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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
発
表
大
会
で
の
発
表
の
う
ち
、
日
蓮
宗
と
日
本
山
妙
法
寺
と
の
満
州
で
の
布
教
に
関
す
る
問
題
と
本
山
貞
松
蓮
永
寺
の
満
州

へ
の
移
転
計
画
問
題
の
二
点
を
取
り
上
げ
る
。
日
蓮
宗
の
戦
前
満
州
で
の
布
教
に
関
す
る
問
題
を
考
察
す
る
上
で
の
大
切
な
問
題
で
は
な

い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
一
）
日
本
山
妙
法
寺
と
の
問
題

　

第
二
次
大
戦
前
の
日
蓮
宗
の
大
陸
に
お
け
る
活
動
の
な
か
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
事
件
の
一
つ
に
昭
和
十
年
の
神
保
日
静
管
長
の
満
州

親
教
が
あ
る
。
こ
の
親
教
に
つ
い
て
は
別
に
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。

　

こ
こ
で
は
昭
和
十
年
の
親
教
に
関
連
し
て
日
本
山
妙
法
寺
の
藤
井
日
達
師
が
、
神
保
管
長
を
非
難
し
た
事
件
を
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
神

保
管
長
が
満
州
親
教
の
際
に
満
州
国
の
有
力
者
に
働
き
か
け
て
日
本
山
妙
法
寺
へ
の
弾
圧
を
さ
せ
た
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
藤
井
日
達

著
『
仁
王
護
国
抄1

※

』（
昭
和
十
二
年
）
に
そ
の
一
件
は
記
さ
れ
て
い
る
。

第
九
回
日
蓮
宗
教
化
学
研
究
発
表
大
会

大
陸
に
お
け
る
日
蓮
宗
の
活
動

│
満
州
事
変
以
降
の
二
つ
の
問
題
を
中
心
に
│

坂　

輪　

宣　

政
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藤
井
は
同
書
の
中
で
、
神
保
管
長
が
満
州
へ
来
て
以
来
日
本
山
へ
の
官
憲
の
圧
力
が
強
ま
っ
た
の
で
、
既
成
教
団
で
あ
る
日
蓮
宗
か
ら

の
妨
害
で
あ
ろ
う
と
記
し
、「
若
し
、
た
と
い
阿
錬
野
の
管
長
が
公
処
に
向
か
っ
て
我
が
悪
を
説
か
ざ
り
し
と
云
う
も
」
な
ど
と
激
し
い

表
現
を
多
用
し
て
強
く
非
難
し
て
い
る
。
そ
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
満
州
に
い
て
大
連
布
教
所
の
留
守
を
預
か
っ
て
い
る
信
徒
杉
崎
浩

一
か
ら
の
藤
井
へ
の
書
簡
で
あ
る
。
満
州
関
東
局
教
育
課
長
が
布
教
所
を
た
ず
ね
、「
大
連
日
本
山
妙
法
寺
は
い
ず
れ
の
宗
務
院
に
も
在

籍
せ
ず
、
官
庁
に
お
い
て
適
任
な
り
と
思
量
せ
ら
る
る
代
理
者
を
配
置
せ
ざ
る
現
状
が
あ
り
、
右
二
項
を
以
て
推
移
す
る
こ
と
は
黙
許
し

難
い
」
こ
と
を
述
べ
て
対
処
を
迫
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
藤
井
は
日
蓮
宗
が
日
本
山
妙
法
寺
の
満
州
で
の
布
教
を
妨
害
す
る
た
め
に

関
東
局
を
利
用
し
て
い
る
と
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
中
濃
教
篤
も
「
こ
れ
は
当
時
満
州
布
教
の
督
励
に
渡
満
し
た
日
蓮
宗
管
長
か
ら
出
た
日
本
山
妙
法
寺
を
廃
寺
に

す
べ
し
と
の
申
し
入
れ
を
背
景
に
す
る
も
の
で
あ
る2

※

」
と
藤
井
の
説
を
真
実
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
保
管
長
が
満
州
巡
錫
を
し
た
際

に
、
当
局
要
路
者
に
対
し
て
妙
法
寺
を
廃
止
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
、
そ
れ
が
一
つ
の
背
景
と
な
っ
て
、
翌
年
五
月
に
満
州
国
関
東
局
教
育

課
長
が
妙
法
寺
の
布
教
所
を
訪
問
し
て
法
律
上
の
不
備
を
詰
問
し
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

ま
た
、
戸
頃
重
基
も
『
近
代
社
会
と
日
蓮
主
義3

※
』
に
お
い
て
同
様
の
見
方
を
し
て
い
る
。

　
　

 

す
で
に
日
蓮
宗
は
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
、
宗
規
を
楯
に
と
っ
て
日
本
山
が
満
州
で
は
寺
院
建
立
の
で
き
な
い
よ
う
民
政
署
に
訴

え
て
い
た
が
、
満
州
事
変
後
も
、
関
東
局
教
育
課
長
の
杉
岡
定
治
は
、
日
本
山
妙
法
寺
の
信
者
杉
崎
浩
一
を
た
ず
ね
、
日
本
山
妙
法

寺
を
廃
寺
に
す
べ
し
、
と
申
し
入
れ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
三
六
（
昭
和
十
一
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
申
し
入
れ
の
背
景
に

は
、
当
時
、
満
州
布
教
を
督
励
す
る
た
め
に
渡
満
し
た
日
蓮
宗
管
長
の
圧
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
藤
井
山
主
は
、「
今
末

法
に
入
っ
て
九
百
年
、
日
蓮
宗
々
務
院
管
長
等
非
法
非
律
を
制
作
し
、
剰
へ
満
州
に
渡
り
て
公
処
に
向
て
法
を
り
人
を
謗
り
日
本
山

妙
法
寺
を
廃
寺
せ
し
め
ん
と
欲
す
、
あ
に
三
類
の
強
に
あ
ら
ず
や
」
と
喝
破
（
中
略
）
た
だ
日
蓮
宗
が
、
官
権
と
結
ん
で
日
本
山
妙

法
寺
の
大
陸
進
出
を
押
え
に
か
か
ろ
う
と
し
た
の
は
卑
怯
で
も
あ
れ
ば
愚
劣
で
も
あ
り
、
そ
の
う
え
大
陸
進
出
に
た
い
す
る
自
信
喪
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失
を
ば
く
ろ
し
て
い
た
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　

と
厳
し
い
表
現
を
し
て
い
る
。
但
し
、
両
書
と
も
に
藤
井
の
著
作
以
外
に
論
拠
を
挙
げ
て
居
ら
ず
、
以
前
に
日
蓮
宗
の
満
州
開
教
監
督

が
日
本
山
の
布
教
を
と
め
よ
う
と
民
政
署
に
訴
え
た
こ
と
か
ら
も
事
実
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

　

は
た
し
て
、
神
保
管
長
が
こ
の
よ
う
な
要
望
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
実
は
藤
井
の
推
測
は
誤
り
で
あ
り
、
妙
法
寺
へ
の
宗
教

行
政
当
局
の
圧
迫
は
当
時
推
進
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
満
州
国
の
新
た
な
宗
教
行
政
を
背
景
と
し
て
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
日
本
山
妙
法
寺
の
満
州
で
の
布
教
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
藤
井
は
大
正
六
年
に
初
め
て
満
州
で
の
布
教
を
行
い
遼
陽
に
寺
院

を
建
立
し
た
。
大
正
八
年
に
は
満
鉄
の
無
償
敷
地
貸
付
で
大
連
に
妙
法
寺
を
建
立
し
た
。『
仁
王
護
国
抄
』
で
は
「
就
中
満
州
の
仏
教
寺

院
は
各
宗
一
律
に
、
其
の
建
立
に
当
り
て
は
一
軒
の
寺
院
な
り
と
も
満
鉄
公
司
の
補
助
を
仰
ぎ
沿
線
信
徒
の
寄
附
を
募
ら
ざ
る
者
は
無
か

り
し
に
、
ひ
と
り
日
本
山
妙
法
寺
の
み
は
大
連
を
初
め
沿
線
各
地
の
寺
院
建
立
に
も
未
だ
満
鉄
の
補
助
も
受
け
た
る
こ
と
も
無
く
、
汎
く

沿
線
信
徒
の
寄
附
を
募
り
し
こ
と
も
無
く
、
偏
に
正
法
の
護
持
建
立
の
為
に
精
進
し
、
‥
」
と
満
鉄
の
助
力
な
し
で
布
教
し
て
い
た
と
称

す
る
。
し
か
し
、『
西
天
開
教
日
誌4

※

』
で
は
満
鉄
の
援
助
に
よ
り
寺
院
を
建
立
し
て
い
た
こ
と
を
自
ら
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
正

八
年
に
は
満
鉄
か
ら
土
地
を
無
償
貸
付
さ
れ
て
大
連
向
陽
台
に
寺
院
を
建
立
し
た
。
土
地
貸
下
は
法
規
に
よ
り
難
儀
し
数
年
間
繰
り
返
し

却
下
さ
れ
て
い
た
が
、
つ
い
に
財
務
課
長
の
知
音
を
得
る
に
及
ん
で
貸
し
下
げ
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
た
、
と
い
う
。「
日
蓮
宗
教
報
」

一
五
八
号
の
昭
和
四
年
五
月
の
平
間
寿
本
視
察
談
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
本
山
妙
法
寺
は
総
坪
数
一
万
坪
余
の
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
。
藤
井
は
帰
国
中
で
責
任
者
も
外
出
中
で
現
地
の
幼
童
一
人
の
み
が
留
守
番
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
藤
井
は
昭
和
五
年
九
月
十
三
日
・
同
十
八
日
に
は
「
満
鉄
本
社
地
方
課
土
地
係
主
任
に
会
見
し
て
、
日
本
山
妙
法
寺
の
布
教
方

針
を
弁
じ
て
、
奉
天
の
道
場
の
敷
地
貸
下
の
承
諾
を
求
め
」
た
。
九
月
十
八
日
に
は
奉
天
の
道
場
に
つ
い
て
「
今
日
す
で
に
開
堂
供
養
を

い
と
な
む
べ
か
り
し
が
、
魔
障
あ
り
て
満
鉄
そ
の
敷
地
の
貸
下
げ
を
拒
む
」
と
満
鉄
に
拒
否
さ
れ
た
。
理
由
と
し
て
は
、
中
国
人
に
布
教

す
る
な
ら
満
鉄
の
附
属
地
外
で
敷
地
を
求
め
て
ほ
し
い
、
す
で
に
日
蓮
宗
の
布
教
所
が
あ
る
の
で
同
一
市
内
に
同
宗
の
寺
院
建
立
は
不
必
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要
で
あ
る
、
の
二
点
が
骨
子
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
も
藤
井
は
日
蓮
宗
が
「
悪
計
」
を
も
っ
て
度
々
妨
害
を
し
た
た
め
で
も
あ
る

と
推
測
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
も
藤
井
は
推
測
に
よ
っ
て
日
蓮
宗
に
対
し
て
不
満
を
募
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

当
時
の
日
本
山
の
満
州
で
の
布
教
に
従
事
し
た
富
高
行
保
は
日
本
山
妙
法
寺
に
つ
い
て
、「
宗
教
団
体
と
し
て
は
規
格
は
ず
れ
の
と
こ
ろ

が
多
く
、
こ
れ
を
理
由
に
し
た
排
斥
の
動
き
が
い
つ
も
あ
っ
た5

※

」
と
し
て
い
る
。
日
本
山
の
布
教
は
現
地
人
を
主
な
対
象
と
し
た
布
教
で

あ
っ
た
こ
と
は
著
名
で
あ
る
。
こ
の
昭
和
十
二
年
頃
の
当
局
か
ら
の
圧
力
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
布
教
し
て
い
っ
た
結
果
、
布
教
所
数
は
増
加

し
、
昭
和
十
八
年
の
『
満
州
年
鑑
』
の
統
計
で
は
計
二
百
カ
所
に
も
増
加
し
て
い
た
。
同
年
の
日
蓮
宗
は
三
十
一
カ
所
で
あ
り
、
日
本
仏

教
の
合
計
四
百
八
十
九
カ
所
の
四
割
強
を
も
日
本
山
妙
法
寺
が
占
め
て
い
る
。
現
地
の
人
々
を
中
心
と
し
た
姿
勢
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
そ
の
こ
ろ
、
日
本
山
と
日
蓮
宗
の
間
に
は
ほ
か
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
ハ
ル
ピ
ン
の
妙
法
寺
布
教
所
の
件
で
あ
る
。
藤
井
は
こ
の

一
件
に
つ
い
て
も
、『
仁
王
護
国
抄
』
に
仮
称
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
現
地
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
日
本
山
妙
法
寺
の
僧

侶
吉
田
が
現
地
信
徒
に
だ
ま
さ
れ
て
曼
荼
羅
の
写
真
版
を
売
る
な
ど
し
て
、
問
題
と
な
っ
た
。「
こ
の
事
情
を
調
査
し
た
る
官
憲
は
た
ま

た
ま
渡
満
せ
る
神
保
管
長
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
つ
い
に
日
本
山
妙
法
寺
廃
寺
計
画
を
立
て
」
た
、
と
こ
こ
で
も
藤
井
は
管
長
の
計
略
が

あ
っ
た
か
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
蓮
宗
に
つ
い
て
「
既
成
集
団
日
蓮
宗
は
猟
師
の
袈
裟
を
着
た
る
が
ご
と
く
、
日
本
山
の
信

徒
を
訪
ね
回
っ
て
口
を
極
め
て
日
本
山
の
悪
を
説
き
、
自
ら
」
を
正
統
教
団
と
述
べ
て
い
た
、
と
記
し
て
非
難
し
て
い
る
。
藤
井
説
で
は
、

妙
法
寺
ハ
ル
ピ
ン
布
教
所
の
担
任
で
あ
っ
た
「
吉
田
某
」
が
、「
規
制
宗
団
に
改
宗
す
れ
ば
そ
の
ま
ま
布
教
道
場
を
経
営
さ
せ
て
や
る
と

い
う
の
で
、」
改
宗
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
。
そ
の
吉
田
を
日
本
山
満
州
担
当
の
行
東
が
破
門
し
て
吉
田
が
内
地
へ
送
還
さ
れ
た
と
こ

ろ
、
日
蓮
宗
布
教
師
の
宍
倉
が
日
本
山
道
場
へ
担
任
と
し
て
入
っ
て
き
て
道
場
を
乗
っ
取
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
藤
井
日
達
は
憤
慨
し
て
い

る
。「
本
尊
、
仏
壇
、
仏
具
か
ら
茶
碗
、
箸
に
至
る
ま
で
、
私
に
何
の
相
談
も
な
く
忽
然
と
既
成
宗
団
日
蓮
宗
に
変
え
て
し
ま
い
ま
し
た
」

「
一
般
の
信
徒
も
何
の
事
と
は
な
し
に
そ
の
ま
ま
既
成
宗
団
日
蓮
宗
の
檀
家
と
な
り
ま
し
た
」
と
あ
っ
て
不
法
行
為
に
よ
っ
て
被
害
を
受

け
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
日
蓮
宗
で
は
担
任
の
在
家
信
徒
が
日
蓮
宗
に
帰
依
し
た
の
で
、
満
人
信
徒
多
数
も
つ
い
て
き
た
、
と
発
表
し
て

い
る
。
日
蓮
宗
教
報
四
一
号
（
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
日
）
で
は

　
　

 
満
州
国
ハ
ル
ピ
ン
布
教
所
主
任
宍
倉
存
明
師
は
、
同
地
に
あ
り
て
教
線
拡
張
に
努
力
中
な
る
が
、
日
本
山
妙
法
寺
の
竹
内
峰
治
氏
が

宍
倉
師
の
徒
弟
に
な
り
て
本
宗
に
帰
属
せ
し
よ
り
賓
県
百
十
七
名
、
海
愉
県
十
七
名
、
望
奎
県
五
十
名
、
方
正
県
百
二
十
名
、
巴
彦

県
七
十
六
名
の
満
人
信
徒
も
亦
同
布
教
所
に
帰
属
し
、
同
師
に
よ
り
本
宗
の
教
化
を
受
け
つ
つ
あ
り
。
同
師
の
満
人
信
徒
は
濱
江
省

下
に
て
三
百
八
十
名
に
及
び
本
年
は
三
江
省
方
面
に
教
線
を
拡
張
中
な
る
が
同
師
今
後
の
活
躍
は
期
し
て
待
つ
べ
き
も
の
多
大
な
り
。

と
伝
え
る
。
文
中
の
竹
内
が
藤
井
の
い
う
「
吉
田
某
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
宍
倉
の
「
満
人
信
徒
」
三
百
八
十
名
は
全
て
日
本
山
の
信

徒
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
藤
井
説
と
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
資
料
か
ら
は
詳
細
は
不

明
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
筆
者
は
教
報
の
記
事
の
ほ
う
が
事
実
に
近
い
の
で
は
と
考
え
る
。

　

細
か
い
事
実
関
係
は
と
も
か
く
と
し
て
、
日
本
山
の
よ
う
な
帰
属
や
統
制
の
曖
昧
な
宗
教
団
体
を
既
成
宗
団
に
統
合
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、

当
時
の
満
州
国
当
局
、
ひ
い
て
は
日
本
当
局
の
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
型
の
教
団
へ
の
統
合
は
満
州
国
政
府

の
新
た
な
宗
教
政
策
の
現
れ
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
従
来
満
州
に
あ
っ
た
曖
昧
な
形
態
の
寺
廟
や

宗
教
団
体
も
同
様
に
規
制
さ
れ
、
何
ら
か
の
形
で
明
確
に
政
府
の
統
制
下
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、

妙
法
寺
の
よ
う
な
既
成
教
団
と
異
な
る
団
体
に
そ
の
影
響
が
最
も
強
く
表
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
事
件
の
解
釈
に
一
つ
の
新
し
い
視
点
を
も
た
ら
す
の
が
、
孫
江
『
近
代
中
国
の
革
命
と
秘
密
結
社6

※

』
で
あ
る
。
同
書
は
近
代
以
前

か
ら
中
国
に
存
在
し
て
い
た
宗
教
的
な
要
素
を
持
っ
た
民
間
団
体
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
半
分
は
宗
教
集
団
で
あ
り
な
が
ら
、
慈
善
団

体
で
も
あ
り
、
反
権
力
と
も
な
り
う
る
秘
密
結
社
で
も
あ
る
「
会
」
や
「
道
門
」
の
歴
史
や
活
動
で
あ
る
。
こ
こ
で
孫
は
、
戦
前
満
州
の

紅
十
字
社
や
紅
槍
会
、
太
刀
会
な
ど
に
つ
い
て
、
日
本
官
憲
が
そ
の
活
動
を
危
険
視
し
、
宗
教
団
体
の
規
定
を
厳
格
化
し
て
規
制
を
加
え

よ
う
と
し
た
と
い
う
視
点
か
ら
満
州
国
時
代
の
宗
教
統
制
を
考
察
し
て
い
る
。
特
に
弾
圧
を
受
け
た
大
本
教
の
教
主
が
満
州
へ
逃
亡
し
て
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紅
十
字
社
と
合
体
す
る
と
い
う
可
能
性
を
当
局
が
恐
れ
た
の
が
、
当
時
の
宗
教
政
策
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
察
し
て

い
る
。
孫
の
説
の
う
ち
、
中
国
の
「
会
」
や
「
道
門
」
を
日
本
や
満
州
の
当
局
が
ど
の
程
度
重
視
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

再
考
の
余
地
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
曖
昧
な
形
で
の
宗
教
の
存
在
を
強
制
的
に
整
理
し
、
統
制
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
の
は

間
違
い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
当
時
の
満
州
国
当
局
は
宗
教
団
体
の
定
義
を
明
確
化
し
て
、
そ
れ
を
国
家
の
認
可
に
よ
っ
て
統
制

し
よ
う
と
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
満
州
に
も
日
本
と
類
似
の
宗
教
法
を
適
用
し
、
日
本
と
同
様
の
各
教
団
が
管
長
を
頂
点
と
す
る
形
態
を

と
っ
て
官
憲
か
ら
の
命
令
一
下
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
昭
和
十
年
に
神
保
管
長
が
満
州
を
訪
れ
た
際

に
も
そ
の
点
に
つ
い
て
諮
問
を
う
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
関
東
軍
司
令
官
南
大
将
は
参
謀
吉
岡
安
直
大
佐
を
管
長
の
ホ
テ
ル
へ
派
遣
し
て

宗
教
行
政
に
つ
い
て
尋
ね
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
「
所
謂
淫
祠
邪
教
の
処
置
」
が
あ
っ
た
。
管
長
は
弾
圧
を
加
え
る
こ
と
に
は
極

力
反
対
の
旨
返
答
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
す
で
に
曖
昧
な
民
間
信
仰
へ
の
整
理
政
策
が
検
討
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

満
州
国
の
宗
教
行
政
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
昭
和
九
年
五
月
一
日
付
朝
日
新
聞
の
記
事
で
は
、
満
州
国
の
宗
教
事
情
に
つ
い
て
西
山
正

猪
満
州
国
文
教
部
総
務
司
長
（
前
職
は
文
部
省
宗
教
局
長
）
が
記
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
た
な
か
で
、
国
教
に
つ
い
て
は
国
内
の
宗

教
の
実
情
が
判
ら
ず
決
め
か
ね
て
い
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
ご
承
知
の
様
に
満
州
国
に
お
い
て
は
仏
教
、
儒
教
、
回
々
教
、
喇
嘛
教
、
シ

ャ
ー
マ
ン
教
そ
の
他
幾
種
か
の
宗
教
が
あ
り
、
之
は
た
だ
雑
然
と
し
て
存
在
し
国
民
が
一
般
に
ど
の
宗
教
を
一
番
多
く
信
仰
し
て
い
る
の

か
と
い
う
事
さ
え
も
判
っ
て
い
な
い
」
の
で
目
下
調
査
中
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
当
局
者
で
さ
え
実
情
を
把
握
し
切
れ
て
い
な

い
状
況
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
中
で
、
管
長
の
満
州
親
教
や
満
蒙
開
教
方
針
が
決
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、『
満
州
国
文
教
年
鑑
』
が
全
国
的
規
模
の
調
査
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
同
書
は
文
教
部
礼
教
司
に
よ
っ
て
三
次
に
わ
た
っ

て
編
纂
さ
れ
た
当
局
者
の
た
め
の
資
料
で
あ
る
。
第
一
次
は
実
に
千
五
百
ペ
ー
ジ
の
大
部
で
、
大
同
一
年
三
月
か
ら
同
二
年
六
月
ま
で
の

教
育
・
宗
教
に
関
す
る
調
査
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
第
二
次
は
同
二
年
十
二
月
ま
で
の
調
査
で
、
約
六
百
五
十
頁
、
同
三
次
は
七

十
頁
と
統
計
編
二
百
八
十
頁
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
次
第
に
記
述
が
ま
と
ま
っ
て
き
て
ペ
ー
ジ
数
も
減
り
、
第
三
次
は
樺
太
と
ほ
ぼ
同
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様
の
体
裁
で
よ
く
整
備
さ
れ
た
統
計
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
次
か
ら
比
較
し
て
み
る
と
、
調
査
が
進
む
に
つ
れ
て
把
握
し
た
寺
廟
数

も
大
変
増
加
し
て
お
り
、
調
査
の
結
果
当
局
が
次
第
に
実
情
を
把
握
し
て
い
っ
た
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。

　

第
三
次
の
満
州
国
内
の
仏
教
に
つ
い
て
の
記
述
で
は
、
在
来
仏
教
を
禅
・
天
台
・
華
厳
・
三
論
・
浄
土
・
密
・
律
・
法
相
・
臨
済
・
曹

洞
に
区
分
し
て
い
る
。
派
別
は
雑
多
で
混
交
し
て
お
り
「
各
教
各
派
の
独
創
に
よ
り
今
日
ま
で
継
続
し
来
れ
り
」
と
寺
ご
と
の
独
立
性
が

高
く
、
教
義
に
も
と
づ
く
集
団
性
が
極
め
て
低
い
な
ど
の
日
本
の
仏
教
教
団
と
の
性
格
の
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
を

日
本
的
な
構
造
に
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
様
子
は
先
行
研
究
に
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
僧
侶
・
道
士
に
つ
い
て
は
知
識
不
十

分
、
し
か
も
統
一
的
組
織
な
し
と
評
し
、
隠
遁
的
で
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
少
な
し
と
批
判
し
て
い
る
。
出
家
の
理
由
と
し
て
は
「
幼
年

の
多
病
で
捨
身
し
て
福
を
祈
る
、
事
業
に
失
敗
し
甚
だ
し
く
精
神
上
に
打
撃
を
蒙
り
厭
世
の
結
果
出
家
。
身
に
罪
悪
を
負
い
懺
悔
の
た
め

仏
門
に
入
る
」
な
ど
が
多
い
と
し
て
い
る
。
僧
侶
の
社
会
的
地
位
は
む
し
ろ
か
な
り
低
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
観
察
が
あ
る
。

　

ま
た
同
書
に
は
宗
教
の
位
置
に
つ
い
て
は
「
正
当
な
る
宗
教
に
は
一
定
の
宗
旨
、
一
定
の
教
条
あ
り
。
人
に
善
を
勧
め
悪
を
戒
め
既
往

の
過
を
改
め
て
死
後
の
幸
福
を
祈
り
、
現
世
に
局
限
せ
ず
、
国
境
を
分
た
ず
と
雖
も
、
国
界
に
害
を
な
さ
ず
」
な
ど
と
い
う
記
述
も
あ
り
、

ま
た
宗
教
を
国
権
の
統
制
下
に
あ
る
も
の
と
規
定
し
、
満
州
国
の
国
是
に
違
背
す
る
も
の
は
許
可
し
な
い
、
と
い
う
態
度
を
一
貫
し
て
強

く
示
す
内
容
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
当
局
が
「（
満
州
国
）
成
立
以
来
努
め
て
邪
教
を
防
ぎ
、
淫
祠
邪
祠
を
廃
止
し
、
以
て
正
し
き
宗
教
進
展
を
助
成
す
べ
く
、
先

ず
之
が
調
査
に
着
手
し
、
漸
進
的
方
法
を
以
て
改
善
に
努
力
し
、
宗
教
の
統
一
を
期
し
つ
つ
あ
り
」
と
、
宗
教
整
理
を
行
い
宗
派
的
な
統

一
を
助
長
し
た
り
、
慈
善
団
体
や
結
社
の
よ
う
な
類
似
宗
教
を
処
断
し
た
り
、
曖
昧
な
廟
宇
を
廃
止
さ
せ
た
り
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

康
徳
二
年
に
は
「
寺
廟
規
則
」
も
出
来
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
満
州
国
の
宗
教
行
政
の
方
針
が
確
立
し
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ

ろ
う
。
前
述
す
る
よ
う
に
神
保
管
長
は
吉
岡
中
佐
に
こ
の
よ
う
な
整
理
政
策
に
は
反
対
で
あ
る
と
告
げ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ

の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
昭
和
十
二
年
十
二
月
に
は
治
外
法
権
撤
廃
・
満
鉄
付
属
地
行
政
権
の
満
州
国
へ
の
委
譲
が
行
わ
れ
、
同
十
三
年
九
月
二
十
四

日
に
は
「
暫
行
寺
廟
及
布
教
者
取
締
規
則
」
が
実
施
さ
れ
満
州
国
の
寺
院
行
政
が
確
立
す
る
。
そ
し
て
、
昭
和
十
四
年
五
月
の
満
州
国
仏

教
総
会
の
設
立
に
至
る
。
日
本
山
も
満
州
国
仏
教
総
会
設
立
に
際
し
三
百
円
を
拠
出
し
て
い
る
。
補
助
金
の
総
額
は
六
千
円
で
、
日
蓮
宗

は
五
百
円
で
あ
っ
た7

※

。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
満
州
に
お
い
て
宗
教
統
制
策
が
進
展
し
た
こ
と
が
日
本
山
妙
法
寺
の
布
教
所
に
関
す
る
諸
問
題
と
し
て
現

れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
信
徒
杉
崎
氏
が
関
東
庁
教
育
課
長
か
ら
詰
問
さ
れ
た
こ
と
や
ハ
ル
ピ
ン
布
教
所
が

日
蓮
宗
に
衣
替
え
し
た
の
も
そ
う
い
っ
た
背
景
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
背
景
と
し
て
、
前
述
の
満
州
国
の
宗
教
調
査
と
そ
れ
に
基
づ
く
新
規
の
宗
教
政
策
が
そ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
宗
教
教
団
へ
の
厳
格
な
管
理
体
制
を
文
教
部
が
目
指
し
て
い
た
為
で
あ
ろ
う
。

　

藤
井
『
仁
王
護
国
抄
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
信
徒
杉
崎
の
書
状
に
「
尚
お
、
昭
和
六
年
の
満
州
事
変
後
、
満
州
国
建
国
せ
ら
れ
万
般
の

御
在
連
時
代
に
は
想
像
を
も
為
し
得
ざ
る
程
度
に
画
期
的
変
化
を
来
し
」
と
あ
り
、
近
年
に
な
っ
て
宗
教
行
政
が
大
い
に
変
化
し
て
い
る

様
子
を
伝
え
て
い
る
の
も
そ
の
よ
う
な
事
情
を
内
地
に
い
る
藤
井
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
藤
井
は
そ
う
は
と

ら
ず
に
日
蓮
宗
の
裏
工
作
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
昭
和
十
一
年
の
一
件
は
ほ
か
に
藤
井
説
の
証
拠
と
な
る
も
の
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
結
論
と
し
て
、
神
保
管
長
が
有
力
者
へ
裏
面
か
ら
依
頼
し
て
妙
法
寺
を
弾
圧
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
と
い

う
『
仁
王
護
国
抄
』
の
藤
井
説
は
正
し
く
な
い
と
し
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

藤
井
の
前
著
の
主
な
内
容
は
宗
教
の
国
家
へ
の
従
属
を
否
定
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
本
来
の
仏
教
は
藤
井
の
主
張
の
通
り
出
世
間
で

あ
り
、
当
時
の
日
本
官
僚
が
当
た
り
前
と
思
う
よ
う
な
体
制
、
つ
ま
り
管
長
が
あ
た
か
も
役
人
の
許
可
を
得
て
宗
門
を
率
い
て
国
家
に
従

属
す
る
よ
う
な
状
況
こ
そ
が
異
常
な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
満
州
国
建
国
以
前
の
満
州
の
宗
教
の
方
が
本
来
性
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
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と
も
思
わ
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
神
保
管
長
へ
の
疑
惑
は
濡
れ
衣
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
蓮
永
寺
と
満
州

　

満
州
に
お
い
て
日
本
の
勢
力
が
増
大
し
、
在
留
日
本
人
が
増
加
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
、
満
州
の
日
蓮
宗
も
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
の
動
き

の
中
で
、
日
持
上
人
の
建
立
し
た
本
山
で
あ
る
貞
松
蓮
永
寺
を
満
州
へ
移
転
し
よ
う
と
い
う
運
動
が
幾
度
か
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
目
に
し
た
記
事
を
も
と
に
見
て
ゆ
き
た
い
。

　
『
中
外
日
報
』
昭
和
十
年
五
月
七
日
付
に
よ
れ
ば
平
間
寿
本
貫
首
が
四
月
二
四
日
に
満
州
へ
赴
き
、
新
京
に
二
千
五
百
坪
の
土
地
を
取

得
し
て
満
州
へ
完
全
移
転
し
た
い
と
の
意
向
を
示
し
た
と
い
う
。
日
持
上
人
も
満
州
へ
本
山
移
転
の
希
望
を
持
っ
て
い
た
は
ず
、
と
の
貫

首
の
意
向
が
あ
っ
た
と
い
う
。
小
泉
日
慈
・
丹
澤
日
京
の
各
貫
首
の
時
代
に
も
移
転
を
策
し
た
が
、
い
ず
れ
も
檀
家
の
猛
烈
な
反
対
に
あ

っ
て
挫
折
し
た
と
も
あ
る
。
平
間
貫
首
は
五
月
十
四
日
に
帰
着
し
て
相
談
の
予
定
、
と
報
じ
て
い
る
。
明
治
四
十
四
年
一
月
に
丹
沢
日
京

貫
首
は
佐
野
前
励
宗
務
総
監
と
協
議
の
上
、
蓮
永
寺
を
満
州
に
移
転
せ
ん
と
し
、
臨
時
宗
会
に
諮
る
も
、
否
決
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
『
朝
日
新
聞
』
満
州
版
の
昭
和
十
年
五
月
三
日
付
で
も
蓮
永
寺
の
移
転
に
つ
い
て

　
　

 

静
岡
市
沓
の
谷
の
日
蓮
宗
名
刹
蓮
永
寺
を
満
州
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
、
住
職
平
間
壽
本
師
は
新
京
に
買
収
し
た
二
千
五
百
坪
の

敷
地
の
検
分
な
ら
び
に
建
築
打
合
せ
の
た
め
去
る
二
十
六
日
渡
満
し
た
が
本
月
十
四
日
ご
ろ
帰
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
蓮
永
寺
は

日
蓮
の
高
弟
日
持
上
人
の
開
山
に
か
か
る
も
の
で
日
持
上
人
は
今
か
ら
六
百
四
十
年
前
樺
太
か
ら
シ
ベ
リ
ア
、
満
州
に
渡
り
布
教
を

行
っ
た
が
中
途
で
倒
れ
今
も
松
花
江
、
黒
竜
江
沿
岸
で
は
日
蓮
宗
の
団
扇
太
鼓
を
た
た
く
風
習
を
残
し
て
い
る
の
で
日
持
上
人
の
遺

志
を
実
現
す
る
た
め
満
州
に
日
持
派
本
山
た
る
蓮
永
寺
を
移
転
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。（
静
岡
）

と
し
て
い
る
。

　

両
新
聞
の
記
事
は
蓮
永
寺
の
移
転
が
か
な
り
具
体
的
に
語
ら
れ
て
お
り
、
実
現
の
可
能
性
も
高
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
当
時
の
平
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間
貫
首
は
海
外
布
教
に
意
欲
的
で
あ
り
、
今
回
も
話
だ
け
で
は
な
く
実
行
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。　

　

こ
の
移
転
に
つ
い
て
は
宗
会
で
も
決
議
が
な
さ
れ
て
い
た
。　

　
（「
宗
報
」
二
百
二
十
号
）

　
　

 

尚
此
の
席
を
利
用
し
て
御
賛
成
願
い
た
い
事
は
昨
日
管
長
猊
下
の
御
話
の
通
り
海
外
布
教
の
大
先
達
日
持
上
人
開
基
た
る
本
山
蓮
永

寺
を
満
州
新
京
に
移
転
す
る
事
は
重
大
で
あ
り
且
意
義
の
あ
る
事
と
存
じ
ま
す
。
幸
い
、
此
の
席
に
平
間
大
僧
正
も
御
出
で
で
御
座

い
ま
す
か
ら
此
に
対
す
る
僧
正
の
御
意
見
も
御
伺
い
ま
し
た
上
で
希
望
決
議
を
し
て
頂
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　

○
六
番
（
平
間
）

　
　

 

只
今
教
学
部
長
よ
り
御
話
が
あ
り
ま
し
た
蓮
永
寺
移
転
の
件
に
関
し
て
は
昨
日
も
管
長
猊
下
御
臨
場
の
上
御
希
望
で
あ
り
ま
し
た
が
、

私
は
蓮
永
寺
住
職
と
い
た
し
ま
し
て
本
件
に
満
腔
の
誠
意
を
以
て
賛
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
長
年
の
懸
案
で
あ
り

ま
し
て
前
住
職
小
泉
日
慈
上
人
も
深
く
其
の
実
現
を
期
待
し
て
居
ら
れ
ま
し
た
。
又
明
治
四
十
四
年
佐
野
前
励
僧
正
の
時
代
第
五
臨

時
宗
会
に
於
て
蓮
永
寺
を
朝
鮮
平
壌
に
移
転
す
る
事
を
決
議
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
然
し
今
日
更
に
日
持
上
人
の
御
意
志
を

継
ぎ
上
人
大
陸
遊
化
の
足
跡
地
た
る
新
興
満
州
国
国
都
に
移
す
事
は
意
義
益
々
重
大
で
あ
り
ま
す
。
さ
り
乍
ら
本
件
を
実
際
問
題
と

し
て
具
体
的
工
作
を
す
る
手
続
形
式
は
可
成
り
面
倒
で
困
難
な
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
追
々
に
当
局
と
も
相
談
し
て
万
全
な
策
を
講
じ

た
い
と
思
い
ま
す
。
尚
皆
様
に
御
願
い
致
し
ま
す
事
は
是
の
移
転
に
関
し
て
は
莫
大
な
る
経
済
的
問
題
も
伴
う
事
故
、
其
の
際
全
宗

門
の
御
援
助
を
俟
た
な
け
れ
ば
完
成
困
難
と
思
い
ま
す
。
何
分
よ
ろ
し
く
御
願
い
致
し
ま
す
。

　
　

○
四
十
一
番
（
柴
田
）

　
　

 

只
今
六
番
議
員
が
蓮
永
寺
住
職
と
し
て
誠
意
あ
る
賛
意
を
致
さ
れ
た
事
は
真
に
欣
快
に
耐
え
ま
せ
ん
。
本
員
も
衷
心
よ
り
賛
意
を
表

す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
然
し
是
が
実
現
に
当
た
り
て
は
経
営
、
設
備
等
に
充
分
考
慮
を
払
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
依
て
此
を
一
日

も
早
く
実
現
せ
し
む
る
為
に
は
全
宗
門
よ
り
成
る
協
賛
機
関
を
設
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
又
、
宗
会
議
員
全
員
賛
成
の
意
を
表
す
る
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為
め
、
決
議
文
を
作
成
す
る
事
を
希
望
し
ま
す
。

　
（
こ
こ
で
議
長
の
促
し
に
応
じ
柴
田
議
員
は
決
議
文
腹
案
を
述
べ
る
。
蓋
し
予
め
用
意
し
て
あ
っ
た
も
の
で
管
長
は
じ
め
の
同
意
が
予

め
取
り
付
け
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
決
議
文
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。）

　
　

決
議
文

　
　

 

満
州
国
の
建
国
を
好
機
と
し
て
日
持
上
人
の
遺
業
を
継
承
し
大
陸
化
導
の
祖
意
を
徹
底
せ
ん
が
為
本
山
蓮
永
寺
を
同
国
々
都
に
移
転

す
る
事
及
び
是
が
実
現
に
当
た
り
て
は
適
当
の
協
讃
機
関
を
設
け
事
業
を
達
成
せ
し
め
ん
事
を
希
望
す

　
　

右
決
議
す

　

決
議
文
は
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
日
蓮
宗
が
満
州
国
建
国
を
布
教
の
好
機
と
し
て
満
州
へ
の
進
出
を
意
図
し
て
い
た

こ
と
は
よ
く
う
か
が
え
る
。
実
際
に
満
州
大
連
に
建
立
さ
れ
た
蓮
永
寺
の
末
寺
は
本
国
に
送
金
す
る
ほ
ど
の
繁
昌
ぶ
り
で
あ
っ
た8

※

。
満
州

国
の
建
国
に
よ
り
布
教
権
が
得
ら
れ
て
日
本
仏
教
の
布
教
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
見
通
し
の
も
と
、
こ
の
よ
う
な
案
が
出
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
宗
会
で
の
決
議
ま
で
な
さ
れ
な
が
ら
移
転
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
わ

か
ら
な
い
が
、
や
は
り
費
用
と
満
州
国
の
事
情
、
そ
し
て
檀
家
の
反
対
と
思
わ
れ
る
。
蓮
永
寺
の
移
転
問
題
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
に

ご
く
簡
略
に
記
事
を
引
用
す
る
形
と
な
っ
た
が
。
当
時
の
人
々
の
意
識
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
る
内
容
で
あ
る
。

　

ま
と
め

　

日
蓮
宗
の
満
州
布
教
を
め
ぐ
る
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
ご
く
簡
略
に
で
は
あ
る
が
述
べ
て
み
た
。
当
時
の
日
蓮
宗
の
満
州
へ
の
取
り
組

み
を
考
え
る
上
で
の
資
料
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
さ
ら
に
考
究
を
深
め
た
い
と
思
う
。
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※
１　

藤
井
行
勝
『
仁
王
護
国
抄
』
１
９
３
７
年　

日
本
山
妙
法
寺
出
版
部

※
２ 　

中
濃
教
篤
『
近
代
日
本
の
政
治
と
宗
教
』
ア
ポ
ロ
社　

１
９
６
７
年　
　

藤
井
と
日
本
山
妙
法
寺
が
特
務
機
関
と
も
関
係
し
て
い
た
こ
と
に

も
ふ
れ
て
い
る
。

※
３　

戸
頃
重
基
『
近
代
社
会
と
日
蓮
主
義
』
評
論
社　

１
９
７
２
年

※
４　

藤
井
日
達
「
西
天
開
教
日
誌
」　
『
藤
井
日
達
全
集　

三
巻
』
隆
文
館　

１
９
９
６
年

※
５　

富
高
行
保 「
日
本
山
妙
法
寺
の
中
国
大
陸
布
教
」　
『
講
座
日
本
近
代
と
仏
教
・
6
』
１
９
７
７
年

※
６　

孫
江
『
近
代
中
国
の
革
命
と
秘
密
結
社　

│
中
国
革
命
の
社
会
史
的
研
究
』
汲
古
書
院
、
２
０
０
７
年

※
７　

木
場
明
志
「
満
州
国
の
仏
教
」　
『
思
想
』
２
０
０
２
年
11
月

※
８　

松
村
寿
顕 「
日
蓮
宗
に
お
け
る
満
州
開
教
の
状
況
」　 『
講
座
日
本
近
代
と
仏
教
・
6
』
１
９
７
７
年
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