
筆
者
が
ポ
ー
ル
・
ハ
リ
ソ
ン
教
授
の
存
在
を
初
め
て
知
っ
た
の

は
、
一
九
八
○
年
の
九
月
二
日
か
ら
『
中
外
日
報
』
紙
に
五
回
に

亙
っ
て
掲
載
さ
れ
た
梶
山
雄
一
教
授
の
「
念
仏
と
空
性
」
と
題
す

る
論
文
（
同
著
『
空
の
思
想
」
人
文
書
院
、
一
九
八
三
年
に
収
録
）
に
お
い

て
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
中
で
梶
山
教
授
は
二
人
の
年
若

い
学
者
の
こ
と
を
紹
介
さ
れ
た
。
一
人
は
ア
メ
リ
カ
の
グ
レ
ゴ
リ

ー
・
シ
ョ
ー
・
ヘ
ン
（
犀
品
ｏ
ｑ
ｍ
呂
呂
①
ロ
）
教
授
で
あ
り
、
も
う
一

人
が
ハ
リ
ソ
ン
（
圃
巳
国
肖
昌
の
○
口
）
教
授
で
あ
っ
た
。
二
人
と
も

当
時
は
、
キ
ャ
ン
ベ
ラ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
で
ド
ゥ
・

ヨ
ン
グ
教
授
の
指
導
の
下
に
学
位
論
文
を
仕
上
げ
た
ば
か
り
の
新

進
気
鋭
の
学
者
で
あ
っ
た
。
シ
ョ
ー
。
ヘ
ン
教
授
の
「
大
乗
仏
教
の

起
源
」
を
巡
っ
て
成
さ
れ
た
極
め
て
意
欲
的
な
一
連
の
業
績
に
つ

い
て
も
折
り
を
見
て
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
今
年
か
ら
本
学
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
制
度
に
基
づ
い

ハ
リ
ソ
ン
教
授
の
方
法
論

Ｉ
新
た
に
開
講
さ
れ
る
大
学
院
特
別
セ
ミ
ナ
ー
に
期
待
し
て
Ｉ

て
、
大
学
院
の
集
中
講
義
に
三
年
間
の
契
約
で
来
校
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
ハ
リ
ソ
ン
教
授
の
研
究
方
法
や
授
業
計
画
に
つ
い
て
紹

介
し
よ
う
と
思
う
。

ハ
リ
ソ
ン
教
授
の
研
究
方
法
は
、
左
に
掲
げ
る
二
冊
の
著
書
に

遺
感
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

弓
言
閂
尋
里
§
》
閂
偽
豊
呉
き
い
、
菖
営
‐
昌
曹
菖
薑
ｓ
‐
冒
量
首
‐

畠
ミ
ミ
ミ
雲
冒
邑
風
ミ
ミ
‐
畠
ミ
ヨ
包
言
‐
②
ミ
ミ
ゞ
門
○
丙
冒
○
、
己
認
．

息
や
曽
蒼
ミ
ミ
ミ
ロ
ミ
ミ
同
冒
。
ミ
ミ
ミ
こ
き
罫
恥
画
慧
量
言
い

旦
暮
、
、
罵
馬
ミ
》
目
鳥
目
Ｐ
己
９
．

前
者
は
『
般
舟
三
昧
経
』
の
チ
雫
ヘ
ッ
ト
語
訳
の
校
訂
テ
ク
ス
ト

で
あ
る
。
後
者
は
そ
の
訳
註
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
「
般
舟
三
昧

経
』
の
諸
本
の
紹
介
や
、
そ
の
成
立
年
代
、
内
容
、
性
格
な
ど
に

関
し
て
綿
密
な
検
討
を
加
え
た
序
論
が
附
さ
れ
て
い
る
。
ハ
リ
ソ

ン
教
授
の
学
問
の
真
面
目
は
こ
の
序
論
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
。

『

ﾉ｣、

谷
信
千
代
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櫻
部
建
博
士
は
本
書
を
書
評
し
て
次
の
よ
う
に
述
簿
へ
て
お
ら
れ
る
。

著
者
の
目
指
す
と
一
」
ろ
は
、
大
乗
仏
教
の
起
源
と
そ
の
初
期
の
展
開

を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
一
つ
の

道
程
と
し
て
、
大
乗
経
典
の
最
も
初
期
の
漢
文
訳
に
つ
い
て
完
壁
な

研
究
を
と
、
著
者
は
か
ね
て
企
図
し
て
い
た
、
と
い
う
。
紀
元
一
七

○
’
九
○
年
の
こ
ろ
洛
陽
に
お
い
て
な
さ
れ
た
支
婁
迦
識
（
お
よ
び

か
れ
に
繋
が
る
人
々
）
の
訳
業
は
、
年
代
の
明
ら
か
な
も
の
と
し
て

は
最
も
早
い
大
乗
文
献
の
い
く
つ
か
を
わ
れ
わ
れ
に
遺
し
た
か
ら
、

そ
れ
ら
に
対
す
る
研
究
は
、
大
乗
の
初
期
の
展
開
に
か
な
り
光
を
あ

て
る
し
、
一
方
、
中
国
仏
教
の
始
源
に
も
光
を
あ
て
る
こ
と
に
な
る
。

（
「
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
五
三
号
、
四
八
頁
）

そ
の
た
め
に
支
婁
迦
識
訳
と
見
得
べ
き
も
の
を
確
認
し
た
上
で
、

チ
ベ
ッ
ト
語
訳
を
利
用
し
て
そ
れ
を
正
確
に
解
読
す
る
と
い
う
作

業
が
取
ら
れ
る
。
こ
の
作
業
を
円
滑
に
し
た
も
の
が
、
教
授
の
優

れ
た
漢
文
及
び
チ
ベ
ッ
ト
語
の
読
解
力
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
本
書
の
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
や
註
記
の
記
述
か
ら
も

判
断
で
き
る
よ
う
に
、
日
本
語
の
研
究
害
を
「
正
確
に
、
そ
し
て

鋭
く
批
判
的
に
」
（
櫻
部
同
上
、
五
二
頁
）
読
み
得
る
堪
能
な
語
学

力
に
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

今
回
の
集
中
講
義
に
お
い
て
も
教
授
は
、
同
じ
く
支
婁
迦
識
訳

の
存
す
る
初
期
の
大
乗
経
典
ロ
ミ
ミ
ｓ
‐
専
量
Ｓ
ｓ
‐
ミ
ミ
ｓ
‐
曹
菖
噂
。
‐

向
言
‐
の
一
ミ
争
（
支
識
訳
、
佛
説
純
真
陀
羅
所
間
如
来
三
昧
経
、
羅
什

訳
、
大
樹
緊
那
羅
王
所
間
経
）
を
、
前
記
の
よ
う
な
企
図
の
下
に

講
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
、
こ
の
経
に
も
関

説
し
た
教
授
の
近
業
を
紹
介
し
つ
つ
、
集
中
講
義
の
補
助
役
を
努

め
る
者
と
し
て
、
予
想
さ
れ
る
授
業
計
画
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ

滴
フ
と
思
う
。

去
年
の
暮
れ
か
ら
国
際
仏
教
学
研
究
所
（
湯
山
明
所
長
）
の
招

き
で
来
日
中
の
ハ
リ
ソ
ン
教
授
を
迎
え
て
、
今
年
、
一
月
末
に
龍

谷
大
学
で
講
演
会
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
時
の
教
授
の
講
題
は
房

昏
①
ロ
ロ
日
日
四
☆
幽
昌
Ｐ
号
①
罰
①
巴
《
《
勺
ぽ
い
昌
○
日
切
８
ざ
》
旦
昏
①

国
巨
＆
け
ゅ
や
（
近
刊
の
当
自
．
伊
國
切
固
］
》
己
罵
に
収
録
予
定
）

で
あ
り
、
そ
の
主
旨
は
「
法
身
」
の
語
義
を
、
後
の
琉
伽
行
派
の

三
身
説
に
お
け
る
解
釈
を
持
ち
込
ま
な
い
で
、
そ
の
本
来
の
意
味

に
お
い
て
確
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
先
ず
、
琉
伽
行
派
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
法
身

説
を
保
持
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
大
乗
経
典
『
八
千
頌
般
若
経
』

舎
冨
昌
富
堕
恵
訂
‐
、
ミ
ミ
‐
葛
ミ
ミ
一
昔
‐
鞠
ミ
愚
に
お
け
る
用
例
の
検

討
が
な
さ
れ
た
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
テ

ク
ス
ト
で
は
「
法
身
」
（
号
胃
目
色
‐
圃
冒
）
は
五
つ
の
箇
所
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
法
身

は
「
法
を
そ
の
身
体
と
す
る
」
と
い
う
形
容
詞
（
冒
冒
ぐ
局
旨
且
‐
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一
の
§
ぐ
①
）
で
あ
っ
て
、
「
法
の
身
体
」
と
い
う
名
詞
（
冨
召
員
巨
笛
ゞ

。
Ｈ
百
Ｈ
日
昌
目
国
冨
い
§
の
菌
昌
冒
①
）
で
は
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
現

代
の
仏
教
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
さ
え
こ
の
語
が
屡
之
「
法
の
身
体
」

と
い
う
名
詞
に
解
さ
れ
る
の
は
、
琉
伽
行
派
の
三
身
説
の
影
響
に

よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
教
授
は
言
う
。
エ
ジ
ャ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、

、
ハ
ー
リ
語
経
典
に
は
こ
の
語
の
用
例
は
一
度
し
か
見
ら
れ
な
い
。

し
か
も
そ
れ
は
「
法
を
身
体
と
す
る
」
と
い
う
形
容
詞
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
「
法
を
身
体
と

す
る
」
と
い
う
の
が
「
法
身
」
と
い
う
語
の
仏
教
の
本
流
（
冒
沙
‐

旨
３
①
色
目
）
に
お
け
る
意
味
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

エ
ジ
ャ
ト
ン
の
指
摘
す
る
箇
所
は
、
長
部
の
『
起
源
経
』
』
咋

噌
曽
国
‐
“
ミ
ミ
の
一
節
で
あ
る
（
ロ
昌
震
）
。
そ
こ
で
は
如
来
の
別

名
と
し
て
法
身
（
・
冨
目
日
騨
‐
圃
制
）
が
、
焚
身
（
耳
昏
冒
平
圃
〕
曇
）
、
法

と
な
れ
る
も
の
（
旨
い
日
日
い
ざ
目
冨
）
、
梵
と
な
れ
る
も
の
（
胃
昌
目
四
‐

目
鼻
⑳
）
と
共
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

経
は
そ
の
箇
所
で
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、

如
来
を
信
ず
る
者
は
、
如
来
の
肉
体
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
彼
の
法
か
ら
生
ま
れ
た
者
で
あ
る
と
い
う
理
由
の

故
に
、
自
分
を
「
如
来
の
子
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
何
故
な
ら
仏
は
法
を
身
体
と
す
る
（
号
四
目
日
四
‐
圃
冨
）
の
で

あ
り
、
仏
は
法
そ
の
も
の
含
冨
日
昌
閣
‐
ｇ
口
冨
）
で
あ
る
か
ら
で
あ

づ
（
》
Ｏ

如
来
（
仏
）
を
法
と
同
一
の
も
の
と
見
な
す
表
現
は
、
相
応
部

の
瀧
相
応
、
長
老
品
命
ご
匡
邑
）
の
「
ヴ
ァ
ッ
ヵ
リ
ょ
、
止
め
よ
。

こ
の
壊
燗
す
る
肉
身
を
見
た
か
ら
と
い
っ
て
何
に
な
ろ
う
か
。
法

を
見
る
者
は
私
を
見
る
。
私
を
見
る
者
は
法
を
見
る
の
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
や
、
『
浬
喋
経
』
（
ロ
』
巨
豊
）
の
中
で
世
尊
が
「
自
分

の
亡
き
後
は
法
と
律
と
を
師
と
せ
よ
」
と
語
る
言
葉
な
ど
、
・
ハ
ー

リ
語
経
典
の
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
前
記
の
『
起
源
経
』

の
記
述
も
、
教
授
の
言
う
よ
う
に
、
こ
う
い
う
考
え
方
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
法

身
」
と
い
う
合
成
語
が
、
「
法
を
身
体
と
す
る
」
と
い
う
形
容
詞

で
あ
る
こ
と
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。

教
授
に
よ
れ
ば
、
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・

テ
ク
ス
ト
の
次
の
五
箇
所
に
「
法
身
」
号
自
白
四
‐
圃
冒
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
）
内
の
数
字
は
ぐ
ｇ
身
四
本
（
ご
ｇ
）
の

頁
放
を
指
す
。

１
、
第
四
章
愈
）
、
２
、
第
四
章
詞
）
、
３
、
第
一
七
章

価
）
、
４
、
第
二
八
章
耐
）
、
５
、
第
三
一
章
届
）
〔
第

二
八
章
の
箇
所
の
み
支
婁
迦
誇
訳
に
は
訳
語
（
仏
経
身
）
が

あ
り
、
他
の
箇
所
に
は
な
い
。
〕

１
、
の
箇
所
に
は
、
「
法
身
」
と
い
う
合
成
語
の
形
容
詞
と
し

貝り
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て
の
用
法
と
名
詞
と
し
て
の
用
法
と
の
両
方
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
に
１
、
の
用
例
を
梶
山
教
授
の
和
訳
（
中
央
公
論
社

『
大
乗
仏
典
２
八
千
頌
般
若
経
Ｉ
」
一
二
七
’
二
八
頁
）
か
ら
引
用

す
る
こ
と
と
す
る
。

シ
ャ
ク
ラ
は
お
答
え
し
た
。
「
世
尊
よ
、
も
し
私
に
、
（
一
方
で
）
こ
の

ジ
ャ
ム
ブ
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ
が
、
如
来
の
遺
骨
で
そ
の
頂
き
ま
で
い
つ

ぱ
い
に
満
た
さ
れ
て
進
呈
さ
れ
、
他
方
で
、
こ
の
智
慧
の
完
成
が
書

き
し
る
さ
れ
て
差
し
出
さ
れ
る
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
提

供
さ
れ
た
こ
れ
ら
二
つ
の
分
け
前
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
方
を
与
え

ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
世
尊
よ
、
私
は
こ
の
知
恵
の
完
成
を
と
り

ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
如
来
の
案

内
人
（
で
あ
る
知
恵
の
完
成
）
を
崇
拝
す
る
か
ら
で
す
。
実
に
、
こ
れ

こ
そ
如
来
の
真
正
の
身
体
（
遺
骨
）
な
の
で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と

申
し
ま
す
と
、
世
尊
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
仰
せ
ら
れ
た
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
『
仏
陀
世
尊
た
ち
は
法
を
身
体
と
す
る
の
で
あ
る
（
目
肖
日
沙
‐

圃
制
岸
〉
且
ロ
冒
働
ず
声
Ｐ
鳴
く
伊
具
農
）
。
そ
し
て
、
比
丘
た
ち
よ
、
け
っ

し
て
こ
の
物
理
的
に
存
在
す
る
身
体
を
（
仏
陀
の
）
身
体
と
考
え
て

れ
て
い
る
も
の
ａ
冒
吋
日
四
‐
圃
冒
も
閏
目
名
鼻
武
冨
）
だ
と
見
な
さ

い
』
と
。
こ
の
如
来
の
身
体
は
知
恵
の
完
成
と
い
う
、
真
実
の
究
極

（
実
際
）
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
傍
線
は
筆
者
が
附
し
た
。
「
法
を
身
体
と
す
る
」
は
梶
山
教
授

は
い
け
な
い
。
比
丘
た
ち
よ
、
私
の
こ
と
を
法
身
に
よ
っ
て
完
成
さ

の
訳
で
は
「
法
身
よ
り
成
る
も
の
」
で
あ
る
が
謡
こ
こ
で
は
〈
リ

ソ
ン
教
授
の
こ
の
語
を
冒
冒
ぐ
凰
巨
に
読
む
、
へ
き
で
あ
る
と
す
る

諭
旨
に
添
っ
て
訳
を
変
更
し
た
）

こ
の
箇
所
を
初
め
と
す
る
前
記
の
五
箇
所
は
、
そ
こ
で
用
い
ら

れ
る
Ｑ
声
胃
日
四
院
目
色
の
語
を
、
そ
の
内
の
三
語
の
み
を
除
い
て

「
法
を
身
体
と
す
る
」
と
い
う
形
容
詞
と
解
し
た
時
に
、
そ
の
文

意
が
よ
く
通
じ
、
そ
れ
以
外
の
三
語
の
場
合
は
名
詞
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
が
教
授
の
解
釈
で
あ
る
。
引
文
中
に
傍
線

を
施
し
た
先
出
の
「
法
を
身
体
と
す
る
」
が
形
容
詞
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
例
で
、
後
の
「
法
身
」
が
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
例
で
あ
る
。
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
外
に
支
婁

迦
識
訳
の
存
す
る
４
、
の
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
法
身
は
仏
経

身
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
支
婁
迦
識
が
法
を
経
と
訳
す
こ
と
は
よ
く

あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場
合
は
「
法
身
」
と
い
う
合
成
語
は
「
法

の
集
ま
り
」
を
意
味
す
る
。
法
が
多
義
を
含
む
語
で
あ
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
支
婁
迦
識
訳
か
ら
す
れ

ば
「
教
え
」
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
法
身
は
「
教
え
の
集
ま
り
」

を
意
味
し
て
い
る
。

「
法
身
」
と
い
う
語
が
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
他
の
箇

所
（
第
四
章
の
四
八
頁
、
五
○
頁
）
の
説
明
に
関
連
し
て
教
授
は
、
法

身
の
語
の
「
法
」
を
、
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
徳
性
（
名
巴
旨
①
い
）
や
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真
理
（
井
口
昏
伽
）
や
教
え
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
、
「
法
身
」
を

そ
れ
ら
「
徳
性
や
真
理
や
教
え
の
集
ま
り
」
を
意
味
す
る
と
解
す

る
場
合
に
、
最
も
よ
く
文
意
が
通
ず
る
、
と
述
べ
る
。
「
法
身
」

の
意
味
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
こ
の
語
が
名
詞
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
琉
伽
行
派
の
三
身
説
の
影
響
を
受
け
な
い
大
乗
経

典
に
お
い
て
は
、
「
法
身
」
と
い
う
合
成
語
は
（
そ
の
い
づ
れ
の

場
合
に
お
い
て
も
「
法
」
は
多
義
的
で
あ
る
が
）
形
容
詞
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
時
に
は
、
「
法
を
身
体
と
す
る
」
を
意
味
し
、

名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
時
に
は
、
「
法
の
集
ま
り
」
を
意

味
す
る
、
と
い
う
の
が
教
授
の
主
張
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
基
礎
作
業
と
し
て
以
下
に
は
、
次
に
掲

げ
た
よ
う
な
支
婁
迦
識
訳
の
存
す
る
大
乗
経
典
に
お
い
て
も
「
法

身
」
の
語
が
教
授
の
解
釈
通
り
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
順

次
確
認
さ
れ
て
い
る
。

内
蔵
百
宝
経
（
大
正
八
○
七
）
、
般
舟
三
味
経
（
同
四
一
七
、
四
一
八
）
、

佛
説
遺
日
摩
尼
宝
経
（
同
三
五
○
）
、
佛
説
純
真
陀
羅
所
間
如
来
三
昧
経

（
同
六
二
四
）
、
佛
説
阿
闇
世
王
経
（
同
六
二
六
）
、
文
殊
師
利
間
菩
薩
署

経
（
同
四
五
八
、
法
身
の
語
な
し
）
、
佛
説
兜
沙
経
（
同
二
八
○
、
法
身

の
語
な
し
）
、
阿
閑
佛
国
経
（
同
三
一
三
）
。

更
に
支
婁
迦
識
訳
に
は
な
い
大
乗
経
典
、
即
ち
、
金
剛
般
若
経
、

三
昧
王
経
、
法
華
経
、
入
梧
伽
経
に
お
い
て
も
「
法
身
」
の
語
が

同
様
の
仕
方
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
検
討
は
極
め
て
実
証
的
で
詳
細
で
あ
る
。
そ
の
間
に

初
期
大
乗
仏
教
の
思
想
の
解
明
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

種
々
の
興
味
深
い
指
摘
も
伺
え
る
が
、
こ
こ
で
は
最
後
に
今
年
度

の
講
義
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
佛
説
純
真
陀
羅
所
間
如
来
三
昧
経
』

ロ
ミ
ミ
畠
亀
‐
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ａ
ｓ
‐
曹
鼠
、
§
言
‐
吻
ミ
ミ
に
お
け
る
「
法
身
」

の
語
義
に
関
す
る
箇
所
に
多
少
触
れ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

本
経
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
は
法
身
の
通
常
の
訳
語
で
あ
る
目
。
、

ご
』
切
冒
と
い
う
語
は
見
当
た
ら
な
い
。
支
婁
迦
識
が
幾
つ
か
の

箇
所
で
法
身
と
訳
し
て
い
る
語
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
で
は
。
旨
い

丙
首
号
首
冒
咽
で
あ
り
、
こ
の
語
は
羅
什
も
そ
う
訳
し
て
い
る
よ

う
に
、
通
常
は
法
界
（
目
胃
日
秒
‐
号
弾
旨
）
を
意
味
す
る
。
ま
た
他

の
箇
所
で
は
羅
什
が
諸
法
と
訳
し
て
い
る
語
（
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
は

目
○
ぬ
目
四
目
の
冒
口
ゞ
の
胃
ぐ
四
‐
号
日
白
い
で
一
切
法
を
意
味
す
る
）
を
、

支
婁
迦
識
は
法
身
と
訳
し
て
い
る
。
更
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、

羅
什
が
仏
身
（
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
の
自
明
制
喝
“
”
辱
厨
百
々
諸
仏

の
身
体
）
と
訳
し
て
い
る
箇
所
を
、
支
婁
迦
識
は
法
身
と
訳
し
て

い
る
。
支
婁
迦
識
が
こ
の
よ
う
な
訳
語
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

彼
が
「
法
身
」
と
い
う
語
の
意
味
を
「
法
の
集
合
」
と
考
え
て
い
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た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
教
授
は
考
え
る
。
 

以
上
、
極
め
て
お
お
ざ
っ
ぱ
な
仕
方
で
は
あ
る
が 

ハ
リ
ソ
ン
教 

授
の
研
究
法
を
概
観
し
て
み
た
。

「法
身
」
と
い
う
語
を
、

先
ず 

そ
の
本
来
の
意
味
を
確
定
し
、
そ
の
後
に
、
初

期•

中
期
大
乗
経 

典
に
お
け
る
使
用
例
を
検
討
し
、
そ
し
て
後
期
の
瑜
伽
行
派
の
三 

身
説
に
お
け
る
用
法
と
の
相
違
を
確
認
す
る
。
そ
の
よ
う
な
手
順

を
踏
ん
で
大
乗
仏
教
の
思
想
の
展
開
し
て
い
く
過
程
を
跡
づ
け
よ 

う
と
す
る
の
が
教
授
の
研
究
方
法
で
あ
る
。
経
典
の
中
か
ら
、
教 

授
が
ど
う
い
う
キ
ー
タ
ー
ム
を
、
如
何
に
し
て
捜
し
出
し
、
そ
れ 

を
大
乗
思
想
の
展
開
の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
て
い
く
か
を
、
今
回 

は
授
業
と
い
う
形
で
教
示
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
今
か
ら
楽
し 

み
に
し
て
い
る
。


