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一　

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
は

　

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
（Esperanto

）
は
、
一
八
八
七
年
に
ユ
ダ
ヤ
系
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

（
当
時
は
帝
政
ロ
シ
ア
領
）
の
ザ
メ
ン
ホ
フ
（Zam

enhof
）
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た

国
際
語
案
＝
計
画
言
語
で
あ
る
。

　

国
際
語
と
い
え
ば
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
英
語
を
も
っ
て
国
際
語
で
あ
る

と
思
っ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
し
か
し
、
英
語
は
民
族
語
で
あ
る
。
特
定
の
民
族
文

化
を
背
景
と
し
て
持
つ
言
語
は
中
立
で
あ
る
べ
き
国
際
語
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
。
本
稿
の
趣
旨
は
「
英
語
＝
国
際
語
」
論
へ
の
反
論
で
は
な
い
の
で
詳
し
い
言
及

を
避
け
る
が
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
（esperantisto

、
エ
ス
ペ

ラ
ン
ト
使
用
者
）
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。

二　

ザ
メ
ン
ホ
フ
の
宗
教
観

　

ザ
メ
ン
ホ
フ
は
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
っ
た
が
、
熱
心
な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
は
な
か
っ
た
。

一
時
は
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
心
引
か
れ
た
よ
う
だ
が
、
後
に
は
反
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
立
場
を

と
っ
た
。
彼
は
一
貫
し
て
、
偏
狭
な
民
族
主
義
（
シ
ョ
ー
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
）
を
批
判

し
、
民
族
対
等
の
土
台
の
上
に
人
類
の
友
愛
を
願
っ
て
や
ま
な
か
っ
た
。

　

ザ
メ
ン
ホ
フ
に
よ
れ
ば
、
人
間
同
士
の
対
立
を
生
む
直
接
の
動
機
は
言
語
の
違
い

と
宗
教
の
違
い
で
あ
る
。
前
者
の
解
決
手
段
と
し
て
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
が
提
案
さ
れ
た

と
す
れ
ば
、
後
者
に
対
し
て
は
「
中
立
な
宗
教
」
と
い
う
構
想
が
あ
っ
た
。
わ
れ
わ

れ
日
本
人
に
は
か
な
り
奇
妙
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
ザ
メ
ン
ホ
フ
の
こ
の
構
想
に

お
い
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
が
同
一
の
神
を
信
仰
し
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
預
言
者
を
め
ぐ
る
解
釈
の
違
い
か
ら
相
互
に
対
立
し
て
い
る
こ
と

が
問
題
で
あ
っ
て
、
彼
が
い
う
「
中
立
」
と
は
、
解
釈
の
違
い
を
棚
上
げ
に
す
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ザ
メ
ン
ホ
フ
の
限
界
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
な
ど
異
な
る

タ
イ
プ
の
宗
教
（
神
を
も
た
な
い
宗
教
）
は
視
野
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
の
中
立
宗
教
の
構
想
は
、
当
初
「
ヒ
レ
リ
ズ
ム
」（hilelism

o

）
と
称
さ
れ
た
。

ヒ
レ
ル
（H

ilel

）
と
は
、
紀
元
前
一
世
紀
頃
の
ユ
ダ
ヤ
教
学
者
で
、
律
法
の
人
道
主

義
的
解
釈
に
つ
と
め
、「
自
分
が
欲
し
な
い
こ
と
を
他
人
に
な
す
な
か
れ
」
を
も
っ

て
唯
一
の
ユ
ダ
ヤ
律
法
と
し
た
。
こ
の
名
称
は
あ
ま
り
に
も
ユ
ダ
ヤ
的
で
あ
り
、
他

宗
教
へ
の
配
慮
の
ゆ
え
に
、
後
に
は
「
人
類
人
主
義
」（hom

aranism
o

、
ホ
マ
ラ
ニ

ス
モ
）
と
改
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
一
三
年
に
発
表
さ
れ
た
「
人
類
人
主
義

の
宣
言
」
で
は
、
全
部
で
一
〇
項
目
の
綱
領
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の

冒
頭
部
だ
け
紹
介
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
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一　

私
は
人
間
で
あ
る
。
私
は
全
人
類
を
一
つ
の
家
族
と
み
な
す
。
私
は
、
人
類

が
互
い
に
敵
対
す
る
様
々
な
人
種
や
民
族
宗
教
の
集
団
に
分
裂
し
て
い
る
の
は

最
大
の
不
幸
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
事
態
は
遅
か
れ
早
か
れ
消
滅
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
の
消
滅
を
で
き
る
だ
け
促
進
す
る
の
が
私
の
義
務
と
考
え
る
。

　

二　

私
は
、
す
べ
て
の
人
は
人
間
に
他
な
ら
な
い
と
み
な
し
、
す
べ
て
の
人
を
そ

の
個
人
的
価
値
と
行
為
に
よ
っ
て
の
み
評
価
す
る
。
自
分
と
は
異
な
る
民
族
・

言
語
・
宗
教
・
社
会
階
層
に
属
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
人
間
を
虐
待
・
抑

圧
す
る
の
は
野
蛮
行
為
だ
と
考
え
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
人
類
人
主
義
は
歴
史
的
に
は
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
の
多
く
の
中
心

理
念
と
し
て
受
容
は
さ
れ
て
き
た
が
、
公
式
に
は
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な
価
値
観
、

政
治
的
宗
教
的
信
条
の
域
を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
人
類
人
主
義

を
受
け
入
れ
な
く
と
も
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
で
あ
り
え
る
の
で
あ
っ
て
、
人
類
人
主

義
と
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
自
体
の
価
値
理
念
と
は
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

三　

仏
教
と
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
の
理
念
的
関
連

　

仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
と
い
う
と
き
、
そ
の
「
運
動
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
。
ひ
じ
ょ
う
に
単
純
に
い
え
ば
、「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
仏
教
を
広
め
、

仏
教
者
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
へ
の
理
解
を
求
め
る
活
動
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
運
動
」

と
称
し
て
い
る
が
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
の
民
族
語
に
よ
る
仏
教
普
及
運
動
は

「
仏
教
英
語
（
仏
語
）
運
動
」
と
も
「
英
語
（
仏
語
）
仏
教
運
動
」
と
も
呼
ん
だ
り

は
し
な
い
。
そ
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

　

言
語
と
い
う
も
の
を
ひ
と
つ
の
道
具
あ
る
い
は
手
段
と
見
る
限
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
伝
達
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
方
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
い
か
な
る
言
語

で
表
現
伝
達
す
る
か
は
二
次
的
な
問
題
、
し
た
が
っ
て
な
る
べ
く
効
率
の
よ
い
（
つ

ま
り
普
及
の
割
合
が
高
い
）
英
語
を
選
ぼ
う
と
す
る
の
は
ご
く
自
然
な
態
度
で
あ

る
。
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
使
っ
て
世
界
に
仏
教
を
広
め
よ
う
と
す
る
の
は
き
わ
め
て
効

率
の
悪
い
、
そ
し
て
極
端
に
い
え
ば
無
駄
な
努
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
し
か
解
さ
な
い
人
は
世
界
に
は
い
な
い
の
だ
か
ら
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
言
語
は
単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
に
留
ま
ら
な

い
。
社
会
や
文
化
と
の
密
接
な
関
わ
り
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
も
文
化
が
あ
り
、
そ
の
使
用
者
の
形
成
す
る
共
同
体
が
あ

る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
協
会
と
か
連
合
の
よ
う
な
明
確
な
組
織
形
態
を
指
す
の
で
は

な
く
、
あ
る
価
値
理
念
の
下
に
ゆ
る
や
か
に
ま
と
ま
っ
た
言
語
共
同
体
で
あ
る
。
そ

の
価
値
理
念
と
は
、
以
下
の
三
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。

　

一　

民
族
的
な
価
値
観
・
文
化
の
違
い
を
尊
重
す
る

　

二　

国
家
、
民
族
、
宗
教
、
階
級
な
ど
の
枠
組
み
を
こ
え
て
連
帯
す
る

　

三　

エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
共
同
体
全
体
と
し
て
は
特
定
の
宗
教
・
政
治
的
見
解
か

ら
中
立
で
あ
る
（
む
ろ
ん
個
人
と
し
て
中
立
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
特
定
の
見

解
を
持
ち
活
動
す
る
グ
ル
ー
プ
を
作
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
）

　

こ
の
よ
う
な
価
値
理
念
は
仏
教
の
そ
れ
と
相
似
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ

う
か
。
仏
教
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
世
界
宗
教
・
普
遍
宗
教
で
あ
っ
て
、
特
定
民
族
の

救
済
を
説
く
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
寛
容
の
精
神
で
も
っ
て
相
手
を
摂し
ょ
う
じ
ゅ受し
、
い

か
な
る
名
目
に
よ
る
戦
い
も
認
め
な
い
。
民
族
、
国
家
、
階
級
、
政
治
的
立
場
等
々

を
「
世せ

間け
ん

虚こ

け仮
」
と
し
て
相
対
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
世
間
虚
仮
」
は
聖
徳
太
子
の
言
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
唯ゆ
い
ぶ
つ仏

是ぜ

真し
ん

」
と
一
対
を
な
す
標
語
で
あ
る
。
世
俗
を
相
対
化
す
る
こ
と
は
同
時
に
、
仏
法
を

唯
一
の
規
範
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
仏
教
者
に
と
っ
て
め
ざ
す
べ
き
社

会
は
、
娑
婆
と
対
極
に
あ
る
浄
土
、
も
し
く
は
浄
土
を
モ
デ
ル
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
、
自
由
で
平
等
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
な
る
。

　

念
の
た
め
に
言
っ
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
仏
教
が
め
ざ
す
の
は
個
人
的
な
安
心
救

済
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
仏
教
で
は
智
慧
と
慈
悲
の
二
つ
を
強
調
す
る
が
、

慈
悲
は
正
に
他
者
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
の
あ
り
よ
う
は
仏
教
者
に

と
っ
て
関
心
事
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

個
々
人
な
い
し
個
々
の
グ
ル
ー
プ
の
差
異
が
も
た
ら
す
対
立
を
解
消
す
る
た
め
に

は
、
差
異
そ
の
も
の
が
相
対
化
さ
れ
る
（
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
と
さ
れ
る
、
こ
だ
わ
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エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
は
、
一
八
歳
の
時
、
大
学
の
サ
ー
ク
ル
で
勉
強
を
始

め
た
。
哲
学
的
意
味
で
の
世
界
観
と
し
て
は
唯
物
弁
証
法
に
立
つ
。

た
だ
し
人
間
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
宗
教
が
必
要
と
考
え
る
。

（
写
真
は
二
〇
〇
七
年
に
横
浜
で
開
催
さ
れ
た
世
界
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

大
会
の
「
宗
教
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
お
い
て
講
演
す
る
筆
者
）

● Interface >>> 仏教エスペラント運動の歴史と現在

3 ARENA2010

る
必
要
の
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
）
必
要
が
あ
る
。
仏
教
は
当
初
か
ら
そ
の
こ
と
を
言

い
続
け
て
き
た
。
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
が
目
指
す
民
族
平
等
・
人
類
友
愛
の
精
神
は
、
仏

教
的
価
値
観
と
ひ
じ
ょ
う
に
親
和
性
が
高
い
と
い
え
る
。

　

た
だ
、
宗
教
あ
る
い
は
仏
法
と
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
よ
う
な
言
語
を
同
一
レ
ベ
ル
で

論
じ
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
宗
教
と
は
「
究
極

的
関
心
」（
ポ
ー
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
）
で
あ
る
が
、
言
語
は
人
間
生
活
の
上
で
究
極

で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
反
発
は
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実

の
社
会
の
中
で
、
言
語
の
持
つ
重
み
は
宗
教
の
持
つ
そ
れ
と
比
較
し
て
、
ど
ち
ら
が

大
切
か
と
い
う
問
題
の
立
て
方
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
、
宗
教
が
真
に

「
究
極
的
関
心
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
宗
教
者
に
と
っ
て
、
言
語
問
題
を
含
む
社
会
の

あ
り
よ
う
が
信
仰
や
信
心
の
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

課
題
を
担
わ
な
い
宗
教
は
観
念
の
遊
戯
で
あ
る
。

四　

仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
の
歴
史

　

こ
の
運
動
は
、
元
来
が
そ
の
性
格
上
国
際
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
と
外
国
と

分
け
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
日
本
の
動
き
を
中
心
と
し

て
三
つ
の
時
代
区
分
を
設
け
て
概
要
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

１
　
草
創
期
（
～
一
九
三
一
年
）

　

日
本
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
連
盟
（Japana Budhana Ligo Esperantista

、
以

下
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
と
略
称
）
の
創
立
が
一
九
三
一
年
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
前
の
動
き
を

草
創
期
と
し
て
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

日
本
の
仏
教
者
で
は
じ
め
て
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
学
習
し
た
の
は
、
確
実
な
史
料
に

よ
る
限
り
は
、
龍
谷
大
学
の
中
井
玄
道
教
授
で
、
一
九
〇
四
年
、
留
学
先
の
ア
メ
リ

カ
で
英
文
の
学
習
書
を
入
手
し
て
学
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。
翌
一
九
〇
五
年
に
は
、

東
大
の
高
楠
順
次
郎
博
士
も
独
習
に
よ
り
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
マ
ス
タ
ー
し
た
。
日
本

の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
界
自
体
に
組
織
的
な
運
動
が
な
か
っ
た
時
代
で
、
こ
の
時
期
エ
ス

ペ
ラ
ン
ト
を
学
ん
だ
と
い
え
ば
、
知
識
人
階
層
に
お
け
る
独
習
が
主
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
中
井
氏
の
場
合
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
で
の
著
述
や
翻
訳
も
な
く
、
組
織
的
な
活

動
に
も
参
加
し
た
形
跡
が
な
い
の
で
、
積
極
的
な
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
と
は
評

価
し
に
く
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
の
創
立
大
会
が
、
中
井
氏
が
当
時
館
長

を
つ
と
め
て
い
た
仏
教
児
童
博
物
館
を
会
場
と
し
て
開
か
れ
た
事
実
、
ま
た
後
の
龍

谷
大
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
会
の
会
長
（
名
目
的
な
も
の
）
を
つ
と
め
た
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
陰
な
が
ら
援
助
者
の
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
高
楠
博
士
は
か

な
り
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
九
〇
六
年
に
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
協
会
が
設
立

さ
れ
た
時
の
発
起
人
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。

　

い
ま
ひ
と
り
、
仏
教
学
者
で
も
僧
侶
で
も
な
い
が
、
浅
井
恵
倫
氏
（
大
阪
外
大
教

授
）
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
浅
井
氏
は
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
の
出
身
で
あ

り
、
一
九
二
二
年
、
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
学
会
（
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
協
会
の
後

身
）
の
機
関
誌“La Revuo O

rienta ”

（『
東
洋
評
論
』）
に
「
百
喩
経
」
を
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
抄
訳
し
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
確
認
で
き
る
限
り
、
世
界
で
最
初
に
翻
訳
さ

れ
た
仏
教
経
典
で
あ
る
。
な
お
、
翌
二
三
年
に
は
「
白
骨
の
御
文
」
の
訳
も
掲
載
さ

れ
た
。
こ
れ
を
嚆
矢
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
手
で
歎
異
抄
や
阿
弥
陀
経
な
ど
が

次
々
に“La Revuo O

rienta ”

誌
上
で
翻
訳
発
表
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
に
は
「
仏
教
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特
集
」
が
組
ま
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

仏
教
者
と
し
て
の
組
織
的
な
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
は
、
一
九
二
一
年
一
一
月
、
大

谷
大
学
で
の
初
等
講
習
会
に
始
ま
る
。
講
師
は
、
当
時
は
三
高
の
学
生
で
あ
っ
た
が

後
の
京
大
教
授
の
桜
田
一
郎
氏
、
世
話
人
は
細
川
憲
寿
氏
（
後
に
大
谷
大
学
学
監
）、

受
講
者
は
百
人
を
超
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
わ
ず
か
三
ヶ
月
後
に
は
「
大
谷

大
学
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
会
」
が
設
立
さ
れ
る
と
同
時
に
、
機
関
誌“La Paco ”

（『
平

和
』）
が
刊
行
さ
れ
始
め
た
。
こ
れ
が
世
界
で
初
め
て
の
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト

の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
文
献
で
も
あ
る
。
そ
の
設
立
メ
ン
バ
ー

は
多
く
、
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
の
中
心
部
隊
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
太
宰
不
二

丸
氏
（
後
に
大
谷
大
学
図
書
館
長
）
は
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
の
第
二
代
理
事
長
と
し
て
活
躍
さ

れ
た
。

　

一
方
、
龍
谷
大
学
に
お
い
て
も
一
九
二
二
年
同
様
の
初
等
講
習
が
開
か
れ
、
や
は

り
三
高
学
生
の
八
木
日
出
雄
氏
（
後
の
岡
山
大
学
長
、
世
界
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
協
会
会

長
﹇
一
九
六
二
〜
六
四
﹈）
が
講
師
を
つ
と
め
た
。
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
瓜
生

津
隆
雄
氏
（
後
に
龍
谷
大
教
授
）
な
ど
。
機
関
誌
は
一
九
二
五
年
よ
り
創
刊
さ
れ
た

“La Sankata Tilio ”

（『
聖
菩
提
樹
』）。
こ
の
時
代
は
学
生
の
間
で
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

ブ
ー
ム
の
よ
う
な
感
が
あ
り
、
東
京
、
名
古
屋
、
京
都
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
学
生
エ
ス

ペ
ラ
ン
ト
連
盟
」
が
結
成
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
京
都
に
お
い
て
谷
大
・
龍

大
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
会
が
生
ま
れ
た
の
も
、
偶
然
で
は
な
く
、
時
代
の
波
に
の
っ
て

い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
両
大
学
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

会
が
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
の
支
え
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
双
方
の
機
関
誌
で
は

次
々
に
訳
経
が
発
表
さ
れ
、
ま
た
「
仏
教
用
語
辞
典
」
の
編
纂
の
た
め
に
協
力
体
制

を
と
る
こ
と
も
な
さ
れ
た
。
た
だ
こ
の
計
画
は
途
中
で
挫
折
し
、
編
纂
の
た
め
の

カ
ー
ド
類
は
ど
こ
か
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

以
上
と
は
別
の
系
統
に
な
る
が
、
九
州
に
興
っ
た
「
仏
教
済
世
軍
」（
真
田
増
丸

師
の
主
管
す
る
信
仰
団
体
）
は
仏
教
伝
道
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
採
用
し
、
中
西
義

雄
・
豊
島
竜
象
両
氏
が
中
心
と
な
っ
て
一
九
二
五
年
四
月
「
仏
教
済
世
軍
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
号
」
を
出
し
、
八
月
ま
で
に
五
号
を
重
ね
た
。
中
西
氏
は
ま
た
盲
人
上
田
順
三

氏
と
共
に
点
字
済
世
軍
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
欄
を
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
中
西
・
豊
島
両

氏
は
同
年
十
月
か
ら
雑
誌“La Lum

o Senbara ”

（『
無
礙
光
』）
を
発
刊
し
た
。

　

時
代
は
や
や
遡
る
が
、
一
九
二
〇
年
に
東
京
の
秋
山
文
陽
氏
に
よ
り
、
自
ら
主
宰

す
る
上
宮
教
会
の
成
人
講
座
に
お
い
て
、
宗
教
哲
学
や
自
然
科
学
の
諸
講
座
と
な
ら

び
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
科
が
設
け
ら
れ
（
以
後
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
科
は
独
立
し
て
「
中
央
エ

ス
ペ
ラ
ン
ト
学
院
」
と
称
す
る
）、
三
ヶ
月
の
講
習
が
連
続
し
て
十
回
に
わ
た
っ
て

開
催
さ
れ
、
の
べ
五
百
人
の
講
習
生
を
養
成
し
た
。
第
四
回
講
習
に
先
立
っ
て
行
わ

れ
た
宣
伝
講
演
会
（
中
央
仏
教
会
館
）
で
は
、
秋
山
氏
が
直
接
、
大
正
大
学
、
立
正

大
学
、
駒
沢
大
学
、
天
台
宗
大
学
、
豊
山
大
学
、
東
洋
大
学
へ
と
働
き
か
け
、
受
講

者
を
大
学
が
派
遣
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
、
東
洋
大
学
の
四
十

八
名
を
は
じ
め
、
天
台
宗
大
学
か
ら
は
学
長
自
身
が
聴
講
に
来
た
よ
う
で
あ
る
。
秋

山
氏
自
身
は
講
師
と
し
て
で
は
な
く
宣
伝
組
織
者
・
主
催
者
と
し
て
は
た
ら
き
、
日

本
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
史
の
中
で
は
無
名
の
存
在
に
近
い
が
、
柴
山
全
慶
氏
（
臨

済
宗
南
禅
寺
派
管
長
、
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
初
代
理
事
長
）
は
「（
秋
山
）
氏
の
仏
教
へ
の
奉

仕
と
信
念
と
に
動
か
さ
れ
て
の
崇
高
な
心
情
は
、
今
日
吾
々
が
聞
い
て
も
胸
の
熱
す

る
思
い
が
あ
る
。」
と
高
く
評
価
し
、
そ
の
思
い
出
を
数
頁
に
わ
た
っ
て
記
し
て
い

る
。２

　
日
本
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
連
盟
（
一
九
三
一
～
三
七
年
）

　

一
九
三
〇
年
の
一
二
月
、
柴
山
全
慶
氏
は
イ
ギ
リ
ス
のG

eo Yoxon

と
い
う
エ
ス

ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
か
ら
手
紙
を
受
け
取
り
、
大
谷
大
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
会
の“La Paco ”

に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
を
受
け
、
あ
わ
せ
て
世
界
的
な
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト

の
会
を
組
織
し
た
い
と
い
う
相
談
を
受
け
た
。
柴
山
氏
自
身
は
一
九
二
五
年
ご
ろ
に

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
独
習
し
て
お
り
、
一
九
三
〇
年
七
月
に
「
十
牛
図
」
の
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
訳
を
出
し
、
そ
れ
が
第
一
回
汎
大
平
洋
仏
青
大
会
（
一
九
三
〇
年
ハ
ワ
イ
に

て
）
の
参
加
者
に
贈
ら
れ
た
縁
に
よ
り
、
海
外
に
名
が
知
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
手
紙
に
対
し
て
は
「
時
期
尚
早
で
あ
ろ
う
」
と
の
返
事
を
出
し
た
。
し
か
し
、
イ

ギ
リ
ス
で
は
す
で
に
「
仏
教
徒
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
連
盟
」（Budhana Ligo 
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Esperantista

、
以
下
Ｂ
Ｌ
Ｅ
と
略
称
）
が
一
九
二
五
年
に
創
立
さ
れ
て
お
り
、
英
文

の
仏
教
誌“T

he Buddhism
 in England ”

の
中
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
頁
を
設
け
寄
稿

者
と
な
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
「
連
盟
」
と
は
い
う
も
の
の
、
組
織
的
な
実
体
と
し

て
確
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
に
協
力
者
が
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ

た
ら
し
い
。Yoxon

氏
の
意
図
は
Ｂ
Ｌ
Ｅ
会
員
を
日
本
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
世

界
規
模
で
の
連
盟
を
創
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
Ｂ
Ｌ
Ｅ
は
一
九
三
一
年
三

月
に
自
前
の
機
関
誌“La Budhism

o ”

（『
仏
教
』）
を
出
し
始
め
る
が
、
そ
れ
に
先

立
ち
、
中
外
日
報
社
の
「
エ
ス
語
の
仏
教
連
盟
」
と
題
す
る
記
事
（
一
九
三
一
年
二

月
一
六
日
）
が
青
年
層
の
仏
教
徒
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
を
刺
激
し
、
太
宰
不
二
丸
氏

は
『
中
外
日
報
』
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
関
す
る
論
文
を
寄
稿
し
、Yoxon

、
柴
山
、

太
宰
の
間
の
通
信
が
始
ま
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
過
に
し
た
が
っ
て
、
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
結
成
に
向
け
た
準
備
会
が
五
月
に

東
本
願
寺
高
倉
会
館
に
て
開
か
れ
、
柴
山
、
太
宰
ら
九
名
が
参
加
し
た
。
ま
た
翌
月

に
は
第
二
回
の
準
備
会
が
大
谷
派
京
都
教
務
所
で
開
か
れ
た
が
、
こ
の
間
の
動
き
を

『
中
外
日
報
』
は
逐
一
報
告
し
て
い
る
。『
中
外
日
報
』
の
関
心
の
高
さ
は
、
記
者
の

小
谷
徳
水
氏
が
、
か
つ
て
京
都
で
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
講
習
を
受
け
、
熱
心
な
支
持
者

で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
結
成
に
向
け
て
の

準
備
と
平
行
し
て
、
高
倉
会
館

で
は
高
倉
仏
青
の
主
催
で
エ
ス

ペ
ラ
ン
ト
の
展
覧
会
お
よ
び
初

等
講
習
が
開
か
れ
た
（
講
習
生

五
十
三
名
）。
高
倉
仏
青
の
エ

ス
ペ
ラ
ン
ト
支
持
は
、
そ
の
会

員
に
大
谷
大
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
会

の
出
身
者
が
い
た
か
ら
で
も
あ

る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
高

倉
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
会
」
が
生
ま

れ
、
そ
の
余
波
は
「
臨
済
宗
大
学
（
後
の
花
園
大
学
）
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
会
」
も
生
み

出
す
に
い
た
っ
た
。

　

準
備
会
に
お
い
て
は
、
発
起
人
ら
に
よ
り
次
の
方
針
が
確
認
さ
れ
た
。

　
（
１
）　

各
宗
派
的
色
彩
を
超
越
し
て
、
全
仏
教
徒
と
し
て
の
立
場
を
失
わ
な
い
こ

と
。

　
（
２
）　

月
一
回
会
合
を
催
し
年
四
回
の
小
冊
子
を
刊
行
す
る
こ
と
。

　
（
３
）　

Ｂ
Ｌ
Ｅ
の
名
の
も
と
に
各
種
の
仏
教
エ
ス
運
動
を
な
す
こ
と
。

　
（
４
）　

国
内
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
の
中
心
と
な
り
、
英
国
の
Ｂ
Ｌ
Ｅ
と
連
絡

を
と
る
こ
と
。

　

こ
う
し
て
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
は
十
月
に
、
仏
教
児
童
文
化
博
物
館
に
お
い
て
結
成
大
会
を

開
き
、
四
十
名
の
参
加
者
が
全
国
各
地
か
ら
集
っ
た
。

　

主
な
活
動
と
し
て
は
、
高
倉
会
館
で
の
講
習
会
の
ほ
か
、
機
関
誌“La Lum

o 

O
rienta ”

（『
東
洋
の
光
』）
の
発
刊
（
年
四
回
）、
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
随
時
発
刊
、

年
一
回
の
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
大
会
の
番
組
の
ひ
と
つ
と
し
て
仏
教
分
科
会
の
開

催
、
経
典
の
翻
訳
お
よ
び
刊
行
な
ど
で
、
約
百
名
の
会
員
を
数
え
た
。
世
界
的
に
み

る
と
、
こ
の
当
時
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
よ
る
宗
教
雑
誌
は
キ
リ
ス
ト
教
系
が
四
種
出
さ

れ
て
い
た
が
、
仏
教
系
は
皆
無
で
あ
っ
た
の
に
、
Ｂ
Ｌ
Ｅ
に
よ
る“La Budhism

o ”

と
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
の“La Lum

o O
rienta ”

の
二
種
が
出
る
こ
と
に
よ
り
、
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
界
に
お
け
る
仏
教
の
認
知
度
を
高
め
る
の
に
貢
献
し
た
と
い
え
よ
う
。
出
版
の
分

野
で
も
、
一
九
三
七
年
ま
で
に
五
点
の
仏
教
文
献
を
刊
行
し
、
他
に
も
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
会

員
に
よ
る
自
費
出
版
や
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
学
会
か
ら
の
刊
行
物
と
し
て
五
点
、
計

十
点
の
出
版
が
六
、
七
年
の
間
に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
わ
ず
か
百
名
の
組
織

と
し
て
は
た
い
へ
ん
に
健
闘
し
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
こ
の
中
に
は
、
暁
烏
敏
の

『
日
本
精
神
』
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
時
代
を
反
映
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
か
。
そ

し
て
時
代
の
流
れ
は
し
だ
い
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
よ
う
な
文
化
的
運
動
に
は
不
利
に

な
っ
て
い
く
。

　

Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
は
新
興
佛
青
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
と
ち
が
っ
て
直
接

の
弾
圧
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
紙
の
価
格
高
騰
や
印
刷
所
の
閉
鎖
は
大
き
な
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ダ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。“Inform

ilo ”

（
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
）
第
二
十
三
号
（
一
九
三

七
年
八
月
）
に
は
次
の
声
明
が
載
っ
て
い
る
。

　
「
時
代
は
急
角
度
に
転
回
し
て
欧
州
大
戦
後
世
界
を
風
靡
し
た
国
際
親
善
の
思
潮

は
次
第
に
消
え
去
り
、
国
家
と
国
家
・
民
族
と
民
族
・
思
想
と
思
想
が
は
げ
し
く
相

克
す
る
あ
り
さ
ま
と
な
っ
た
。
こ
の
人
類
に
と
っ
て
の
不
幸
が
い
か
な
る
樹
根
か
ら

生
じ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
様
々
の
意
見
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
眼
前
の
事

実
は
一
時
『
文
化
』
の
諸
意
圖
を
顧
み
て
い
る
余
裕
の
な
い
、
い
わ
ゆ
る
非
常
時
の

状
態
で
あ
る
こ
と
一
つ
で
あ
る
。
か
か
る
時
代
に
文
化
の
一
役
割
で
あ
る
エ
ス
語
運

動
が
花
や
か
で
な
い
の
は
当
然
の
成
行
き
で
あ
る
。
吾
々
は
、
前
述
の
よ
う
な
相
克

が
解
消
し
て
再
び
人
々
が
『
文
化
』
を
顧
み
る
落
ち
着
い
た
生
活
を
持
つ
日
ま
で
、

あ
ら
ゆ
る
困
難
と
戦
っ
て
定
め
ら
れ
た
目
的
に
進
ん
で
き
た
道
で
は
あ
る
が
、
一
時

積
極
的
な
行
事
は
中
止
し
て
退
い
て
自
己
の
余
力
を
た
く
わ
え
る
こ
と
に
し
た
い
と

思
う
。
仏
教
エ
ス
語
運
動
史
の
上
に
少
な
か
ら
ぬ
足
跡
を
記
し
て
き
た
の
を
せ
め
て

も
の
よ
ろ
こ
び
と
し
て
、
し
ば
ら
く
隠
退
し
よ
う
。
世
界
は
動
く
。
や
が
て
遠
か
ら

ず
『
文
化
』
に
恵
ま
れ
る
日
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
日
こ
そ
更
に
手
を
取
り
合
っ

て
人
類
の
た
め
に
自
分
た
ち
の
使
命
に
奉
仕
し
よ
う
。」

３
　
戦
後
の
運
動
（
一
九
四
六
年
～
）

　

戦
後
い
ち
は
や
く
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
の
再
建
に
と
り
か
か
っ
た
の
は
、
ド

イ
ツ
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
仏
教
徒
で
、
そ
の
二
つ
が
統
合
し
、
機
関
誌“La 

D
arm

o ”

（『
法
』）
が
一
九
四
六
年
か
ら
刊
行
さ
れ
る
と
と
も
に
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

雑
誌
を
通
じ
て
Ｂ
Ｌ
Ｅ
へ
の
再
結
集
を
呼
び
か
け
た
。
こ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
数

名
が
連
絡
を
Ｂ
Ｌ
Ｅ
と
持
ち
は
じ
め
、「
中
外
日
報
」
や
「
本
願
寺
新
報
」（
西
本
願

寺
）
に
も
呼
び
か
け
が
掲
載
さ
れ
た
。
し
か
し
Ｂ
Ｌ
Ｅ
は
組
織
体
と
し
て
は
強
固
な

も
の
で
は
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
機
関
誌
を
発
行
し
購
読
者
を
募
る
、
と
い
う
程

度
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
当
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
高
齢
化
し
た
り
死
去

す
れ
ば
、
ま
た
次
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
現
わ
れ
、
新
し
い
機
関
誌
を
発
行
す
る
、
と

い
う
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。
一
九
八
六
年
に
は
、
当
時
の
Ｂ
Ｌ
Ｅ
会
長
が
機
関
誌
発

行
を
停
止
し
、
正
式
に
解
散
声
明
を
出
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
事
実
上
の
消

滅
に
至
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
ど
う
か
。
正
式
に
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
が
再
建
さ
れ
た
の
は
一
九

五
一
年
、
名
古
屋
で
開
か
れ
た
第
三
十
八
回
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
大
会
の
仏
教
分
科

会
の
席
上
で
八
名
が
参
加
し
て
決
議
し
た
。
そ
し
て
こ
の
年
か
ら
、
Ｂ
Ｌ
Ｅ
と
Ｊ
Ｂ

Ｌ
Ｅ
の
動
き
を
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
が
毎
月
出
さ
れ
、
翌
年
か
ら
は
Ｂ
Ｌ
Ｅ
の

機
関
誌“La Budha Lum

o ”

年
四
回
の
う
ち
、
二
回
を
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
の
担
当
発
行
と
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
日
本
か
ら
海
外
送
金
が
困
難
で
あ
り
、
日
本
か

ら
Ｂ
Ｌ
Ｅ
会
費
を
送
金
す
る
か
わ
り
の
措
置
で
あ
る
と
と
も
に
、
欧
州
の
個
人
だ
け

で
は
年
四
回
の
発
行
が
負
担
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
方
は
そ

の
後
「
Ｊ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
月
報
」
と
改
称
さ
れ
、“La Budha Lum

o ”

の
共
同
発
行
が
停
止

さ
れ
た
後
は
独
自
の
機
関
誌“La Japana Budhano ”

（『
日
本
の
仏
教
者
』）
を
出
し

始
め
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
で
三
四
九
号
を
数
え
る
に
至
っ
た
。

　

約
半
世
紀
の
間
、
日
本
の
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
は
、
良
く
い
え
ば
安
定
、
悪

く
い
え
ば
停
滞
状
態
を
続
け
て
き
た
。
出
版
活
動
は
わ
り
あ
い
に
盛
ん
で
、『
仏
教

聖
典
』
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
版
を
一
九
八
四
年
に
出
し
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
こ
の

『
仏
教
聖
典
』
と
は
、
仏
教
伝
道
協
会
が
編
集
刊
行
し
た
経
典
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

で
、
世
界
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
日
本
語
以
外
に
四
十
四
の
言
語
で

刊
行
さ
れ
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
版
は
そ
の
う
ち
の
十
三
番
目
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
社
会
が
経
済
成
長
を
続
け
、
海
外
と
の
通
信
交
流
が
飛

躍
的
に
伸
び
る
な
か
で
、
英
語
の
（
疑
似
）
国
際
語
と
し
て
の
独
占
的
地
位
が
ま
す

ま
す
強
固
に
な
る
い
っ
ぽ
う
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
自
体
が
停
滞
を
は
じ
め
る
。
こ

の
現
象
は
日
本
に
限
ら
ず
、
欧
米
で
も
同
様
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
原
因
を
分
析
解
明

す
る
に
は
筆
者
は
力
不
足
で
あ
る
が
、
現
代
の
人
々
は
、
社
会
主
義
の
崩
壊
に
よ
っ

て
理
想
を
求
め
る
こ
と
に
空
し
さ
を
感
じ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
つ
て

理
想
を
求
め
た
人
々
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
こ
そ
が
理
想
の
国
際
語
で
あ
る
と
考
え

た
。
今
や
、
理
想
は
関
係
な
く
、
英
語
が
で
き
る
こ
と
が
現
実
に
必
要
と
さ
れ
、
現

実
の
荒
波
の
中
で
は
理
想
は
ま
す
ま
す
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
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の
で
は
な
い
か
。

四　

仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
の
現
在
と
今
後
の
課
題

　

仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
も
ま
た
、
全
体
的
に
は
退
潮
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
否
め

な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
自
体
は
か
つ
て
と
は
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
世
界

的
に
布
教
が
進
ん
で
い
る
。
特
に
欧
米
で
は
、
か
つ
て
は
仏
教
と
い
え
ば
知
識
人
を

主
と
し
て
、
神
秘
主
義
的
に
、
ま
た
は
哲
学
的
に
受
容
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
今
や

さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
・
教
団
が
伸
長
し
て
い
る
。
世
界
的
に
は
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
、

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
禅
仏
教
の
三
者
が
特
に
勢
い
が
あ
る
。
仏
教
が
衰
退
し
て
い
る
の

は
、
日
本
や
韓
国
で
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
自
ら
の
地
位
に
安
住
し
て
教
義
を
研
鑽

し
た
り
布
教
・
教
化
を
怠
っ
て
き
た
報
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
中
で
、
Ｂ
Ｌ
Ｅ
す
な
わ
ち
国
際
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
連
盟
が
二
〇
〇
一
年

に
三
た
び
再
建
さ
れ
た
。
再
建
を
提
唱
し
た
の
は
中
国
の
仏
教
徒
で
、
こ
れ
に
応
え

て
筆
者
が
数
人
に
呼
び
か
け
て
連
絡
を
と
り
始
め
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
と
い
う
道
具
が
あ
り
、
メ
ー
リ
ン

グ
リ
ス
ト
が
作
ら
れ
、
そ
の
中
で
再
建
の

段
取
り
か
ら
新
し
い
組
織
の
規
約
案
や
役

員
候
補
ま
で
、
直
接
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と

な
く
決
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
正
式
に
は
、

二
〇
〇
一
年
八
月
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
フ
ォ
ル

タ
レ
ー
ザ
で
開
か
れ
た
世
界
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
大
会
中
に
、
仏
教
分
科
会
が
持
た
れ
、

こ
れ
が
同
時
に
再
建
総
会
と
な
っ
た
。
役

員
は
八
名
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
二
名
、
北
米
二

名
、
南
米
二
名
、
日
本
二
名
、
と
い
う
内

訳
で
あ
る
。
ま
た
所
属
宗
派
も
、
テ
ー
ラ

ワ
ー
ダ
仏
教
、
浄
土
真
宗
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
、
法
華
、
禅
と
多
様
で
、
Ｂ
Ｌ
Ｅ
は
小

規
模
な
が
ら
、
超
地
域
・
超
宗
派
の
組
織
と
な
っ
た
。
な
お
、
委
員
長
は
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
徒
、
事
務
局
長
に
は
筆
者
が
就
任
し
た
。

　

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
は
現
在
で
も
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
よ
り
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

盛
ん
な
の
は
否
め
な
い
。
残
念
な
こ
と
に
、
仏
教
徒
が
多
い
東
南
ア
ジ
ア
、
特
に
タ

イ
・
ス
リ
ラ
ン
カ
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
が
ほ
と
ん
ど
い
な

い
。
ベ
ト
ナ
ム
や
中
国
で
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
は
わ
り
あ
い
に
盛
ん
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
国
で
は
仏
教
徒
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
は
自
由
に
外
国
へ
行
け
る
だ
け

の
経
済
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

　

今
後
の
展
望
で
い
え
ば
、
中
国
が
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
中
国
は
実
は
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
大
国
で
あ
る
。
文
化
大
革
命
に

よ
る
仏
教
破
壊
（
文
化
財
や
建
築
物
の
こ
と
で
は
な
く
、
信
仰
の
伝
統
が
破
壊
さ
れ

た
こ
と
）
の
傷
は
完
全
に
癒
え
た
と
は
い
え
な
い
が
、
徐
々
に
人
々
は
仏
教
を
求
め

つ
つ
あ
る
。
庶
民
の
間
で
は
ま
だ
呪
術
的
側
面
（
現
世
利
益
）
が
期
待
さ
れ
て
い
る

に
過
ぎ
ず
、
教
学
研
鑽
や
教
化
活
動
は
ま
だ
し
も
の
観
が
あ
る
に
せ
よ
。
実
際
に
、

国
の
単
位
で
仏
教
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
の
組
織
が
あ
る
の
は
、
現
在
は
日
本
だ
け
で

あ
る
が
、
中
国
で
は
組
織
づ
く
り
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
今
後

は
日
中
の
交
流
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
以
下
の
四
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　

一　

過
去
約
九
〇
年
の
間
に
翻
訳
さ
れ
た
経
典
は
か
な
り
の
点
数
に
の
ぼ
る
。
あ

る
も
の
は
単
行
本
で
、
あ
る
も
の
は
雑
誌
で
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
大
多
数
は

散
逸
し
か
け
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
蒐
集
し
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
を
す
す
め
、
何
時
で
も
誰
に
で
も
利
用
で
き
る
か
た
ち
に
し
て
い
く
。

　

二　

そ
れ
ら
の
成
果
の
上
に
立
ち
、
不
十
分
な
翻
訳
を
あ
ら
た
め
る
と
と
も
に
、

未
翻
訳
の
経
典
の
翻
訳
を
す
す
め
て
い
く
。
な
お
、
翻
訳
に
つ
き
ま
と
う
用
語

上
の
問
題
は
、
現
在
完
全
に
解
決
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
基
本
的
な
語

彙
に
つ
い
て
さ
え
、
不
統
一
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
本
格
的
な
仏
教
用
語
辞
典

の
完
成
を
待
っ
て
か
ら
翻
訳
に
か
か
る
の
で
は
な
く
、
翻
訳
を
す
す
め
る
な
か
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で
用
語
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
質
的
に
満
足

の
行
く
翻
訳
を
出
す
た
め
に
は
、
翻
訳
者
に
求
め
ら
れ
る
条
件
と
し
て
、
仏
教

に
関
す
る
理
解
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
パ
ー
リ
語
・

チ
ベ
ッ
ト
語
・
仏
典
漢
語
の
い
ず
れ
か
が
読
め
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
完
全
に
習

得
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
者
は
ど

れ
だ
け
い
る
か
、
と
な
る
と
、
世
界
で
一
〇
人
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
何
十
年
で
は
な
く
何
百
年
と
い
う
長
期
的
展

望
で
の
作
業
と
な
る
。

　

三　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
の
交
流
は
定
着
し
た
が
、
顔
を
つ
き
あ
わ
せ

て
の
交
流
は
ま
だ
世
界
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
大
会
に
限
ら
れ
て
い
る
。
訪
問
団
を
組

織
す
る
、
あ
る
い
は
講
演
旅
行
を
企
画
す
る
な
ど
、
新
し
い
か
た
ち
を
探
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。

　

四　

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
外
の
仏
教
組
織
と
の
交
流
。
仏
教
界
に
は
い
く
つ
か
の

国
際
的
組
織
が
あ
る
。
例
え
ば
、
世
界
仏
教
徒
連
盟
（
Ｗ
Ｆ
Ｂ
）、
あ
る
い
は

「
行
動
す
る
仏
教
者
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｂ
）。
Ｗ
Ｆ
Ｂ
は
既
存
宗

派
の
連
合
体
の
上
部
組
織
で
あ
り
、
Ｂ
Ｌ
Ｅ
が
こ
れ
と
関
係
す
る
可
能
性
は
う

す
い
。
し
か
し
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｂ
は
理
念
的
に
も
共
通
し
て
い
る
の
で
、
言
語
の
問
題

が
ク
リ
ア
で
き
れ
ば
、
提
携
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｂ
の
公
用
語
は

英
語
）。

五　

ま
と
め

　

仏
教
界
も
ご
多
分
に
洩
れ
ず
、
英
語
が
は
ば
を
き
か
せ
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
仏

教
学
者
も
布
教
師
も
英
語
が
で
き
な
け
れ
ば
世
界
的
に
通
用
し
な
い
。
英
語
を
道
具

だ
と
し
て
割
り
切
る
こ
と
も
必
要
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
…
…
英
語
全
盛
期
は
こ

こ
一
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
年
の
間
の
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
は
二
五
〇
〇
年
の
歴
史
を

有
し
、
か
つ
て
の
共
通
語
は
パ
ー
リ
語
や
漢
語
で
あ
っ
た
。
今
後
ど
う
な
る
か
、
誰

に
も
予
想
は
で
き
ま
い
。

　

い
っ
ぽ
う
、
日
本
の
仏
教
界
で
は
、
未
だ
に
漢
語
依
存
で
あ
る
。
日
本
の
仏
教
者

で
言
語
問
題
に
注
目
し
て
い
る
人
は
数
少
な
い
。
現
代
日
本
語
で
儀
式
を
執
行
す
る

こ
と
さ
え
困
難
で
あ
る
。
法
事
な
ど
で
僧
侶
が
日
本
語
で
経
文
を
読
む
と
、「
勉
強

さ
せ
ら
れ
て
る
み
た
い
、
ち
っ
と
も
あ
り
が
た
く
な
い
」
と
檀
家
が
ク
レ
ー
ム
を
つ

け
る
の
が
現
状
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
ま
し
て
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
が
仏
教
界
で
広
く
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
時
代
は
、
あ
る
い
は
見
果
て
ぬ
夢
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
Ｂ
Ｌ
Ｅ
と
い
う
組
織
が
あ
り
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
で
交

流
し
、
他
国
の
仏
教
の
実
情
を
知
っ
た
り
、
意
見
交
換
を
し
た
り
、
友
情
を
結
ん
だ

り
し
て
い
る
の
は
、
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
宗
派
間
の
教
義
の
違
い
お
よ
び
言
語

の
違
い
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
、
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。



仏教エスペラント運動年表
年 月 日本国内 外国
1887 ７月 ザメンホフがエスペラント第一書を発表
1904 中井玄道（龍大教授）が留学先のアメリカでエスペラン

トを学習
1905 ８月 フランスのブローニュ・スル・メールで第一回世界エス

ペラント大会
高楠順次郎（東大教授）がエスペラントを学習

1906 ６月 日本エスペラント協会設立。発起人の一人に高楠博士
1921 “Perloj el la Orienta”中に仏陀生誕について記す（日本で

最初の仏教エス文献）
1920 秋山文葉が東京の上宮教会で成人講座の一科目としてエ

スペラントを教える
11月 谷大にて初等講習。終了後「大谷大学エスペラント会」

創立
1922 ２月 谷大エス会機関誌 La Paco 創刊（以後1936年まで15号を

刊行）
日本エスペラント学会機関誌にて「百喩経」の抄訳掲
載。（翌年には「白骨の御文章」訳を掲載）

５月 龍大にて初等講習。終了後「龍谷大学エスペラント会」
創立

1925 東亜仏教大会にて「仏教教義を英独仏及びエスペラント
によって世界に宣布する必要」について提案あり。

仏教徒エスペラント連盟（BLE）創立。発起人はイギリ
スのマーチ、ラトヴィアのグローら。英文の仏教雑誌の
中にエスペラントのページを設ける。

４月 仏教済世軍（真田増丸）による「エスペラント号」創刊
10月 龍大エス会機関誌 La Sankta Tilio 創刊

1928 英文「南禅寺小史」を南昌世がエス訳出版
1930 柴山全慶が「十牛図」をエス訳出版
1931 ３月 イギリスのゲオ・ヨクソンにより BLE機関誌 “La Budhismo”

創刊
10月 日本仏教徒エスペランチスト連盟（JBLE）創立　→発

起人に柴山全慶、太宰不二丸、真田昇連師ら。  
初代理事長　柴山全慶

12月 JBLE機関誌 La Lumo Orienta 創刊
1932 ５月 日本エスペラント学会より「阿弥陀経」エス訳出版  

→以後「観音経」「正信偈」「仏陀伝」等を出版
1933 新興仏教青年同盟にエスペラント語部
1934 ４月 臨済宗大学エスペラント会機関誌　La Voĉo創刊

竹内藤吉「仏教述語辞典」出版
1935 ７月 日本エスペラント学会機関誌 “La Revuo Orienta”が仏教

特集を組む
1936 “La Budhismo”終刊
1937 ３月 “La Lumo Orienta”終刊号  

（1937年より戦時体制の下で活動困難となり、個人的な
翻訳等は別として組織的な動きはとだえる）

～この間、第二次世界大戦により、エスペラント運動時代が暗黒の時代
1948 スウェーデンのルドルフ・ペトリらが仏教エスペラント

連盟（BLE）再建。機関誌 “Darmo”発刊

スウェーデンのグンナ・ 
ゲルモが翻訳した

「ダンマパダ」（法句経）
法句経は世界でもっとも 
読まれている仏教経典

同じくグンナが著した 
「仏教についての諸事実」

● Interface >>> 仏教エスペラント運動の歴史と現在
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年 月 日本国内 外国
1951 ８月 第36回世界エスペラント大会（ミュンヘン）にて仏教分

科会
９月 日本仏教徒エスペランチスト連盟（JBLE）再建  

第二代理事長　太宰不二丸
1952 “JBLE Informilo”を発刊　編集長浅野三智。以後1987年

にいたるまでの35年間、ほとんど独力で221号を出しつ
づける。

BLE機関誌（“Budha Lumo”と改称）をイギリスと日本
で交互発行

８月 第44回世界エスペラント大会（ワルシャワ）仏教分科会　
33名参加

1956 Nyanasatta著 “La koro de budhismo”（仏教の心髄）刊行
1962 ベルギーのブーリイが BLEの後継機関誌 “Budhana 

Kuriero”を創刊
1965 ８月 第50回世界エスペラント大会（東京）にて仏教分科会　

33名参加
1967 JBLE機関誌名称を “La Japana Budhano”と改称
1971 池田弘訳「般若心経」刊行
1973 ベトナムのアヌルッダ訳による「法句経」刊行
1979 「柴山全慶エスペラント文集」を刊行
1980 第三代理事長　三輪義明
1984 ７月 日本仏教伝道協会の『仏教聖典』エスペラント版刊行
1986 第四代理事長　脇坂智証
1986 活動者不足・会長高齢化により BLE解散
1987 ８月 第72回世界エスペラント大会（ワルシャワ）仏教分科会　

36名参加
JBLE編集長　礒部晶之助に。以後1997年までの10年間
に通常の機関誌以外に、臨時増刊号として16冊を出すな
ど精力的出版活動

1990 11月 第五代理事長　佐村隆英
1998 ７月 JBLE編集長　山口真一に
2000 10月 JBLEホームページ開設
2002 ２月 山口真一「仏教入門」“Enkonduko en budhismon”刊行 Gunnar Gällmo訳 “La Dharmo-pado”「法句経」刊行  

Gunnar Gällmo“Kelkaj faktoj pri la budhismo”刊行
８月 第77回世界エスペラント大会（フォルタレザ）仏教分科

会（参加者40名）にて BLE 再建。委員長に Gunnar 
Gällmo他７名の幹部を選出。  
（世界エスペラント大会仏教分科会は以後毎年開催）

９月 “Fabeloj el la budhisma literaturo”（渡辺愛子原著、山口真
一訳）を刊行

11月 BLE機関誌 “La Esperanta Budhano”創刊
2003 １月 Budhana Festo を名古屋で開催。30名参加。以後、毎年公

開集会として開催
８月 JBLE新規約が発効
11月 第六代理事長　山口真一

2004 ８月 第79回世界エスペラント大会（北京）の戦略フォーラム
において、BLEの山口真一が仏教エスペラント運動につ
いて報告

2005 ８月 BLE幹部会改選

BLE の年刊機関誌
筆者が著したエスペラント書き 

「仏教入門」
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