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は
じ
め
に

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
那
須
政
隆
（
一
八
九
四
〜
一
九
八
七
）
は
真
言
宗

智
山
派
の
学
僧
で
あ
り
、
大
正
大
学
学
長
（
一
九
五
七
〜
一
九
六
〇
）、

智
山
派
管
長
（
一
九
六
七
〜
一
九
七
一
）
な
ど
を
歴
任
し
た
。『
那
須
政

隆
著
作
集
』
全
八
巻
（
法
藏
館
、
一
九
九
七
年
）
が
あ
り
、
第
八
巻
末
所

収
の
「
主
要
著
作
・
論
文
目
録
」
に
は
著
作
二
四
冊
、
論
文
三
八
本
が
紹

介
さ
れ
て
い
る）

1
（

。
那
須
は
、
真
言
宗
智
山
派
総
本
山
・
五
百
佛
山
根
来
寺

智
積
院
（
京
都
市
東
山
区
）
の
境
内
に
か
つ
て
あ
っ
た
「
新
義
真
言
宗
智

山
派
私
立
大
学
智
山
勧
学
院
）
2
（

」（
一
九
一
四
〜
一
九
二
九
、
通
称
智
山
大

学
／
智
山
勧
学
院
大
学
、
後
に
大
正
大
学
に
合
流
）
に
於
い
て
西
田
幾
多

郎
に
師
事
し
た
。

　
本
論
文
は
、
主
に
那
須
の
言
説
を
紹
介
し
、
西
田
の
思
想
と
比
較
し
な

が
ら
、
両
者
の
近
親
性
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
近
代
真
言
宗

全
体
の
状
況
や
、
智
山
大
学
の
様
子
な
ど
、
史
実
に
つ
い
て
も
概
要
を
紹

介
し
、
西
田
と
真
言
宗
の
関
係
を
捉
え
て
い
き
た
い
。

一
　
那
須
政
隆
の
思
想
の
概
要

　
那
須
は
智
山
大
学
に
お
け
る
西
田
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
私
は
西
田

幾
多
郎
先
生
の
講
義
を
四
年
間
、
松
本
文
三
郎
先
生
の
印
哲
講
義
を
三
年

間
も
聴
く
こ
と
が
出
来
た
」
と
か
「
二
年
か
ら
三
年
の
頃
に
は
ど
う
に
か

仏
書
が
こ
な
せ
る
よ
う
に
成
り
、
西
田
哲
学
や
天
野
博
士
（
当
時
は
学
士

―
原
文
）
の
カ
ン
ト
哲
学
も
多
少
と
も
解
る
よ
う
に
成
っ
て
来
た
」
と
述

べ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
私
は
西
田
先
生
に
は
深
く
心
を
引
か
れ
て
い
た
か
ら
先
生
に
は
時

折
り
哲
学
の
指
導
を
受
け
た
、
そ
し
て
私
は
智
山
を
卒
業
し
た
ら
京

大
の
選
科
へ
入
学
す
る
心
算
で
い
た
。
西
田
先
生
も
そ
れ
を
勧
め
ら

れ
、
入
学
に
つ
い
て
の
好
意
的
指
示
ま
で
し
て
下
さ
っ
た）

3
（

。

〈
研
究
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文
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近
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と
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を
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介
に
し
て

│
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真
言
教
学
の
根
本
的
立
場
は
本
不
生
際
と
三
摩
地
と
で
あ
る
。
本
不

生
際
は
客
観
的
に
万
物
の
実
相
を
究
め
て
到
達
し
た
法
界
縁
起
の
境

地
で
あ
り
、
三
摩
地
は
主
観
的
に
内
面
へ
掘
り
さ
げ
て
逮
達
し
た
自

心
の
実
相
の
境
地
で
あ
る
。（
那
須
一
│

四
九
五
〜
四
九
六
、
真
言
宗

選
書
一
〇
│

一
一
九
）

　
那
須
は
本
不
生
と
三
摩
地
の
二
つ
に
つ
い
て
、「
考
察
上
の
相
違
で
あ

り
ま
し
て
、
実
践
的
に
は
両
者
は
ま
っ
た
く
一
に
帰
す
る
」（
那
須
三
│

三

一
九
）
と
か
、「
こ
の
両
者
は
ど
こ
ま
で
も
別
個
の
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
究
極
に
お
い
て
同
一
に
帰
す
る
」（
那
須
三
│

三
六
三
）
と
主
張
す
る
。

ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

　
本
不
生
の
世
界
は
自
然
法
爾
の
当
処
を
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
と
こ
ろ
は
主
観
も
な
く
客
観
も
な
い
、
い
わ
ゆ
る
主
客
泯び

ん
ぼ
う亡
の
境

地
で
あ
る
。
も
し
認
識
論
的
な
表
現
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ

は
認
識
以
前
の
世
界
で
あ
り
、
主
客
未
分
の
境
地
で
あ
る
。（
那
須

六
│

一
一
一
）

　「
主
客
未
分
の
境
地
」
と
い
う
表
現
は
西
田
の
影
響
を
想
起
さ
せ
る
。

二
　
那
須
に
お
け
る
西
田
の
影
響

　
那
須
に
お
け
る
西
田
の
影
響
の
う
ち
最
も
典
型
的
と
言
え
る
も
の
と
し

て
、
例
え
ば
「
真
言
の
哲
学
」（『
講
座
仏
教
』
第
二
巻
、
大
蔵
出
版
、
一

九
五
八
年
）
で
三
摩
地
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
仮
に
「
花
を
見
る
」
と
い
う
働
き
に
例
を
と
っ
て
み
よ
う
。
我
々

が
「
花
を
見
る
」
と
い
う
と
き
、「
花
」
と
「
私
」
と
、
そ
し
て
「
見

　
し
か
し
宗
派
側
の
要
請
も
あ
っ
て
、
京
都
帝
国
大
学
に
は
進
学
せ
ず
、

徴
兵
の
後
、
高
野
山
と
東
寺
（
教
王
護
国
寺
・
京
都
市
南
区
）
に
二
年
間

留
学
し
た
。
ま
た
、
そ
の
思
想
的
影
響
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
私
は
と
に
か
く
一
応
真
言
宗
の
、
そ
う
い
う
教
義
の
中
で
哲
学
的

な
解
釈
を
す
る
と
い
う
い
く
ら
か
で
も
芽
が
は
え
た
と
い
う
こ
と

は
、
西
田
さ
ん
の
お
か
げ
だ
と
こ
う
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
高
神
君

も
そ
う
言
っ
て
ま
し
た
ね
。
西
田
哲
学
の
お
か
げ
だ
と
い
う
こ
と
を

ね
。
だ
か
ら
、
西
田
さ
ん
と
い
う
人
は
今
日
で
見
る
場
合
、
い
ろ
い

ろ
批
判
も
あ
る
が
、
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
、
智
山
派
よ
り
あ
の
人

を
雇
っ
て
教
え
を
受
け
た
。
あ
れ
は
、
大
変
わ
れ
わ
れ
の
教
育
上
よ

か
っ
た
ね
。
だ
か
ら
私
ど
も
四
年
間
西
田
さ
ん
に
教
わ
っ
た
。
そ
の

四
年
間
の
間
の
西
田
さ
ん
の
講
義
を
聞
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
目
を
開

い
た
。
だ
か
ら
私
、
今
日
い
く
ら
か
で
も
真
言
宗
の
教
え
と
い
う
も

の
の
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
西
田
哲
学

の
お
か
げ
だ
と
思
っ
て
ま
す
ね）

4
（

。

　
那
須
の
弟
子
で
あ
っ
た
宮
坂
宥
勝
は
、
同
じ
く
西
田
哲
学
を
受
容
し
た

智
山
派
の
学
僧
で
も
高
神
覚
昇
（
一
八
九
四
〜
一
九
四
八
）
と
那
須
は
対

照
的
と
し
て
い
る）

5
（

。
高
神
が
雑
密
的
立
場
で
啓
蒙
家
と
し
て
活
動
し
た
の

に
対
し
、
那
須
は
純
密
的
立
場
で
真
言
教
学
の
確
立
に
尽
力
し
た
。
那
須

は
、
古
義
新
義
の
真
言
宗
で
伝
統
教
学
最
後
の
継
承
者
と
言
わ
れ
る）

6
（

（
那

須
六
│

四
二
七
）。

　
那
須
は
真
言
宗
の
基
本
が
本
不
生
と
三
摩
地
（
三
昧
）
に
あ
る
と
考
え

る
。
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須
二
│

二
三
九
）。
こ
の
「
花
を
見
る
」
の
例
示
は
、
那
須
の
言
説
の
中
に

繰
り
返
し
現
れ
る
（
那
須
二
│

二
五
一
、
三
│

三
六
一
等
）。

　
こ
れ
と
同
様
の
西
田
の
言
と
し
て
、
次
の
言
葉
が
あ
る
。

　
我
花
を
見
る
。
此
時
花
は
我
、
我
は
花
で
あ
る
。
見
る
我
と
見
ら

れ
る
物
と
別
に
存
立
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
外
物
は
我
が
精
神
の
外

に
存
在
し
、
外
物
が
其
裡
面
の
独
立
の
精
神
的
本
体
を
蔵
す
る
と
も

い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
此
の
思
想
の
根
本
にVorurteil

が
あ
る
。

　
外
に
固
定
せ
る
花
な
る
者
が
実
在
す
と
考
ふ
る
よ
り
右
の
如
き
考

が
起
る
。（
西
田
一
六
│

四
三
〇
）

　
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
資
料
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
、『
善
の
研
究
』
に

も
「
花
を
見
た
時
は
即
ち
自
己
が
花
と
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
」（
西
田

一
│

九
三
〜
九
四
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
で
、
初
期
西
田
と
思
わ
れ
る
。

時
期
的
に
智
山
大
学
で
の
講
義
内
容
の
可
能
性
、
つ
ま
り
那
須
が
学
生
時

代
に
西
田
か
ら
教
わ
っ
た
授
業
内
容
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
先
の
那
須

の
言
と
比
べ
る
と
、
那
須
は
「
働
き
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、『
働
く

も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
以
降
の
西
田
の
思
想
を
上
乗
せ
し
て
い
る
と
言

え
る
。

　
西
田
は
「
行
為
は
物
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
起
る
」（
西
田
七
│

四
〇

九
）
と
述
べ
る
こ
と
も
あ
る
。「
物
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
自
己
が
世

界
の
中
に
没
す
る
こ
と
で
あ
る
、
自
己
が
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
、
同
時

に
そ
こ
か
ら
自
己
が
生
れ
る
こ
と
で
あ
る
」（
西
田
八
│

一
六
五
）
と
述
べ

る
。
先
の
那
須
に
よ
る
「
花
を
見
る
」
の
説
明
は
、「『
見
る
』
と
い
う
働

き
の
う
ち
に
身
を
没
し
」「『
見
る
』
と
い
う
働
き
そ
の
も
の
が
実
の

る
」
と
い
う
働
き
と
が
、
区
別
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
が
花
を
見
る
と
い
う
こ
と
の
実
際
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
こ
で

は
「
私
」
も
「
花
」
も
、「
見
る
」
と
い
う
働
き
の
う
ち
に
一
体
と

な
っ
て
い
て
、
た
だ
「
見
る
」
と
い
う
働
き
以
外
に
は
な
に
も
な
い
。

生
の
す
べ
て
が
「
花
を
見
て
い
る
」
と
い
う
一
事
に
結
集
さ
れ
て
い

る
。「
見
る
」
と
い
う
働
き
の
う
ち
に
身
を
没
し
、
ひ
た
す
ら
に
「
見

る
」
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。「
私
が
見
て
い
る
」
と
い
う
の
で

は
な
く
、
た
だ
「
見
て
い
る
」
と
い
う
働
き
の
な
か
に
「
私
」
が
あ

る
の
で
あ
る
。「
私
」
は
「
見
る
」
と
い
う
働
き
の
ほ
か
に
は
な
い
。

働
き
の
な
か
に
「
私
」
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
見
る
」

と
い
う
働
き
そ
の
も
の
が
実
の
「
私
」
な
の
で
あ
る
。
生
は
常
に
働

き
つ
つ
あ
る
も
の
で
、
一
瞬
た
り
と
も
停
止
す
る
こ
と
が
な
い
の
だ

か
ら
、「
私
」
と
い
う
も
の
は
「
見
る
」
と
い
う
生
の
働
き
そ
の
も

の
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
で
普
通
に
「
私
が
花
を
見
る
」
と

い
う
と
き
に
は
、
す
で
に
「
私
」
と
「
花
」
と
「
見
る
」
の
三
者
が

区
別
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
見
る
」
と
い
う
生
の
働
き

を
反
省
の
立
場
で
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
反
省
の
立
場

に
立
っ
た
と
き
、
す
で
に
「
見
る
」
と
い
う
生
の
現
実
は
そ
こ
に
は

な
い
。（
那
須
二
│

二
三
六
）

　
こ
れ
は
行
為
的
直
観
を
意
識
し
た
内
容
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の

前
後
で
那
須
は
「
西
田
」
と
か
「
行
為
的
直
観
」
な
ど
と
は
一
言
も
述
べ

て
い
な
い
。
む
し
ろ
典
拠
と
し
て
挙
げ
る
の
は
空
海
『
般
若
心
経
秘
鍵
』

の
「
忽
証
」（
忽
ち
に
し
て
証
る
）「
即
到
」（
即
か
に
到
る
）
で
あ
る
（
那
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あ
る
。
行
為
的
直
観
を
真
言
宗
の
用
語
で
言
え
ば
「
修
即
証
」「
修
証
一

体
」
に
な
る
と
も
言
え
、
こ
れ
は
真
言
宗
の
「
特
質
」
で
あ
る
と
那
須
は

言
う
。
こ
の
意
味
で
は
、
那
須
は
西
田
哲
学
に
つ
い
て
、
真
言
密
教
の
重

要
な
点
を
共
有
し
て
い
る
思
想
と
見
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
た
だ
、
那
須
の
場
合
は
「
自
分
の
日
々
の
生
活
と
い
う
も
の
が
、
真
実

そ
の
も
の
で
、
そ
れ
以
外
に
真
実
の
世
界
は
ど
こ
に
も
な
い
、
と
い
う
と

こ
ろ
ま
で
い
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
、
宇
宙
と
い
っ
て
も
、
即
身
成
仏
と

い
っ
て
も
お
な
じ
こ
と）

9
（

」
と
述
べ
る
。「
易
行
中
の
易
行
」（
那
須
四
│

七
）

を
説
く
と
同
時
に
「
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
」
い
か
な
い
と
、
こ
れ
は
成
立

し
な
い
。
あ
く
ま
で
三
摩
地
が
容
易
で
あ
っ
て
、
我
々
の
日
常
生
活
の
中

で
普
通
に
行
じ
ら
れ
る
と
す
る
も
、
そ
れ
は
一
定
の
境
地
で
な
い
と
い
け

な
い
。
西
田
は
、「
真
の
日
常
性
の
世
界
と
い
ふ
も
の
は
、
私
の
所
謂
行

為
的
直
観
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
い
つ
も
歴
史
的
世
界
の

中
心
が
あ
る
の
で
あ
る
」（
西
田
八
│

六
九
）
と
述
べ
、
何
か
努
力
を
し
な

い
と
行
為
的
直
観
が
成
立
し
な
い
と
い
う
意
味
合
い
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。

　
那
須
は
、
三
摩
地
な
ら
何
の
行
為
で
も
よ
い
と
せ
ず
、「
心
あ
る
真
言

教
徒
は
す
べ
か
ら
く
名
師
に
つ
い
て
教
示
を
仰
ぐ
べ
き
で
あ
る
」（
那
須

二
│

二
八
五
）
と
く
ぎ
を
刺
し
て
い
る
。
那
須
の
言
説
は
、
基
本
的
に
真

言
宗
の
行
者
や
信
者
に
向
け
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
も
注
意
を
要
す

る
。

　
西
田
は
仏
教
性
の
高
い
哲
学
者
で
あ
り
、
那
須
は
哲
学
性
の
高
い
僧
侶

で
あ
っ
た
。
両
者
は
同
じ
純
粋
経
験
や
行
為
的
直
観
の
概
念
を
持
っ
て
い

『
私
』」
と
述
べ
て
お
り
、
西
田
の
説
明
と
重
ね
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
ま
た
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
に
発
表
し
た
那
須
の
出
世
作
と
言
え

る
論
文
「
六
大
体
大
私
考
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
人
間
が
自
己
の
生
命
そ
の
も
の
に
な
り
き
っ
て
し
ま
っ
た
世
界

は
、
…
…
一
心
と
諸
法
と
法
界
と
は
同
一
で
あ
る
、
知
る
も
の
と
働

0

0

0

0

0

0

く
も
の
と
在
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
同
一
の
世
界
で
あ
る
、
色
心
不
二
、
霊
肉

一
致
で
あ
る
。（
傍
点
原
文
）
7
（

）

　
こ
れ
は
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
刊
行
の
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の

へ
』
を
那
須
な
り
に
、
い
ち
早
く
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
那
須
は
他
に
も
行
為
的
直
観
を
思
わ
せ
る
内
容
で
、
三
摩
地
を
次
の
よ

う
に
も
説
明
す
る
。

　
三
摩
地
法
と
は
、
仏
の
境
地
、
法
そ
の
も
の
の
境
地
に
証
入
し
得

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
三
摩
地
を
修
行
す
れ
ば
、
そ
の
修
行

の
ま
ま
が
仏
の
境
地
で
あ
り
、
法
の
世
界
で
あ
る
。
普
通
に
は
、
修

行
は
手
段
で
あ
り
、
目
的
は
手
段
に
よ
っ
て
獲
得
せ
ら
れ
る
結
果
で

あ
る
と
考
え
、
手
段
と
目
的
と
を
対
立
的
に
み
る
の
で
あ
る
が
、
我

が
真
言
密
教
、
即
ち
法
身
大
日
如
来
の
教
は
、
手
段
な
る
三
摩
地
法

を
修
行
す
る
そ
の
修
行
そ
の
ま
ま
が
、
目
的
の
証さ

と
りで

あ
る
。
こ
れ
が

真
言
密
教
の
特
質
な
る
〝
修
即
証
〞、
ま
た
は
〝
修
証
一
体
〞
の
思

想
で
あ
る）

8
（

。

　
那
須
は
「
修
即
証
」「
修
証
一
体
」
が
「
即
身
成
仏
」
を
説
明
す
る
上

で
最
重
要
の
言
葉
と
す
る
。
修
行
し
た
結
果
と
し
て
悟
る
の
で
は
な
く
修

行
が
そ
の
ま
ま
悟
り
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
行
為
的
直
観
と
同
一
性
が
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が
、
ま
た
大
師
の
宗
教
た
る
真
言
宗
の
起
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
…
…
「
わ
れ
」
の
存
在
は
、
こ
れ
を
い
か
に
す
る
も
、
疑
う
こ

と
の
出
来
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
善
無
畏
三
蔵
（
六
三
七
│

七

三
五
）
は
「
一
事
の
真
実
に
し
て
、
虚
し
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。

我
れ
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
…
…
「
わ
れ
」
は
一

面
か
ら
す
る
と
、
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
心
的
の
存
在
で
あ
る
と
と

も
に
、
そ
の
「
わ
れ
」
の
存
在
を
認
識
す
る
心
そ
の
も
の
の
本
体
を

覚
知
す
る
こ
と
が
、
本
当
の
我
の
発
見
で
あ
る
。
そ
れ
が
仏
の
悟
り
、

す
な
わ
ち
菩
提
（Bodhi

）
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、『
大
日
経
』
に

は
、「
い
か
ん
が
菩
提
（Bodhi

）
と
な
ら
ば
、
い
わ
く
、
実
の
如
く

に
自
心
を
知
る
こ
と
な
り
」
と
説
い
て
い
る）
11
（

。

　
栂
尾
は
「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」
と
「
如
実
知
自
心
」
を
重
ね
、

こ
れ
は
善
無
畏
に
お
い
て
既
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
栂
尾
は

基
本
的
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
主
要
な
問
題
は
、
密
教
で
は
既
に
議
論

さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
多
い
）
12
（

。

　
西
田
も
ま
た
、「
哲
学
に
入
る
も
の
に
、
彼
の
『
省
察
録
』
の
熟
読
を

勧
め
た
い
」（
西
田
一
一
│

一
五
八
）
と
か
「
哲
学
の
方
法
は
何
処
ま
で
も

デ
カ
ル
ト
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
西
田
一
一
│

一
七
三
）
と
述
べ
る

な
ど
、「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」
に
強
い
関
心
を
持
っ
た
。

　
那
須
は
「『
自
心
』
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
物
心
一
体
の
立
場
で
い
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
的
存
在
の
全
部
を
指
し
た
語
で
あ
る
」
と
す

る
（
那
須
二
│

二
三
三
）。
栂
尾
は
「
自
心
」
を
「
自
分
」
と
か
「
自
我
」

と
言
い
換
え
る）
13
（

。
両
者
と
も
「
自
心
」
を
精
神
の
問
題
に
限
定
せ
ず
、「
自

た
と
し
て
も
、
基
本
的
立
場
に
於
い
て
一
線
を
画
し
て
い
る
。
那
須
の
弟

子
で
あ
っ
た
福
田
亮
成
は
「
先
生
は
学
者
と
よ
ば
れ
る
よ
り
、
真
言
行
者

を
自
認
し
て
お
ら
れ
た
」（
那
須
六
│

四
二
七
）
と
述
べ
て
お
り
、
学
問
を

「
行
」
と
し
て
行
な
っ
て
い
た
。
一
方
、「
私
は
い
つ
ま
で
も
一
介
の
坑
夫

で
あ
る
」（
西
田
一
三
│

二
二
一
）
と
自
認
す
る
西
田
は
、
行
者
の
如
き
学

者
で
あ
っ
た）
10
（

。

三
　「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」

　
近
代
の
真
言
宗
で
は
、
宗
義
の
不
統
一
を
反
省
し
、
古
義
新
義
双
方
が

集
ま
っ
て
明
治
初
期
の
宗
政
会
議
で
『
大
日
経
』
住
心
品
の
「
如
実
知
自

心
」
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
「
如
実
知
自
心
」
は
、
那
須
に

於
い
て
デ
カ
ル
ト
に
し
ば
し
ば
引
き
付
け
て
解
釈
さ
れ
る
（
那
須
二
│

二

七
五
、
二
│

二
八
一
）。
そ
れ
は
既
に
密
教
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。

　
こ
の
解
釈
は
、
栂
尾
祥
雲
（
一
八
八
一
〜
一
九
五
三
）
を
そ
の
ま
ま
踏

襲
し
て
い
る
。
栂
尾
は
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
か
ら
足
掛
け
四
年
に

わ
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
イ
ン
ド
に
留
学
し
て
お
り
、
真
言
宗
の
中
で
比

較
的
早
く
近
代
的
な
思
考
や
著
述
を
展
開
で
き
た
学
僧
で
あ
る
。
高
野
山

大
学
教
授
、
高
野
山
密
教
研
究
所
所
長
を
歴
任
し
て
お
り
、
近
代
真
言
教

学
に
お
け
る
最
も
重
要
な
人
物
の
一
人
と
言
っ
て
よ
い
。
栂
尾
は
「
如
実

知
自
心
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

　
か
の
デ
カ
ル
ト
が
「
わ
れ
思
う
故
に
わ
れ
あ
り
」
と
し
て
つ
ね
に

閑
却
せ
ら
れ
勝
ち
の
「
わ
れ
」
を
発
見
し
た
こ
と
が
、
近
世
哲
学
の

出
発
点
と
な
っ
た
と
お
な
じ
く
、
本
当
の
我
の
発
見
と
い
う
こ
と
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の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
栂
尾
と
那
須
に
お
け
る
「
在
家
信
仰
」
の
教
相
の
書
と
し
て
は
、
次
の

も
の
を
挙
げ
ら
れ
る
。

　
栂
尾
祥
雲
『
密
教
思
想
と
生
活
』
一
九
三
九
年
、『
真
言
宗
読
本 

教
義

篇
』
一
九
四
八
年
、『
弘
法
大
師
の
宗
教
　
生
き
ぬ
く
宗
教
』
一

九
八
三
年
（
序
文
は
一
九
四
八
年
）

　
那
須
政
隆
『
真
言
宗
安
心
大
意
』
一
九
三
八
年
、「
真
言
の
哲
学
」
一

九
五
八
年
、『
真
言
道
を
往
く
』
一
九
七
一
年
、『
本
覚
よ
り
帰
命

へ
』
一
九
七
五
年
、「
真
言
宗
の
教
理
」
一
九
七
六
年

　
こ
の
他
、
西
田
が
序
文
を
寄
せ
た
高
神
覚
昇
『
価
値
生
活
の
体
験
』（
紀

元
社
書
房
、
一
九
二
二
年
）
も
同
類
の
書
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
在
家
向
け
の
教
相
を
ま
ず
哲
学
的
に
固
め
る
と
い
う
考
究

は
、
那
須
の
弟
子
に
当
た
る
宮
坂
宥
勝
に
は
見
ら
れ
な
い
。
松
長
有
慶
、

福
田
亮
成
な
ど
、
比
較
的
最
近
の
学
僧
に
も
こ
の
種
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
ま
た
、
栂
尾
よ
り
先
輩
に
当
た
る
権
田
雷
斧
（
一
八
四
七
〜
一
九

三
四
）
に
は
こ
の
種
の
議
論
は
な
い
。
金
山
穆
韶
（
一
八
七
六
〜
一
九
五

八
）
は
西
田
哲
学
と
真
言
宗
の
類
似
性
に
気
づ
き
、
柳
田
謙
十
郎
と
共
著

で
『
秘
蔵
宝
鑰
』
と
『
弁
顕
密
二
教
論
』
の
概
説
書
『
日
本
真
言
の
哲
学
』

（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
三
年
）
を
出
版
し
た
が
、
在
家
の
教
相
で
は
な

く
出
家
者
の
教
相
を
し
か
も
古
典
注
釈
の
形
で
書
い
た
こ
と
で
、
十
分
に

類
似
性
が
示
せ
な
か
っ
た
。
近
代
的
な
教
育
を
受
け
て
い
な
い
世
代
の
僧

侶
に
と
っ
て
、
自
由
討
究
の
形
式
で
在
家
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
困
難

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

心
」
も
「
自
身
」
も
同
様
に
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
意
味
で
は
西
田
の

言
う
「
自
己
」
と
同
様
と
言
え
る
。
西
田
は
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の

へ
』
で
「
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
」（
西
田
四
│

五
、
四
│

二
一
五
）
を

前
面
に
押
し
出
し
た
。
そ
の
後
も
「
先
づ
考
へ
る
自
己
そ
の
も
の
、
主
観

そ
の
も
の
が
、
深
く
反
省
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
従
来
の

哲
学
に
欠
け
て
居
る
の
で
あ
る
」（
西
田
一
一
│

七
四
〜
七
五
）
と
述
べ
、

こ
れ
ま
で
の
西
洋
哲
学
全
般
を
根
底
か
ら
批
判
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

四
　
近
代
真
言
宗
に
於
い
て
一
時
的
に
存
在
し
た
思
想

　
次
に
、
西
田
と
類
似
す
る
思
想
が
、
栂
尾
や
那
須
の
ど
こ
に
主
に
出
て

来
る
か
を
問
題
に
し
た
い
。
真
言
宗
は
、
在
家
へ
の
働
き
か
け
が
弱
か
っ

た
と
い
う
反
省
が
近
代
以
降
に
起
こ
っ
た
（
真
言
宗
選
書
一
七
│

四
二
七

等
）。
そ
の
た
め
、
栂
尾
は
「
凡
聖
不
二
」
を
前
提
と
し
、
在
家
に
向
け

た
教
相
を
言
説
に
お
い
て
固
め
、
そ
の
次
に
下
化
衆
生
が
行
な
わ
れ
る
過

程
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
那
須
も
同
様
の
作
業
を
し
て
お
り
、
そ
の
哲
学
的
な
言
説
を
形
成
す
る

の
に
、
西
田
を
補
助
線
と
し
て
利
用
し
た
。
那
須
の
弟
子
に
当
た
る
小
室

裕
充
は
近
代
真
言
宗
の
信
仰
と
し
て
、「
在
家
信
仰
」「
教
師
信
仰
」「
学

者
信
仰
」
の
三
種
類
が
あ
る
と
し
て
お
り
、
昭
和
初
期
ま
で
「
在
家
信
仰
」

が
広
く
行
わ
れ
た
が
、
戦
後
は
衰
退
し
た
と
い
う）
14
（

。「
学
者
信
仰
」
は
宗

教
学
者
や
仏
教
学
者
の
信
仰
で
あ
り
、「
教
師
信
仰
」
は
出
家
僧
の
信
仰

で
あ
る
。
栂
尾
や
那
須
が
「
生
活
」
や
「
安
心
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て

そ
の
理
論
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
内
容
が
「
在
家
信
仰
」
と
呼
ば
れ
る
も
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（Sym
bol

）
の
様
な
も
の
に
よ
っ
て
そ
の
真
実
在
の
世
界
を
体
得
し
や
う

と
す
る
芸
術
的
直
観
の
宗
教
で
は
な
か
ら
う
か
。
／
若
し
そ
う
す
る
と
な

ら
ば
そ
れ
は
現
今
の
理
想
主
義
（
＝
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
新
カ
ン
ト
派
―
引
用

者
）
と
し
っ
く
り
結
付
く
べ
き
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
」（
新
西
田
一
一
│

五
三
三
）
と
述
べ
た）
18
（

。

　
日
記
に
よ
る
と
西
田
は
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
一
一
月
一
一
日
「
始

め
て
智
積
院
に
行
く
」（
西
田
一
七
│

三
二
五
）
と
あ
り
、
授
業
期
間
は
週

一
回
通
い
、
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
五
月
二
日
が
最
後
の
記
述
な
の

で
（
西
田
一
七
│

三
九
〇
）、
足
掛
け
一
〇
年
智
山
大
学
に
通
っ
た
こ
と
に

な
る）
19
（

。
智
山
大
学
は
全
寮
制
で
あ
り
、
当
時
の
教
職
員
は
肉
食
妻
帯
を
し

な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
男
子
修
道
院
の
よ
う
な
大
学
で
あ
っ

た
。
西
田
は
金
沢
時
代
の
洗
心
庵
な
ど
、
こ
う
し
た
出
世
間
的
な
場
所
に

通
う
こ
と
を
好
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

　
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
四
月
に
智
山
大
学
は
智
山
専
門
学
校
と
な
っ

て
東
京
市
板
橋
区
上
石
神
井
（
現
練
馬
区
上
石
神
井
）
に
移
転
し
た
が
、

西
田
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
一
〇
月
九
日
に
同
校
で
「
行
為
の
哲
学
」

と
題
す
る
講
演
を
行
な
っ
て
お
り
、
退
官
後
も
引
き
続
き
交
流
が
確
認
で

き
る）
20
（

。「
受
働
的
な
る
と
共
に
能
働
的
」（
西
田
八
│

二
〇
二
、
八
│

二
〇
三
）

と
い
う
考
え
を
重
視
し
た
西
田
は
、
真
言
僧
に
教
え
る
こ
と
で
何
か
を
教

わ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　『
善
の
研
究
』
以
降
、
西
田
は
「
幾
多
の
紆
余
曲
折
の
後
、
余
は
遂
に

何
等
の
新
ら
し
い
思
想
も
解
決
も
得
な
か
っ
た
」（
西
田
二
│

一
一
）
と
述

べ
、
一
度
は
行
き
詰
ま
っ
た
。
こ
れ
と
前
後
し
て
『
大
日
経
』
の
「
如
実

　
こ
の
「
在
家
信
仰
」
は
真
言
宗
の
歴
史
に
お
い
て
、
特
定
の
世
代
に
だ

け
見
ら
れ
る
。
第
一
に
伝
統
教
学
が
ま
だ
健
在
で
あ
り
、
第
二
に
近
代
的

な
学
問
が
輸
入
さ
れ
始
め
た
時
代
で
、「
在
家
信
仰
」
の
教
相
を
哲
学
的

に
固
め
る
考
究
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
考
究
に
於
い
て
、
真
言
密
教
の
理
論

に
西
田
と
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
西
田
が
近
代
真
言
宗
か
ら
学
ん
だ
可
能
性

　
智
山
大
学
に
お
い
て
西
田
は
弟
子
の
野
崎
廣
義
と
共
に
教
壇
に
立
ち
、

若
き
真
言
僧
た
ち
を
教
え
た）
15
（

。
智
山
大
学
の
側
で
は
、
西
田
の
講
義
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
西
田
博
士
は
（
大
正
五
〔
一
九
一
六
〕
年
の
―
引
用
者
）
四
月
か

ら
宗
教
哲
学
を
講
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
博
士
は
人
も
知
る
非
常
な
篤
学

者
で
我
が
思
想
界
の
重
鎮
で
あ
る
。
先
生
の
一
言
隻
句
は
こ
れ
み
な

人
格
の
迸
し
り
で
、
学
生
は
先
生
の
講
義
に
接
す
る
時
は
自
か
ら
襟

を
正
し
、
い
つ
も
幽
玄
の
神
秘
に
導
か
れ
て
酔
は
さ
れ
る
の
で
あ

る
）
16
（

。（
句
読
点
補
記
）

　
他
宗
の
在
家
で
あ
る
西
田
に
よ
っ
て
、
出
家
し
た
真
言
僧
た
ち
が
「
酔

は
さ
れ
る
」
光
景
は
、「
凡
聖
不
二
」
を
強
調
し
た
近
代
真
言
宗
な
ら
で

は
と
言
え
る
。
那
須
に
よ
れ
ば
、
大
学
当
局
の
指
導
で
西
田
の
講
義
は
全

学
生
が
出
席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う）
17
（

。

　
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
六
月
一
七
日
、
智
山
大
学
で
開
山
誕
生
会
（
覚

鑁
の
誕
生
祝
い
）
と
新
築
講
堂
落
成
祝
賀
式
が
兼
ね
て
催
さ
れ
た
際
に
、

西
田
は
記
念
学
術
講
演
を
行
な
い
、
真
言
宗
に
つ
い
て
「
一
の
象
徴
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　（
1
）
大
正
大
学
真
言
学
智
山
研
究
室
編
『
那
須
政
隆
博
士
米
寿
記
念
佛
教
思
想
論

集
』
成
田
山
新
勝
寺
、
一
九
八
四
年
の
目
録
（
七
〜
二
四
頁
）
で
は
、
著
作
三

四
冊
、
論
文
五
三
本
、「
論
説
・
講
話
・
随
筆
」
八
六
本
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

那
須
政
隆
の
入
寺
得
度
・
晋
山
住
職
寺
で
あ
る
龍
照
院
（
愛
知
県
海
部
郡
蟹
江

町
）
に
は
平
成
三
一
（
二
〇
一
九
）
年
四
月
三
〇
日
に
訪
問
し
、
筆
者
は
生
前

の
那
須
を
よ
く
知
る
静
顕
長
老
（
前
住
職
）
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
き
た
。

　（
2
）
「
新
義
真
言
宗
智
山
派
私
立
大
学
智
山
勧
学
院
」
が
正
式
名
称
で
あ
る
旨
は
、

『
官
報
』
第
四
九
五
号
三
頁
、
文
部
省
告
示
第
四
五
号
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）

年
三
月
二
六
日
付
。
大
槻
快
尊
「
智
山
回
顧
史
」『
智
山
学
報
』
新
第
四
巻
、
智

山
専
門
学
校
興
風
会
文
芸
部
、
一
九
三
三
年
、
二
六
九
頁
。
次
の
注
も
参
照
。

　（
3
）
那
須
政
隆
「
わ
が
懺
悔
録
」『
大
正
大
学
学
報
』
第
五
号
、
大
正
大
学
、
一
九

五
四
年
、
二
〜
五
頁
。

　（
4
）
那
須
政
隆
博
士
賀
頌
編
輯
事
務
局
編
・
発
行
『
那
須
政
隆
博
士
米
寿
賀
頌
』

一
九
八
二
年
、
九
六
頁
。

　（
5
）
宮
坂
宥
勝
「
智
山
教
学
に
つ
い
て
（
一
）│
近
代
教
学
の
あ
ゆ
み

│
」『
現

代
密
教
』
第
一
〇
号
、
智
山
伝
法
院
、
一
九
九
八
年
、
六
〇
頁
。
那
須
は
「
真

言
宗
僧
侶
一
般
の
傾
向
を
み
ま
す
と
、
ど
う
も
通
仏
教
的
に
な
り
が
ち
で
、
な

ん
と
な
く
真
言
宗
独
特
の
香
り
が
な
い
」（
那
須
三
│

二
八
七
）
と
し
、
通
仏
教

主
義
か
ら
距
離
を
取
る
。
そ
の
一
方
で
「
新
古
両
学
派
に
わ
た
る
多
く
の
学
匠

に
つ
い
て
子
細
に
検
討
す
れ
ば
、
な
お
多
少
の
異
説
も
な
い
で
は
な
い
が
、
し

か
し
そ
れ
ら
は
要
す
る
に
語
句
や
表
現
の
相
違
で
あ
っ
て
、
思
想
的
に
は
こ
と

さ
ら
取
り
あ
げ
る
に
値
す
る
相
違
は
み
ら
れ
な
い
」（
那
須
一
│

九
八
）
と
か
「
宗

家
疏
家
両
祖
の
間
に
全
然
相
容
れ
な
い
よ
う
な
相
違
は
な
い
」（
那
須
六
│

二
二

〇
）
と
の
立
場
を
取
る
。

　（
6
）
山
本
隆
信
「
伝
統
的
な
『
大
日
経
』
研
究
と
は
何
か

│
本
宗
に
お
け
る
『
大

日
経
』
講
伝
開
筵
に
向
け
て

│
」『
現
代
密
教
』
第
二
七
号
、
智
山
伝
法
院
、

二
〇
一
六
年
、
六
八
頁
。

　（
7
）
那
須
政
隆
「
六
大
体
大
私
考
」『
智
山
学
報
』
新
第
一
巻
第
一
号
、
興
風
会
文

芸
部
、
一
九
二
九
年
、
二
五
頁
。

　（
8
）
那
須
政
隆
『《
即
身
成
仏
義
》
の
解
説
』
成
田
山
新
勝
寺
、
一
九
八
〇
年
、
二

知
自
心
」
を
強
調
す
る
近
代
真
言
宗
の
寺
院
に
約
一
〇
年
通
っ
た
。
昭
和

二
（
一
九
二
七
）
年
七
月
二
四
日
、
西
田
は
「
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
」

を
強
調
す
る
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
を
脱
稿
し
て
お
り
、
こ
の

過
程
で
近
代
真
言
宗
か
ら
手
が
か
り
を
得
た
可
能
性
が
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
那
須
は
、
密
教
を
理
解
し
な
い
人
に
対
し
て
時
に
批
判
的
で
あ

り
、
三
木
清
を
こ
の
点
で
批
判
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
那
須
三
│

四
三
八

〜
四
三
九
）。
し
か
し
、
西
田
を
批
判
的
に
述
べ
た
こ
と
は
管
見
の
か
ぎ

り
皆
無
で
あ
り
、
那
須
は
、
西
田
が
密
教
を
理
解
し
て
い
る
と
考
え
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
考
え
て
も
、
西
田
が
密
教
を
取
り
入
れ

た
可
能
性
を
提
起
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に
│
今
後
の
課
題
と
展
望

　
今
後
は
、
西
田
が
近
代
真
言
宗
か
ら
何
を
取
り
入
れ
た
の
か
、
具
体
的

に
考
察
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の
研
究
は
、
次
の
よ
う
な
大
き
な
課
題
の
一

部
で
あ
る
。

　
筆
者
の
関
心
は
、
か
つ
て
ロ
バ
ー
ト
・
ワ
ー
ゴ
（Robert W

argo
）
が

述
べ
た
「
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
と
松
下
幸
之
助
の
理
念
に
は
一
定
の
類
似

性
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
に
あ
る
。
松
下
は
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年

五
月
に
高
野
山
奥
の
院
で
覚
鑁
ゆ
か
り
の
密
厳
堂
に
隣
接
し
て
松
下
電
器

物
故
従
業
員
慰
霊
塔
と
松
下
家
先
祖
代
々
の
墓
を
建
立
し
て
お
り
、
成
田

山
大
阪
別
院
（
大
阪
府
寝
屋
川
市
）
で
は
長
く
信
徒
総
代
や
奉
賛
会
会
長

を
務
め
た
。
西
田
と
松
下
は
近
代
真
言
宗
を
媒
介
と
し
て
同
一
の
思
想
圏

で
捉
え
ら
れ
な
い
か
と
、
見
通
し
を
立
て
て
い
る
。
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二
二
二
頁
。

　（
17
）
前
掲
、
那
須
「
わ
が
懺
悔
録
」
三
頁
。

　（
18
）
西
田
幾
多
郎
「
現
今
の
理
想
主
義
に
就
て
」『
智
山
学
報
』
第
六
号
、
興
風
会

文
芸
部
、
一
九
一
九
年
、
本
文
二
七
頁
、
雑
報
一
頁
。
新
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』

第
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
智

積
院
に
お
け
る
開
山
誕
生
会
と
新
築
講
堂
落
成
祝
賀
式
の
記
念
学
術
講
演
で
あ

っ
た
旨
は
記
載
が
な
い
。

　（
19
）
『
智
山
学
報
』（
興
風
会
文
芸
部
発
行
）
に
記
載
の
「
本
大
学
現
教
職
員
氏
名
」

で
は
、
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
六
月
二
五
日
発
行
の
第
一
〇
号
ま
で
西
田

の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
七
月
一
五
日
発
行
の
第
一
一
号
の
名
簿
に

西
田
の
名
前
は
な
い
。

　（
20
）
『
智
山
学
報
』
新
第
四
巻
、
智
山
専
門
学
校
興
風
会
、
一
九
三
三
年
、
二
八
三

頁
。
西
田
の
日
記
は
昭
和
八
年
六
〜
一
二
月
、
記
述
自
体
が
な
い
（
西
田
一
七
│

四
九
五
）。

※
本
稿
で
利
用
し
た
全
集
・
選
集
・
著
作
集
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

　『
真
言
宗
選
書
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
六
年
）

　『
高
神
覚
昇
選
集
』（
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
八
年
）

　『
那
須
政
隆
著
作
集
』（
法
藏
館
、
一
九
九
七
年
）

　 『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
〜
一
九
六
六
年
）（
新
版
〔
二
〇
〇
二

〜
二
〇
〇
九
年
〕
は
「
新
西
田
」）

　
す
べ
て
の
引
用
に
際
し
適
宜
旧
字
を
新
字
に
直
し
、
促
音
便
の
「
つ
」
は
「
っ
」

に
直
し
た
。

（
さ
か
も
と
・
し
ん
い
ち
、
近
現
代
日
本
思
想
史
、

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

〇
頁
。

　（
9
）
那
須
政
隆
『
密
教
が
教
え
る
変
幻
自
在
の
生
き
方
』
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
、
一

九
八
七
年
、
二
〇
五
頁
。

　（
10
）
那
須
は
、「
無
分
別
智
は
能
所
を
越
え
た
神
秘
的
直
観
に
対
応
す
る
智
恵
と
言

っ
て
可
い
で
あ
ろ
う
。
弘
法
大
師
の
場
合
に
は
、
無
分
別
智
に
対
応
す
る
境
地

を
真
言
秘
密
蔵
と
呼
称
す
る
」
と
述
べ
る
。
那
須
政
隆
「
弘
法
大
師
の
秘
密
蔵
」

『
イ
ン
ド
古
典
研
究
Ⅳ
　
神
秘
思
想
論
集
』
成
田
山
新
勝
寺
、
一
九
八
四
年
、
二

一
三
〜
二
一
四
頁
。
一
方
で
西
田
は
、
行
為
的
直
観
に
よ
っ
て
達
す
る
こ
と
の

出
来
な
い
世
界
に
「
神
の
言
葉
」
が
あ
る
と
述
べ
る
場
合
も
あ
る
が
（
西
田
七
│

四
二
八
）、
こ
れ
は
後
に
修
正
さ
れ
、「
働
く
も
の
と
し
て
絶
対
無
限
の
客
観
的

表
現
（
所
謂
神
の
言
葉

│
原
文
）
に
対
す
る
時
、
我
々
は
自
覚
的
と
な
る
の

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
西
田
九
│

四
七
）。

　（
11
）
栂
尾
祥
雲
『
真
言
宗
読
本 

教
義
篇
』
高
野
山
出
版
社
、
一
九
四
八
年
、
一
六

〜
一
七
頁
。

　（
12
）
例
え
ば
栂
尾
祥
雲
『
弘
法
大
師
の
宗
教
』
臨
川
書
店
、
一
九
八
三
年
で
は
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
（
一
八
、
二
一
頁
）、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
（
一
八
頁
）、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と

ケ
プ
ラ
ー
の
宇
宙
観
（
四
五
〜
四
六
頁
）、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（
五
四
頁
）
を
挙
げ
、

真
言
密
教
と
の
共
通
性
を
主
張
す
る
。

　（
13
）
栂
尾
祥
雲
『
密
教
思
想
と
生
活
』
高
野
山
大
学
出
版
部
、
一
九
三
九
年
、
一

二
頁
。

　（
14
）
小
室
裕
充
『
仏
教
教
化
学
の
す
す
め
』
溪
水
社
、
一
九
九
四
年
、
三
〜
四
頁
。

　（
15
）
智
山
大
学
に
お
け
る
西
田
と
野
崎
廣
義
の
様
子
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
追

憶
が
あ
る
。「
或
日
学
校
の
時
業
（
マ
マ
）
が
済
ん
で
西
田
先
生
、
野
崎
先
生
と

が
教
授
室
か
ら
玄
関
の
沓
脱
場
へ
出
ら
れ
た
。
先
に
降
り
ら
れ
た
野
崎
先
生
は

老
体
の
師
を
助
け
て
恭
し
く
其
の
靴
を
穿
か
し
て
居
ら
れ
た
。
／
そ
し
て
校
門

を
出
る
時
、
西
田
先
生
の
後
か
ら
つ
つ
ま
し
く
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
行
か
れ
た
。

／
美
し
い
人
格
と
人
格
と
が
接
触
し
て
火
を
発
し
て
居
る
様
に
思
は
れ
た
」。
小

野
劉
「
野
崎
一
宮
先
生
追
憶
記
」『
智
山
学
報
』
興
風
会
文
芸
部
、
一
九
一
八
年
、

一
七
五
頁
。

　（
16
）
「
当
大
学
の
近
況
」『
智
山
学
報
』
第
三
号
、
興
風
会
文
芸
部
、
一
九
一
六
年
、


