
四
〇
三
Rs
が
基
金
と
し
て
大
菩
提
協
会
か
ら
支
出
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
な

お
︑
こ
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
︑
独
立
後
に
イ
ン
ド
大
菩
提
協
会
の
管
理
に
置
か
れ
る
こ

と
で
︑
祭
壇
も
設
け
ら
れ
︑
現
在
で
は
僧
院
と
し
て
機
能
し
て
い
る
︒

（
108
）  

N
otes by H

is E
xcellency the V

iceroy on certain m
atte concerned w

ith the B
udhist 

com
m

unity of B
urm

a, February, 1902 , N
o. 21 , D

eposit, H
om

e departm
ent; D

em
i-

official, A
pril 8

th, 1902 , representation from
 the B

udhist com
m

unities of M
andalay 

and R
angoon regarding the m

anagem
ent of the B

udha-G
aya tem

ple and certain other 

m
atters, Septem

ber 1902 , N
o. 9 , Public-D

eposit, H
om

e departm
ent, N

ational 

A
rchives, N

ew
 D

elhi.
（
109
）  
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
県
長
官
サ
ベ
ー
ジ
が
新
た
な
施
設
を
検
討
し
た
一
八
九
六
年

九
月
の
段
階
か
ら
︑
そ
の
使
用
目
的
と
し
て
︑
巡
礼
者
の
宿
泊
と
あ
わ
せ
て
︑
日
本
の

仏
像
の
安
置
と
二
名
の
仏
教
僧
の
常
駐
が
想
定
さ
れ
て
い
た
（L/PJ/6 /493 , File 2157 , 

N
o. 34 -35 , IO

R
, B

ritish Library.

）︒
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（
110
）  
一
九
〇
六
年
九
月
に
マ
ハ
ン
ト
は
︑
改
め
て
日
本
の
仏
像
の
撤
去
を
求
め
る
訴
訟
を

起
こ
す
が
︑
こ
の
時
に
仏
像
撤
去
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
︑
や
は
り
一
八
九
六
年
五
月

二
十
六
日
の
︑
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
現
状
の
ま
ま
と
し
︑
寺
院
へ
の
改
変
を
認
め
な
い
と

す
る
政
府
の
通
達
で
あ
っ
た
（T

he H
indu M

ahant of B
uddha G

aya on the W
ar Path, 

T
he M

aha-B
odhi Journal, V

ol. X
IV, O

ctober, N
o. 10 , 1906 , pp. 154 -157

）︒

（
111
）  

M
em

orials from
 the B

uddhist C
om

m
unity of B

urm
a praying for perm

ission to 

restore the B
uddhist shrines at B

uddha G
aya, Proceedings, N

os. 197 -200 , A
pril, 1901 , 

Public-A
, H

om
e D

epartm
ent, N

ational A
rchives, N

ew
 D

elhi.

（
112
）  

L/PJ/6 /493 , File 2157 , N
o. 21 , 22 , and 23 , dated 27

th, June, July 9
th and 6

th 1986 , 

IO
R

, B
ritish Library.

（
113
）  

G
hosh (1989 ).

（
114
）  

Tagore (1938 ). 

こ
の
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
の
記
述
の
再
検
証
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
で

考
察
す
る
予
定
で
あ
る
︒

（
115
）  

『
中
外
日
報
』
一
九
〇
二
年
七
月
十
三
日
︒
そ
の
他
︑「
織
田
得
能
師
の
印
度
観
察
談
」

（『
伝
灯
』
第
二
六
六
号
︑一
九
〇
二
年
七
月
二
十
八
日
）︑「
印
度
仏
陀
伽
耶
参
拝
記
（
一
）

～
（
二
）」（『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二
年
七
月
三
︱
四
日
）
な
ど
︒
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ア
ー
ノ
ル
ド
︑
エ
ド
ウ
ィ
ン

一
八
九
二
年
『
印
度
仏
蹟
興
復
に
関
す
る
意
見
』
外
山
義
文
訳
︑
鴻
盟
社
︒

稲
賀
繁
美

二
〇
〇
二
年
「
岡
倉
天
心
と
イ
ン
ド
─
─
越
境
す
る
近
代
国
民
意
識
と
汎
ア
ジ
ア
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
帰
趨
─
─
」
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
会
編
『
越
境
す
る
想
像
力
』
人
文
書
院
︑

七
十
六
︱
一
〇
二
頁
︒

二
〇
〇
五
年
「
シ
ス
タ
ー
・
ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
タ
と
岡
倉
天
心
に
お
け
る
越
境
と
混
淆
﹃
母
な

る
カ
ー
リ
ー
﹄︑﹃
イ
ン
ド
生
活
の
経
緯
﹄
と
美
術
批
評
の
周
辺
─
─
天
心
滞
イ
ン
ド
期
の

著
作
へ
の
あ
ら
た
な
洞
察
─
─
」
井
波
律
子
・
井
上
章
一
編
『
表
現
に
お
け
る
越
境
と
混
淆
』

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
︒

二
〇
一
四
年
『
絵
画
の
臨
界
─
─
近
代
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
桎
梏
と
命
運
─
─
』
名
古
屋

大
学
出
版
会
︒

上
原
芳
太
郎
編

一
九
三
七
年
『
新
西
域
記
』
上
・
下
巻
︑
有
光
社
︒

遠
藤
敏
一

二
〇
一
一
年
「
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
と
歴
史
」
奈
良
康
明
・
下
田
正
弘
編
集
委
員
︑
林
行

夫
編
集
協
力
『
静
と
動
の
仏
教
─
─
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
〇
四
／
ス
リ
ラ
ン
カ
・
東
南
ア
ジ

ア
─
─
』
佼
成
出
版
社
︒

大
谷
栄
一

二
〇
一
二
年
「
ア
ジ
ア
の
仏
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
比
較
分
析
」
末
木
文
美
士
編
『
国
際

研
究
集
会
報
告
書
・
第
四
十
一
号
─
─
近
代
と
仏
教
─
─
』︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
︑
一
一
三
︱
一
二
九
頁
︒

岡
倉
登
志

二
〇
〇
六
年
『
世
界
史
の
中
の
日
本
─
─
岡
倉
天
心
と
そ
の
時
代
─
─
』
明
石
書
店
︒

二
〇
一
三
年
『
曽
祖
父
・
覚
三
・
岡
倉
天
心
の
実
像
』
宮
帯
出
版
社
︒

岡
倉
登
志
・
岡
本
佳
子
・
宮
瀧
交
二

二
〇
一
三
年
『
岡
倉
天
心
・
思
想
と
行
動
』
吉
川
弘
文
館
︒

岡
倉
天
心

一
九
七
九
︱
一
九
八
一
年
『
岡
倉
天
心
全
集
』
全
九
巻
︑
平
凡
社
︒

岡
本
佳
子

二
〇
〇
八
年
「
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
と
岡
倉
覚
三
（
天
心
）
─
─
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」『
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』（
別
冊
十
七
）
国
際
基
督
教
大
学
ア
ジ

ア
文
化
研
究
所
編
︑
四
十
九
︱
七
十
五
頁
︒

二
〇
一
三
年
「﹁
般
若
波
羅
蜜
多
会
﹂
を
め
ぐ
る
人
間
模
様
」
岡
倉
登
志
・
岡
本
佳
子
・
宮

瀧
交
二
編
『
岡
倉
天
心
・
思
想
と
行
動
』
吉
川
弘
文
館
︒

二
〇
一
四
年
「
仏
教
を
め
ぐ
る
同
床
異
夢
の
旅
路
─
─
岡
倉
覚
三
と
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
出
会
い
と
別
離
─
─
」
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
・
岡
倉
天
心
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研
究
班
編
著
『
岡
倉
天
心
─
─
伝
統
と
革
新
─
─
』
六
十
五
︱
八
十
三
頁
︒

奥
山
直
司

二
〇
〇
三
年
『
評
伝
・
河
口
慧
海
』
中
央
公
論
新
社
︒

二
〇
〇
八
年
「
日
本
仏
教
と
セ
イ
ロ
ン
仏
教
と
の
出
会
い
─
─
釈
興
然
の
留
学
を
中
心
に

─
─
」『
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
』
第
二
巻
︑
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
人
文
学
国
際
研

究
セ
ン
タ
ー
︑
二
十
三
︱
三
十
六
頁
︒

河
口
慧
海

一
九
七
八
年
『
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
記
』
一
～
五
︑
講
談
社
学
術
文
庫
︒

川
島
耕
司

二
〇
〇
六
年
a
「
文
明
化
へ
の
眼
差
し
─
─
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
キ
リ
ス

ト
教
─
─
」
杉
本
良
男
編
『
キ
リ
ス
ト
教
と
文
明
化
の
人
類
学
的
研
究
』
国
立
民
族
学
博

物
館
︒

二
〇
〇
六
年
b
『
ス
リ
ラ
ン
カ
と
民
族
─
─
シ
ン
ハ
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
と
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
─
─
』
明
石
書
店
︒

神
坂
次
郎

一
九
九
四
年
『
天
鼓
鳴
り
や
ま
ず
─
─
北
畠
道
龍
の
生
涯
─
─
』
中
公
文
庫
︒

春
日
井
真
也

一
九
七
一
年
「
イ
ン
ド
と
日
本
（
四
）
─
─
堀
至
徳
の
思
想
と
生
涯
（
一
）
─
─
」『
佛
教

大
学
研
究
紀
要
』
五
十
五
号
︒ 

一
九
七
二
年
「
イ
ン
ド
と
日
本
（
五
）
─
─
堀
至
徳
の
思
想
と
生
涯
（
二
）
─
─
」『
佛
教

大
学
研
究
紀
要
』
五
十
六
号
︒

木
村
日
記

一
九
三
九
年
「
佛
陀
成
道
の
霊
地
佛
陀
伽
耶
と
其
復
古
運
動
」『
日
印
協
會
會
報
』
六
十
七

号
︑
十
六
︱
二
十
三
頁
︒

小
西
正
捷

一
九
八
六
年
「﹁
金
耳
国
﹂
と
は
ど
こ
か
」『
ベ
ン
ガ
ル
歴
史
風
土
記
』
法
政
大
学
出
版
局
︒

ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
︑
Ｒ

二
〇
〇
五
年
『
イ
ン
ド
・
ス
リ
ラ
ン
カ
上
座
仏
教
史
─
─
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
の
社
会
─
─
』

森
祖
道
・
山
川
一
成
訳
︑
春
秋
社
︒

ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
︑  

Ｒ
︑
Ｇ
・
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ

二
〇
〇
二
年
『
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
』
島
岩
訳
︑
法
蔵
館
︒

佐
藤
哲
朗

二
〇
〇
八
年
『
大
ア
ジ
ア
思
想
活
劇
─
─
仏
教
が
結
ん
だ
︑
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
史
─
─
』

サ
ン
ガ
︒

佐
藤
良
純

二
〇
一
三
年
『
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
─
─
新
石
器
時
代
か
ら
現
代
ま
で
─
─
』
山
喜
房

佛
書
林
︒

サ
ン
ガ
ラ
ク
シ
タ
︑
ビ
ク
シ
ュ

一
九
六
三
年
『
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
生
涯
』
藤
吉
慈
海
訳
︑
樹
昌
院
︑
仏
教
文
化
叢
書
・
第

三
巻
（
原
題 A

nagarika D
harm

apala : A
 biographical sketch, C

alcutta: M
ahabodhi Society 

of India, 1956 .

）︒

澁
谷
利
雄

一
九
八
〇
年
「
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
復
興
運
動
と
日
本
─
─
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
の
思
想
の
分
析
を
中
心
に
し
て
─
─
」
長
崎
暢
子
編
『
南
ア
ジ
ア
の
民
族
運
動
と
日
本
』

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
︒

一
九
八
五
年
「
ス
リ
ラ
ン
カ
民
族
問
題
の
歴
史
的
背
景
」『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化

研
究
』
三
十
号
︑
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
︑
一
〇
九
︱

一
二
八
頁
︒

一
九
九
九
年
「
コ
ロ
ン
ボ
の
ウ
ェ
サ
ッ
ク
祭
と
シ
ン
ハ
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」『
社
会
科

学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
四
十
号
︑
国
際
基
督
教
大
学
社
会
科
学
研
究
所
︑
九
十
一
︱
一
一
〇
頁
︒ 

二
〇
一
〇
年
『
ス
リ
ラ
ン
カ
現
代
誌
─
─
揺
れ
る
紛
争
︑
融
和
す
る
暮
ら
し
と
文
化
─
─
』

彩
流
社
︒

釈
雲
照

一
九
七
八
年
『
釋
雲
照
』
草
繫
全
宜
著
・
徳
教
会
・
大
正
二
︱
三
年
刊
の
複
製
︑
東
洋
書
院
︒
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島
地
黙
雷

一
九
八
七
年
「
航
西
日
策
」『
島
地
黙
雷
全
集
・
第
五
巻
』
本
願
寺
出
版
部
︑
十
九
︱

一
一
四
頁
︒

杉
本
良
男

一
九
九
五
年「
民
族
宗
教
と
国
民
宗
教
─
─
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
宗
教
・
民
族
問
題
─
─
」

杉
本
良
男
編
『
宗
教
・
民
族
・
伝
統
─
─
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
的
考
察
─
─
』
南
山
大
学
人

類
学
研
究
所
︒

二
〇
〇
三
年
「
儀
礼
の
受
難
─
─
楞
伽
島
奇
談
─
─
」『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』

二
十
七
（
四
）︑
六
一
五
︱
六
八
一
頁
︒

二
〇
一
〇
年
「
比
較
に
よ
る
真
理
の
追
求
─
─
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
マ
ダ
ム
・
ブ
ラ

ヴ
ァ
ッ
キ
ー
─
─
」『
人
類
学
的
比
較
再
考
』
国
立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
九
十
︑

一
七
三
︱
二
二
六
頁
︒

二
〇
一
二
年
「
四
海
同
胞
か
ら
民
族
主
義
へ
─
─
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
流

転
の
生
涯
─
─
」『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』
三
十
六
（
三
）︑二
八
五
︱
三
五
二
頁
︒

鈴
木
正
崇

一
九
九
六
年
『
ス
リ
ラ
ン
カ
の
宗
教
と
社
会
─
─
文
化
人
類
学
的
考
察
─
─
』
春
秋
社
︒

外
川
昌
彦

二
〇
一
四
年
a
「
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
の
岡
倉
天
心
─
─
一
九
〇
二
年
の
英
領
イ
ン
ド

に
お
け
る
タ
ゴ
ー
ル
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
─
─
」『
南
ア
ジ
ア
研
究
』
第
二
十
五
号
︑

三
十
一
︱
四
十
四
頁
︒

二
〇
一
四
年
b
「
岡
倉
天
心
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
交
流
─
─
日
印
文
化
交
流
の

源
流
─
─
」（
一
）
～
（
四
）『
不
滅
の
言
葉
』
五
︑七
︑九
︑十
一
月
号
︑V

ol. 55 , N
o. 3 -6

︑

日
本
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
協
会
︑
六
十
八
︱
七
十
七
頁
︑
二
十
三
︱
二
十
九
頁
︑
二
十
二
︱

二
十
六
頁
︑
三
十
五
︱
三
十
八
頁
︒

東
元
慶
喜

一
九
八
二
年
「
釈
尊
正
風
会
の
ひ
と
び
と
」『
駒
澤
大
学
佛
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
四
十
号
︑

五
十
一
︱
六
十
一
頁
︒

藤
井
慈
海

一
九
九
一
年
『
イ
ン
ド
・
タ
イ
の
仏
教
』
興
英
文
化
社
︒

堀
岡
弥
寿
子

一
九
七
四
年
『
岡
倉
天
心
─
─
ア
ジ
ア
文
化
宣
揚
の
先
駆
者
─
─
』
吉
川
弘
文
館
︒

一
九
八
二
年
『
岡
倉
天
心
考
』
吉
川
弘
文
館
︒

前
田
惠
學

二
〇
〇
六
年
『
現
代
ス
リ
ラ
ン
カ
の
上
座
仏
教
』
山
喜
房
佛
書
林
︒

村
上
譲

二
〇
一
一
年
『
島
地
黙
雷
伝
─
─
剣
を
帯
し
た
異
端
の
聖
─
─
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︒

山
川
一
成

二
〇
〇
〇
年
「
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
日
本
─
─
第
一
回
・
第
二
回
の
訪
日

に
つ
い
て
─
─
」『
パ
ー
リ
学
仏
教
文
化
学
』
第
十
四
号
︑
四
十
三
︱
五
十
二
頁
︒

付
記

　
本
稿
の
作
成
に
当
た
り
︑
稲
賀
繁
美
先
生
︑
佐
藤
良
純
先
生
︑
中
里
成
章
先
生
︑
山
口
静

一
先
生
に
は
︑
貴
重
な
ご
助
言
を
頂
い
た
︒
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
匿
名
の
査
読
者
を

含
め
て
︑
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
す
︒

　
な
お
︑
本
論
文
に
お
い
て
は
︑
引
用
に
際
し
︑
読
み
易
さ
を
考
慮
し
︑
旧
仮
名
遣
い
を
現

代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
ほ
か
︑
適
宜
句
読
点
を
補
う
︑
一
部
の
漢
字
を
仮
名
に
ひ
ら
く
な
ど

の
処
置
を
施
し
た
︒
漢
字
に
つ
い
て
も
︑
本
文
同
様
︑
新
字
体
に
統
一
し
た
︒




