
紀 行

中 国 滞 在 記

福 原 隆 善

日
中
国
交
が
回
復

し
て
十
年

に
な

り
、
友
好
関
係

も

い
よ

い
よ
本
格
的

に
な

っ
て
き

た
。
仏
教
界

で
も

積
極
的

に
参
画

し
、

と
く

に
浄

土
宗

で
は
早

く
か
ら

友
好

を
深

め
、
研

究
交
流

が
で
き
る
ま
で

に
進

展
し

た
。
今

回
、

日
中
友

好
浄

土
宗
協

会
か
ら
研
究
員
派

遣

と

い
う

こ
と
で
、

二
名
が
中
国

へ
赴
く

こ
と

に
な

っ
た
。

中
国
浄

土
教

の
遺
跡
や
文
献

の
調
査
と
研
究

を
中
心
テ

ー
マ
と
し

て
、
少
し

で
も
活
動
が

ス
ム
ー

ス
に
運
べ

る
よ
う

に
研
究
計
画
書

を
事
前

に
提
出

し

て
、
手
配
が
た
を

お
願

い
し
て
お
い
た
。

こ
の
研
究

交
流
が
成
就
す

る
ま

で
に
は
多
く

の
方
が

た
の
支

え

が
あ

っ
た
。
計
画

を
運

ん
で
い
く

た
め
に
は
、
現

地

の
方
が

た
の
多
大

な
ご
尽
力
も
あ

り
、

一
朝

一
夕
で

成
就
さ
れ

た
も

の
で
は
な

い
こ
と
を
改

め
て
認
識

さ

せ
ら
れ

る
。

諸

々

の
思

い
の
交

錯
す

る
中
で
、

三
月

一
日

に
大

阪

か
ら
北
京

入
り
を
し
、
中

国
仏
教
協

会

の
方

が
た

の
お
出
迎

え
を
受

け
た
。
会

長

の
趙
樸

初
先
生

の
ご

配
慮

に
よ
り
、
研

究
生
活

を
す
る

に
充
分

な
環
境
づ

く

り
を
し
て

い
た
だ
き
、
宿

舎

は
快
適

な

ホ
テ

ル
が

用
意

さ
れ
た
。
研

究
面

に
お

い
て
も
、
中
国
仏
教
協

会
研
究
部

の
重
鎮

で
あ
る
林
子
青
先
生
が
、
わ
れ

わ

れ

の
指
導

の
た
め

に
、

二
十
四
時
間
体
制

で

つ
い
て

い
た
だ
く
な
ど

の
配
慮
を
受
け

た
。
林
先
生

は
七
十

歳
を

こ
え
ら
れ

て
お
り
、

『
現
代
仏
学
』

な
ど

に
多

く

の
論
文

を
発
表

さ
れ
る
な
ど
、

輝
や
か
し

い
研
究

歴

を
も

っ
て
お
ら
れ
、
三
十
年
ほ
ど
前

に
は
日
本

に

来
ら
れ
た

こ
と
も
あ
り
、
広
く
中
国

・
日
本

の
仏
教

に
詳
し

い
先
生

で
あ

る
。

日
本

か
ら
出

て
い
る
最
近

の
仏
教
書
や
研
究
雑
誌

な
ど
も

か
な
り
克
明

に
読

ん

で
お
ら
れ
、

わ
れ

わ
れ

は
い
ろ

い
ろ
な
面

で
指
導

を

受
け

る
こ
と

に
な

っ
た
。

こ
う
し
て
北
京

を
皮

切
り

に
太
原

・
西
安

・
洛
陽

を
巡

り
、
再
び
北
京

へ
も
ど

る
四
十

五
日
間

の
研
究
生
活

に
入

っ
た
。

中
国
留
学

と

い

っ
て
も
、
旅
行

を
少

し
長

く
し
た
よ
う
な

こ
と

で
あ
り
、

こ
の
報
告

も
日
程
を
追

っ
た
形
で
印
象
を

綴

っ
て
み
た

い
。

浄

土
教

関
係

の
寺
院
や
文
献
を
中
心

に
研
究
す

る

こ
と

に
し
て

い
る

の
で
、
あ
ま
り
観
光
的
な
と

こ
ろ

は
避

け
た
。

し
か
し
そ

の
土
地

の
有
名
な
寺
院

は
ま

わ
る
機

会
も
与
え
ら
れ
た

の
で
、

で
き

る
だ
け
訪
問

す
る

こ
と

に
し
た
。
北
京

で
は
社
会
科
学
院

の
世
界

宗
教
研
究
所

の
仏
教
関
係

の
先
生
が

た
と

の
会
見

の

場
が
与
え
ら
れ

た
。

こ
こ
で
は
国
政

に
基

い
た
研
究

が
な
さ
れ

て
い
る
よ
う

で
あ

る
。

こ

の
ほ
か
寺
院

で

は
ラ

マ
教
寺
院

の
雍
和
宮

や
大
鐘
寺

を
訪
問

で
き
た

の
は
思

い
が
け

な

い
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
肝

心

の
北

京
図
書
館

は
、
最
初

は
館
内

を
案

内
し
て

い
た
だ

い

た
だ
け
で
北
京

を
離

れ
て
し
ま

っ
た

の
で
、
充
分

な

調

査

が

で

き
な
か

っ
た
。

再
び

北
京

へ
も
ど

っ
た
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時
も
、
詳

し

い
調
査

や
研
究

ま
で
に
は
至
ら
な
か

っ

た
。雍

和
宮

は
参
拝
者
も
多
く
、
賽

銭
箱
に
は
紙

幣
が

い

っ
ぱ

い
詰

ま

っ
て

い
た
。
現
在

は
五
、

六
〇

人

の

ラ

マ
僧
が

い
る
と

い
う
。
濃

い
臙
脂
色

の
ガ
ウ

ソ
の

よ
う
な
服
を
着

た
僧
が
境
内

を
往

来
し
て

い
る

の
が

眼

に
と
ま
る
。
本
堂

に
は
ツ
ォ
ン
カ
バ
像
が
あ
り
、

創
建
当
時

の
も

の
だ

と

い
う
。

そ

の

奥

の
堂

に
は

二
、
三
〇

メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
た

い

へ
ん
大
き
な

一
木

造
り

の
菩
薩
像
が
ま

っ
ら
れ
て

い
る
。
大
蔵
経
ら
し

い
も

の
が
堂

の
隅

に
無

造
作

に
積

ま
れ
て

い
る
。
北

京
版

大
蔵
経

だ
と

い
う
説
明
だ

っ
た
が
明
確

で
は
な

い
。大

鐘
寺

は
覚
生
寺

と

い
い
、
寺

名

の
通

り
本

堂

の

中
心

に
、
内
外

に
び

っ
し
り
経
文

を
鋳
込

ん
だ
大
鐘

が
ぶ

ら
さ
げ

ら
れ

て

い
る
珍
ら
し

い
寺

院
で
あ
る
。

経
文

の
多
く

は
漢
文

で
あ
る
が
、
中

に
は
梵
語

や
西

蔵
語

の
も

の
も

あ
る
。
鐘

は
四
七
ト

ン
の
も

の
で
、

鐘

の
頂
上

に
は
穴
が

あ

い
て

い
る
。
鐘

を
上

か
ら
見

お
ろ
す

と
こ
ろ
ま
で
登

っ
て

コ
イ

ン
を
投
げ

て
穴

に

う
ま
く

入
る
と
、

そ

の

一
年

は

幸
福

で
あ

る
と

い

う
。
林
先
生

は
三
枚

の
コ
イ

ン
を
投
げ

ら
れ
た
が
、

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル
よ
く

三
枚

と
も
入

っ
た
。

三
年
続

い

て
良

い
こ
と
が

あ
り
ま
す

よ
と
申

し
上
げ

る
と
笑

っ

て
お
ら
れ

た
。
大
鐘

の
経
文

に
浄

土
教
関
係

の
も

の

が
な

い
か
と
捜
す
と
阿
弥
陀
経
が
鋳
ら
れ

て
い
る
の

が
見

つ
か

っ
た
。
外
側

の
真
後

ろ

へ
か
か
る
壁

に
面

し

た
と

こ
ろ
に
あ

っ
て
、
終

り
の
部
分
が

わ
か
り
に

く

い
。
管
理

の
女
史
が

テ
ー
プ

に
お
さ

め
て
あ

る
鐘

の
音
を
聞

か
せ
て
下
さ

っ
た
が
、
知
恩
院

の
大
釣
鐘

を
思

い
起

こ
さ

せ
る
音

で
あ

っ
た
。
境
内

に
は
北
京

市
内

か
ら
集

め
ら
れ

た
大
小
さ

ま
ざ

ま
な
鐘
が
所
狭

し
と
並

べ
ら
れ

て
い
る
。
宋
代

の
も

の
も
あ

る
が
、

多
く

は
明
代

の
も

の
で
あ

る
。

銘
文

の
入

っ
て
い
る

も

の
が
多
く
、
往
生
浄
土

呪

の
み
ら
れ
る
も

の
も

あ

る
。

な
か
な
か
圧
巻

で
あ

る
。

北
京

で
は
、
大
正
大
学

と
佛
教
大
学
合
同

の
第

二

次
訪
中
団
と
も
出
会

い
、
中
国
仏
教
協
会

の
ご
配
慮

で
招
待

の
席

を
設
け

て
下
さ

り
、

日
本

で
も

な
か
な

か
で
き
な

い
貴

重
な
交
流
が
も

た
れ

た
の
も
印
象

に

残

る
こ
と

で
あ

っ
た
。

太
原

に
入

り
、
曇
鸞
大
師

・
道
綽
禅
師

・
善
導

大

師

の
浄
土

三
祖
ゆ

か
り
の
玄
中
寺

へ
参
拝

し
た
。
持

参

の
蝋
燭
線
香

を
供

え
読
経

し
た
。
玄
中
寺

に

つ
い

て
は
だ

い
た
い
研
究

し
尽
さ
れ

て

い
る
感
が
強
く
、

新

し
く
資
料
が
発
見
さ
れ

な

い
限

り
進

め
よ
う
も
な

い
状
態

で
あ

る
。

た
だ

曇
鸞
大
師

の

墓

に

つ
い
て

は
、
玄
中
寺

か
ら
七
、

八
〇

キ

ロ
離

れ
た
現
在

の
交

城
県

の
西

に
あ

た
る
文
谷
村

に
あ

っ
た
と

い
う
。

玄

中
寺

の
分
院
が
あ

り
、
革
命
後

の
初
代
住
職

の
象
離

太原天竜山石窟

 

法
師

が
出
か
け
た
時

に
は
何
も
な
か

っ
た
と

い
う

こ

と
で
あ
る
。

玄
中
寺

に
お

い
て
は
、
仏

教
界

の
日
中
友
好

の
育

て
の
親

と
し
て
中
国
仏
教
協

会

の
方

が
た
が
敬
意

を

払

っ
て
お
ら
れ
、

こ
の
二
月
二
十
日

に
亡
く

な
ら
れ

た
菅
原
恵
慶
師

の
死
を
悼
む
法
要

の
録
音
テ

ー
プ

を

聞

か
せ
て

い
た
だ

い
た
。
中

国

の
僧
た
ち
が

一
心

に

菅
原
師

の
冥
福
を
祈

っ
て

い
る
様

子
が
伝
わ

っ
て
き

て
感

慨
無

量
で
あ
る
。
中

国
仏
教
界

へ
の
菅
原
師

の

影
響

の
深

さ
が
感
じ
と
れ
る
。

太

原
在

住
中

に
、

双
林
寺
と

い
う
珍
ら

し
い
寺

へ

案

内
し

て
い
た
だ

い
た
。

こ
こ
に
は
直
接
浄
土
教
関

係

の
資

料
は
な

い
が
、
泥
像

に
着
色
さ
れ

た
約

二
、

○
○

○
体

の
大
小

の
仏
像
が
所
狭

し
と
並

べ
ら
れ
て

い
る
。
釈
尊

の
こ
生
涯
な
ど
物
語
風

に
な

っ
て
い
る

も

の
も
あ
る
。
太
原

に
お
け

る
浄
土
教
関
係

の
寺
院

に
つ
い
て

は
、
考
古
研
究
所

の
柴
沢
俊
先
生

か
ら
教

え
を
受
け
た
。

西
安

へ
は
三
月
十

四
日
に
入

っ
た
。

こ
の
日
は
新
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暦

の
善
導
大
師

の
ご
命

日

に
あ
た
る
。
す

ぐ

に
で
も

善
導
大
師

ゆ
か
り

の
香
積

寺

に
参

拝
し
た
か

っ
た
が

夜
行

列
車

で
着

い
た
ぼ

か
り
で
、

日
程
や
手
続
き

の

上

で
実
現

に
は
至
ら
な
か

っ
た
。

香
積

寺

の
崇
霊
塔

に
思

い
を
寄

せ
て
善
導

大
師

を
偲
ん
だ

こ
と

で
あ

っ

た
。
大
師

に
関
す

る
調

査
研
究

の
た
め
に
西
安
を
訪

問

し
た

の
が
、
ご
命

日
に
あ
た
る
と

い
う

の
も
、
何

か
因
縁

の
浅
く

な

い
も

の
が

あ
る

の
だ
ろ
う
。

佛
教

大

学
で
は
卒
業
式

が

行

な

わ

れ

て

い
る
日
で
も
あ

り
、
思

い
を
日
本

に
も
馳
せ
た

こ
と
で
あ

っ
た
。

西
安

へ
寄

せ
て

い
た
期
待

の

一
つ
に
、

世
界

の
文

化
が
集

ま

っ
て

い
た
唐

の
長

安

の
雰
囲
気

を
味

わ
う

と

い
う
こ
と
が

あ
り
、
善
導

大
師

が
教
化

さ
れ
た
町

の
様
子

に
触

れ
る
と

い
う

こ
と
で
あ

っ
た
。

し
か
し

そ

の
期
待

は
見
事

に
は
ず

さ
れ
た
。

と

い
う
よ
り
認

識

不
足

を
思

い
知

ら
さ
れ
た
。

千
年
以
上

も
経

過
し

て

い
る
町
が

そ

の
ま
ま
残

っ
て

い
る
と
は
考
え
て
も

み
な

い
が
、

せ
め
て
そ

の

一
部

な
り
と
も
そ

の
雰
囲

気

に
触

れ
る

こ
と
く

ら

い
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思

っ
て
い
た
。
そ

れ
は
千
年
以
上
も
経
過

し
て

い
る
日

本

の
京
都

の
町

は
、
現
在
も

よ
く
昔

の
姿

が
保

存
さ

れ

て
い
る
の
で
、
歴
史

を
大
事

に
す

る
国

で
あ
る
か

ら
、
少

し
は
残

っ
て

い
る

の
で
は
な
い
か
と
期
待

を

寄

せ
て

い
た
か
ら
で
あ

る
。
表
面

に
現

わ
れ
た
も

の

は
ほ
ん
の
申

し
分

け
程
度

に
し
か
残

っ
て

い
な

い
。

唐
長
安
城
坊

の
道
も
ほ
と
ん
ど
残

っ
て

い
な

い
。
し

た
が

っ
て
善
導
大
師

居
住

寺
院

の
調
査
も
容
易

に
で

き
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
唐

長
安
城
坊

の
発
掘
も

ま
だ
手

を

つ
け
ら
れ
て
日
が
浅

い
よ
う

で
あ
り
、
確

実

に
発

掘
調

査
研

究

の
完

了
し
て

い
る
も

の
は
数
箇

所

に
し
か
す
ぎ

な

い
。
城

坊

の
全
貌
が
明
ら

か
に
な

る
の
は
ま
だ

か
な
り
未
来

の
こ
と

の
よ
う

に
思
わ
れ

る
。現

存
す

る
明
代

の
城
壁
外

の
町
も
次
第

に
整
備
さ

れ
て
、

賑
や
か

に
な

っ
て
き
て

い
る
が
、
少
し
離
れ

る
と
田
畑
が
広

が

っ
て

い
る
。
唐

長
安
城

の
外
廓
を

回

っ
て

い
た
だ

い
た
が
、

伝
え
ら
れ
る
昔

の
姿
を
見

る
こ
と
は
で
き
な

い
。
善
導
大
師

以
外

の
浄

土
教
者

の
居
住

し
た
寺
院
跡

へ
も
訪
ね
た
が
、

ほ
と
ん
ど
が

田
畑
と
な

っ
て
お
り
、
あ
る

い
は
道
路
や
別

の
建
物

に
変

わ

っ
て
し
ま

っ
て

い
て
、

だ

い
た

い
の
場
所
し

か
わ
か
ら
な

い
状
態

で
あ
る
。
し

か
し
昔

そ

こ
に
存

在

し
た
と

い
う
場
所

へ
行

く

こ
と
が
で
き
た
だ
け

で

も
、
何

か
特

別
な
感

慨
が
あ

る
の
は
、
千
年

の
歳
月

を

こ
え
て
、
浄

土
教
祖
師

た
ち

の
語

り

か
け
が
あ

る

か
ら
か
も
し
れ
な

い
。

善
導
大
師
関
係

の
寺
院

の
調

査
研
究
が
西
安

で
の

主
な
課
題

で

あ

る
が
、

長
安
城
内

の
寺

院

の
ほ
か

に
、
大
師
が
師
道
綽
禅
師

の
没
後

に
訪
れ
て
修
行
し

た
と

い
う
終
南

山
悟
真
寺

や
、
崇
霊
塔

の
あ
る
香
積

寺
、

さ
ら
に
長

安
城
外

の
温

国
寺

(
実

際
寺
)
な
ど

に

つ
い
て
の
調
査
が

で
き

た
。

た
だ
悟
真

寺

に
つ
い

て
は
現
地

の
訪
問
が
許
さ

れ
な
か

っ
た
。

し
か
し
陝

西
省
図
書
館

の
ご
好
意

に
よ
り

『
藍
田
県
志

』
な
ど

の
資
料

で
文
献
上

の
調
査

を
す

る
こ
と
は
で
き
た
。

そ
れ

に
よ
る
と
悟
真
寺

は
、
今

ま
で
知

ら
れ
て

い
た

場
所
と
異
な

る
方
角

に
あ

る
よ
う
で
あ

る
。
終
南

山

は
特
定

の
山
を
指
す

の
で
は
な
く
、
終
南
山
系

と

い

う

こ
之

で
あ
り
、
興
教
寺

の
ま
だ
東

の
方

に
あ
る
王

順
山
と

い
う
山

に
あ

る
こ
と
が

わ
か

っ
た
。

し
か
も

悟
真
寺

は
王
順
山

に
あ

る
上
悟
真
寺

と
、

山

の
下

に

あ

る
下
悟
真
寺

の
二

つ
に
分

か
れ
て

い
る
。

こ
こ
は

景
勝

の
地

で
、
古
来

よ
り
文
人

た
ち
が

し
ぼ

し
ば

訪長安城外 湖村小学校内の温国寺碑
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れ
て
詩
な
ど
を
詠

ん
で
お
り
、
近

く

の
水
陸
庵

の
こ

と

に
つ
い
て
も
多

少

の
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
ま
た
善

導

大
師

の
遺
跡

と
し
て
、
ほ
と
ん
ど

の
人
が
訪
れ

て

い
る
香
積

寺

に
つ
い
て
も
、
革
命

前

の
伽
藍
配
置

な

ど

に
つ
い
て
も
復
元
す

る
こ
と
が

で
き
た
。
そ
れ

は

以
前

の
様
子
を
知

っ
て
い
る
方
が

お
ら
れ

た
か
ら

で

あ

る
。
確
実

な
資
料

の
裏
づ
け

な
ど
、
不
充
分

な
面

は
あ

る
が
、

一
往

の
復
元
が

で
き

た
。
香
積
寺

を
訪

れ

た
時
、

三
人

の
老
婆
が

か
け

つ
け

て
き

て
、
わ
れ

わ
れ
を
見

つ
け

て
い
き
な

り

「
オ
ミ
ト
フ
」
と

い

っ

て
道
端

に
土
下
座
を

し
て
五
体
投
地

の
礼
拝

を
し
始

め
た

の
に
は
驚

い
た
。

こ
の
あ
た
り

に
は
こ
う

い
う

篤
信
者
が
残

っ
て

い
る
。

香
積

寺
か
ら
車

で
十
分

ほ
ど
走

っ
た
と

こ
ろ
に
あ

る
湖
村
小
学
校

は
昔

の
温
国
寺

で
あ
り
、
所
在

の
解

ら
な

か

っ
た

「
重
修
温
国
寺
碑
」

を

発
見

し

た
。

碑

は
表
を
上

に
倒
れ
、
中

ほ
ど

で
二

つ
に
割
れ

て
い

る
。
小
学
生

の
遊
び
場

に
な

っ
て
い
る
の
か
、
中

ほ

ど
が
す

り
減

っ
て
字
が
読

み
と

り
に
く

い
。
林
先
生

が
読
ん

で
下
さ
り
写

し
と

っ
た
。
善
導
大
師
居
住
寺

院

を
解
明
す

る
資
料

の

一
つ
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
校

長
先
生
も
出

て
こ
ら
れ
、
説
明

を
受
け

た
の
を
契
機

に
碑

の
保
存
が

た
を
お
願

い
し
た
。

な
お
、

西
安
滞

在
中

に
史
学
科

の
気
賀
沢
保
規
先
生

に
出
会

っ
た

の

も
印
象

に
残

っ
て
い
る
こ
と

の

一
つ
で
あ

る
。

洛
陽

は
、
西
安

で
の
日
程
を
延
長

し
た

た
め
、
当

初
よ
り
短
か
く
な

っ
た
。
洛
陽

で
は
や

は
り
龍
門
が

圧
巻

で
あ
る
。
有

名

で
あ

る
だ
け

に
研
究
も
多
く
、

ほ
と
ん
ど
尽
く
さ
れ
て

い
る
感

が

あ

る

ほ

ど

で
あ

る
。
そ
れ

で
も
、
と
く

に
龍

門

に
み
ら
れ

る
浄
土
信

仰
を
中
心

に
調
査
し
た
。
見

に
く

い
銘
文
を
見
な
が

ら
、

い
ち
い
ち

書
き
写
し

て
い
る

時
間

も
な

い
の

で
、

夢
中

に

な

っ
て

フ
ラ

ッ
シ

ュ
を

た
き
な
が

ら

写
真

を
撮

っ
て
い
る
と
、

「
光

っ
て
撮

り
に
く

い
で

し

ょ
う
」

と
声
を

か
け

た

方
が
あ

っ
た
。

日
本
語

で
話
し

か
け
ら
れ
た

の
で
思
わ
ず

ふ
り
返

っ
て
み
る

と
、
大
き
な

カ
メ
ラ
を
首

か
ら
下
げ

た
色
白

の
ス

マ

ー
ト
な
紳
士
が
立

っ
て
お
ら
れ

た
。
彫
刻

に
あ

ま
り

に
近
づ

い
て
興
味
深

か
げ

に
写
真

を
撮

っ
て

い
る

の

を
誘

し
く
思

わ
れ

た
の
で
あ

ろ
う
か
。

こ
の
方

は
成

城
大
学

の
郡
建
吾
先
生

で
あ

っ
た
。
仏
教
美
術

の
専

門
家

で
、
と
く

に
敦
煌

に
は
毎
年
出

か
け

ら
れ

て

い

る
。

一
般

の
人
び
と

の
た
め
に
も
敦
煌
講
座

を
開

い

て
お
ら
れ

る
。
洛
陽

に
は
外
人
専
用

の
ホ
テ
ル
は

一

軒

し
か
な
く
、

こ
の
日
の
夕
食
時

に
会

っ
た
が
、

一

般

の
人
び
と
を
引
率
さ
れ

て
い
た
。
石
窟
寺
院
巡

り

で
、
敦
煌

・
龍

門
な
ど

を
回

っ
て
お
ら
れ

る
。

し
ば

ら
く
仏
教
美
術

に

つ
い
て
の
ご
意
見

を
窺

っ
た
。

鄲

先
生

は
帰
国
さ
れ

て
す
ぐ

に
敦
煌
展

を
開
催
さ

れ
て

い
る
。
準
備

は
早
く

か
ら
さ
れ

て
い
た
の
で
あ

ろ
う

が
、
私
な
ど
何

一
つ
ま
と
ま

っ
た
こ
と
が

で
き

な

い

間

に
、
大
事
業
を

し
て
お
ら
れ

る
。
東
京

・
大
阪
展

に
続
く
京
都
展

の
初

目
に
会

わ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と

が
で
き
、
久

し
ぶ

り
の
ご
挨
拶

を
し
た
。

と

こ
ろ
が
、
人

に
出
会
う
時
と

い
う

の
は
重

な
る

の
か
、
都
先
生

の
あ
と

で
東
京
芸
術
大
学

の
平
山
郁

夫
画
伯

に
出
会

っ
た
。
鄲
先
生
も
平
山
先
生
が
来

て

お
ら
れ

る
は
ず

だ
と

い

っ
て
お
ら
れ
た
が
、

こ
の
広

い
中
国

で
二
人

の
先
生

に
遇
え

る
と

は
思

っ
て
も
み

な
か

っ
た

こ
と

で
あ
る
。
何

か
量
り
知
れ
な

い
縁

の

大
き
な
力
が
働

い
て

い
る
と
し

か
言

い
よ
う

の
な

い

こ
と

で
あ

る
。
狭

い
日
本

で
も
な

か
な

か
因
難

で
あ

る
の
に
よ
ほ
ど

の
ご
縁

で

あ

る
。

二
、

三
年
前

に

佛
教
大
学

の
記
念
講
演

に
お
い
で
い
た
だ

い
て
い
る

し
、
浄

土
宗

で
も
宗
祖
法
然
上
人
と
善
導
大
師

の
二

祖

対
面

の
大
き
な
絵
を
画

い
て
い
た
だ

い
て
い
る
。

大
学
や
浄

土
宗

で
多
大
な
お
世
話

に
な

っ
て
い
る
方

で
あ

る
。
芸
大

の
方
が

た
を

お

つ
れ

に
な

り
、

ス
ケ

ッ
チ
旅
行
を
し

て
お
ら
れ

る
と

い
う
。

日
本
画

で

シ

ル
ク

ロ
ー
ド
を
画

か
れ

る
な
ど
、
あ

ま
り
に
も
知
ら

れ
た
画
家

で
あ

る
。

龍

門
石
窟

で
も

っ
と
も
注
目
さ
れ

る
の
は
、
善
導

大
師
が
勅
命
を
受
け

て
造
ら
れ

た
と

い
う
第
十
九
窟

奉

先
寺

の
石
窟

で
あ

る
。
正
面

の
弥
勒
仏

の
台
座

に

は
そ

の
銘
が
刻
ま
れ
て

い
る
と

い
う

の
で
注
視
す

る

一35一



と
、
そ

の
部
分

は

セ
メ
ソ
ト
で
塗

り

つ
ぶ
さ

れ
て
お

り
が

っ
か
り
し
た
。
民
衆

の
間

で
貨
幣

を
こ
す

り

つ

け

て
、
そ
れ
が
う
ま
く
く

っ
つ
い
て
落

ち
な

い
で

い

る
と
幸
福

に
な
れ

る
と

い
う
迷
信

の
よ
う

な
こ
と
が

盛

ん
で
あ

る
。
そ
れ
を
実
際

に
や

っ
て
い
る
姿

を
各

地

で
み

か
け
た
。

こ
の
よ
う
な

こ
と

は
仏
教

に
は
関

わ
り

の
な

い
こ
と

で
、

こ
れ
を
指
し

て
仏
教

は
迷
信

だ
と

い
わ
れ

て
い
る
と
す
れ
ば
大
き
な
誤
解
と
言

わ

ざ
る
を
得
な

い
。
東
窟

へ
も
回
わ

っ
て
み
た
が
、

こ

こ
に
は
ほ
と
ん
ど
残

っ
て

い
な

い
。

洛
陽

か
ら
車

で
三
時
間

ほ
ど

の
と

こ
ろ
に
鞏
県

の

石
窟
寺
が
あ

る
。
最
近
と
く

に
注
目
さ
れ

て
き

て
お

り
、

日
本
で
も
写
真
集
が
出
版
さ
れ
た
。

こ
こ
は
龍

門

に
比
べ
る
と
小
規
模

で
あ
る
が
、
仏
像

は
龍
門

よ

り
は
る
か

に
よ
く
保
存
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
も
太
原

の
天
龍

山
と
同
様

に
、
将
来
観
光
地
と

し
て
開
発
す

る
計
画
が
あ
る
よ
う

で
あ

る
。
龍

門

で
出
会

っ
た
鄰

建

吾
先
生

も
来
て
お
ら
れ
、
早
や
奮
戦

の
真
最
中

で

あ

っ
た
。

わ
れ
わ
れ
も
そ
れ

に
続

い
た
。
石
窟
寺

に

も
龍

門
と
同
様

に
小
さ
な
寵
が

い
く

つ
も
彫
ら
れ
、

親

の
供
養

の
た
め
な
ど
と

い
う
銘
が
彫
ら
れ

た
浄
土

信
仰

の
み
ら
れ
る
も

の
が
あ
る
。

時
間
が
な

い
の
で

こ
こ
も
で
き
る
だ
け
克
明

に
写
真
を
撮

る
こ
と

に
し

た
。
洛

陽

の
日
程
が
短
か
く
な

っ
た

の
で
、
調
査
も

充
分

に
で
き
ず
、
後

ろ
髪

を
引

か
れ
る
思

い
で
北
京

へ
も
ど

っ
た
。

北
京

で
は
、
北
京
図
書
館
所
蔵

の
金

刻
大
蔵

経
を

帰
国
間
際

に
な

っ
て
拝
見

す

る
機
会

が

与

え
ら
れ

た
。

こ
の
日
に
や

っ
と
善
本
部
閲
覧
室

に
入
る
こ
と

が

で
き
た
。

一
〇
数
名
も
坐
れ
ぽ
座
席
が

な

い
ほ
ど

狭

い
と

こ
ろ
で
、
数
名

の
研
究
者
が
閲
覧

を
し
て
お

ら
れ
た
。

す

で
に

連
絡
が

つ
け

ら
れ

て

い

た

よ
う

で
、
金
刻
大
蔵
経

の

一
巻
が
白

い
布

の
上

に
広
げ

ら

れ
て

い
た
。
す
ぐ

に
拝
見

し
た
が
、
非
常

に
保
存

の

良

い

『
大
般
涅
槃
経
』
第

三
十

二
巻

で
あ

っ
た
。
巻

子
本

で
、

は
じ
め

に
説
法
図
が
あ

っ
て
、
そ

の
右
肩

に

「
趙
越
県
廣
勝
寺
」
と
あ

る
。

一
帖

二
二
行
、

一

行

一
四
文
字

で

二
九
帖
あ

っ
た
。
天
地

は
二
七

・
八

セ
ソ
チ
で
あ
る
が
、
大
き
さ

は
ま

ち
ま

ち
で
あ

る
と

い
う
。

さ
ら

に

一
巻

の
金
刻
大
蔵
経
を
持

っ
て
き

て

下
さ

っ
た
。

雨
か
何
か

で
水

で
ぬ
れ
た
ら
し
く
、
半

分

は
色
が
変

わ

っ
て

い
て
開
け

る
こ
と
が

で
き

な
い

状

態
で
あ
る
。

さ
ら

に
北
京

で
は
中
国
仏
学
院

の
勤
行

に
も
参
加

さ
せ
て

い
た
だ

い
た
。
ま
た
趙
樸
初
先
生

の
ご
招
待

の
宴

を
開

い
て
下
さ
る
な
ど
、
帰
国
を
控
え

て
あ
わ

た
だ
し
く

な

っ
て
き
た
。

趙
先
生

は
、
わ
れ
わ
れ
が

西
安
滞
在

中

に
日
本
を
訪
問

さ

れ

各
地

を

回

ら
れ

た
。
佛
教
大

学
で
は
名
誉
博

士

の
学
位
を
も
ら
わ
れ

た
と

い
う

こ
と
で
、

三
月
二
十
日
付

「
人
民
日
報

」

北京 ・中国仏学院勤行風景

 

に
報
ぜ
ら
れ

て
い
た
。
先
生

は
日
本

へ
は
二
年

ぶ
り

で
十

一
回
目
と

い
う

こ
と

で
旧
友
も
多

い
。
病
気

が

ち

で
し

か
も
帰
国
後

の
日
程

の
ご
多
忙

の
中

を
ご

招

待

い
た
だ
き
申
し
分
け

の
な
い
限

り
で
あ

る
。
先
生

は
過
去

三
十
年
を

ふ
り
か
え

っ
て
二
時
間

ほ
ど
話

を

さ
れ
た
。
今
回

の
多
方
面

へ
の
ご
配
慮

に
対
す

る
お

礼
を
述
べ

て
お
別
れ

し
た
。

四
十

五
日
間
、
回
わ

っ
て
き

た
こ
と

の
す

べ
て

の

手
配
を
個
人

で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
れ
ぽ

た

い

へ
ん
な

こ
と

で
あ
り
、
交
流

の
上

で
成

り
立

っ
て

い
る

こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ

た
。
両
協
会

な
ら
び

に

ご
関
係

の
各
位

の
ご
配
慮

に
厚
く

お
礼

を
申

し
上
げ

て
擱
筆
さ
せ

て
い
た
だ
く
。

(
ふ
く
は
ら

り

ゅ
う
ぜ
ん

文
学
部
助
教
授
)
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