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三
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
三
位
一
体
論

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
『
三
位
一
体
の
十
五
篇
』
U
⑦
↓
膏
ぎ
8
凱
び
臨
×
ダ
の
中
に
含
ま
れ
た
三
位
一
体
に
就
い
て
の
考
は
古
来
此
論
に

　
　
就
い
て
書
か
れ
た
も
の
気
中
で
最
も
深
い
も
の
だ
と
云
は
れ
て
居
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
如
何
に
三
位
一
体
の
解
釈
を
求
め
た
か
を
見

　
　
よ
。

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
之
を
最
も
深
ぎ
自
己
の
内
省
に
求
め
た
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
深
く
我
々
の
自
己
を
内
省
す
る
に
、
自
己
と
自

　
　
己
の
意
識
と
自
己
の
愛
と
、
此
三
者
は
直
に
一
で
あ
る
。
完
全
な
る
自
己
の
知
識
即
ち
自
覚
が
自
己
自
身
を
知
る
自
己
其
物
で
あ
り
、
完

　
　
金
な
る
自
覚
に
依
っ
て
完
全
に
自
己
を
愛
す
る
こ
と
即
ち
完
全
な
る
自
愛
が
自
己
を
知
り
自
己
を
愛
す
る
自
己
其
物
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス

　
　
チ
ヌ
ス
は
次
の
如
く
云
っ
て
居
る
。
精
神
が
己
を
知
り
己
を
愛
す
る
時
、
そ
こ
に
精
神
、
愛
、
知
の
三
位
一
体
が
現
れ
る
。
此
の
三
者
そ

　
　
れ
ぐ
別
で
あ
る
が
又
一
つ
が
他
の
二
つ
に
予
て
あ
り
、
二
つ
が
他
の
一
に
於
て
あ
り
そ
れ
ぐ
が
又
写
に
全
体
で
あ
る
。
自
知
の
主
体

　
　
と
し
て
又
自
愛
の
主
体
と
し
て
の
自
己
は
相
群
盗
で
あ
る
が
、
自
己
は
自
己
と
し
て
そ
れ
自
身
に
顧
て
自
己
で
あ
る
。
自
覚
は
自
己
の
作

　
　
用
で
は
あ
る
が
、
自
覚
は
そ
れ
自
身
に
於
て
作
用
を
含
む
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
愛
に
就
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
云
ひ
得
る
の
で

　
　
あ
る
。
斯
く
三
者
が
各
独
立
と
考
へ
得
る
と
共
に
、
互
に
一
が
他
に
於
て
あ
る
。
愛
す
る
自
己
は
愛
に
激
て
あ
り
、
愛
は
愛
す
る
自
己
の

93

@
自
覚
に
於
て
あ
り
、
自
覚
は
自
己
を
知
る
自
己
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
又
そ
の
一
つ
一
つ
が
他
の
二
つ
に
得
て
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
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@
き
る
。
自
己
を
知
り
且
つ
愛
す
る
自
己
は
そ
の
愛
と
知
と
に
於
て
あ
る
。
自
己
を
愛
し
且
つ
知
る
自
己
の
愛
は
自
己
と
そ
の
知
と
に
於
て

　
　
あ
る
。
自
己
を
知
り
且
つ
愛
す
る
自
己
の
知
は
自
己
と
其
愛
と
に
煮
て
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
自
己
は
知
り
つ
ふ
自
己
を
愛
し
、
愛
し
つ
蕊

　
　
自
己
を
知
る
が
故
で
あ
る
。
斯
く
し
て
又
二
つ
が
他
の
一
に
於
て
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
を
知
り
自
己
を
愛
す
る
自
己
は
そ

　
　
の
知
と
共
に
愛
の
中
に
あ
り
、
そ
の
愛
と
共
に
自
覚
の
中
に
あ
る
。
而
し
て
自
愛
と
自
覚
と
は
元
来
自
己
を
知
り
自
己
を
愛
す
る
自
己
の

　
　
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。
又
そ
れ
ぐ
の
全
体
が
全
体
に
於
て
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
三
つ
の
も
の
が
完
全
と
な
っ
た
時
、
自
己
は

　
　
全
然
自
己
を
愛
し
、
全
然
自
己
を
知
り
、
又
そ
の
全
ぎ
愛
を
知
り
、
そ
の
全
き
知
を
愛
し
得
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
し
て
三
者
は
不

　
　
可
分
離
で
あ
っ
て
、
而
も
一
々
が
本
体
的
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
自
覚
的
精
神
が
三
位
一
体
の
映
像
〔
で
〕
あ
る
こ
と
を
示
し
た
後
、
如
何
に
し
て
自
覚
的
精
神
が
自
己
の
本
質
を

　
　
知
り
得
る
か
、
又
如
何
に
し
て
そ
れ
が
三
位
一
体
を
指
示
し
得
る
か
を
論
じ
て
居
る
。
我
々
は
知
ら
ざ
る
も
の
を
愛
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

　
　
愛
を
以
て
自
己
を
知
ら
ん
と
す
る
精
神
は
概
に
自
己
を
知
り
居
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
真
の
自
覚
作
用
に
よ
れ
ば
、
精
神
の
本
質
は

　
　
記
憶
、
知
識
、
意
志
の
三
つ
の
も
の
に
あ
る
。
氏
は
之
に
三
位
一
体
の
形
式
を
応
用
し
て
居
る
。
我
々
の
知
覚
で
は
見
ら
れ
る
物
、
見
る

　
　
眼
、
欲
す
る
意
志
が
各
々
別
で
あ
る
が
、
我
々
が
精
神
的
に
な
れ
ぽ
な
る
程
、
此
三
者
は
一
つ
と
な
る
。
神
の
本
質
は
彼
の
創
造
物
に
依

　
　
つ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
此
考
に
於
て
か
れ
の
本
質
を
髪
髭
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
へ
た
。

　
　
　
伝
ふ
る
所
に
よ
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
一
日
思
を
三
位
一
体
の
問
題
に
沈
め
て
、
ヒ
ツ
ボ
の
海
浜
を
排
徊
し
た
時
、
一
人
の
童
子

　
　
が
手
に
て
海
水
を
汲
ん
で
居
る
の
を
見
た
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
汝
は
何
を
為
し
居
る
か
と
尋
ね
た
ら
海
中
の
水
を
汲
み
尽
さ
ん
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
居
る
の
で
あ
る
と
答
へ
た
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ら
う
と
云
っ
た
ら
、
そ
れ
で
も
翼
の
三
位
｛
体
の
思
索
程

　
　
に
不
可
能
で
な
い
と
云
っ
た
さ
う
で
あ
る
。



四
　
現
今
の
理
想
主
義
に
就
て

　
先
づ
私
は
何
故
に
此
の
…
様
な
題
を
撰
ん
だ
か
に
就
て
＝
＝
口
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
現
代
日
本
の
学
界
及
び
一
般
思
想
界
に
於
て
此
の
理
想
主
義
と
云
ふ
語
は
非
常
に
誤
解
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
著
し
い
点
を
挙
げ
れ
ば
即
ち
理
想
主
義
は
近
代
に
発
達
し
た
自
然
科
学
に
相
反
す
る
傾
向
を
持
つ
と
云
ふ
こ
と
ま
た
は
理
想
主
義

は
単
に
主
観
主
義
で
あ
る
、
個
人
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
随
っ
て
そ
れ
は
厳
密
な
る
客
観
的
な
る
科
学
に
反
す
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

　
此
等
の
誤
解
は
現
今
の
理
想
主
義
の
意
味
を
充
分
に
理
解
し
な
い
処
か
ら
起
っ
て
来
る
の
に
外
な
ら
な
い
。

　
成
程
此
の
理
想
主
義
を
単
に
外
面
的
に
リ
テ
ラ
リ
ー
に
見
る
時
は
そ
れ
は
自
然
科
学
に
反
す
る
様
に
も
考
へ
ら
れ
そ
れ
は
ま
た
単
に
個

人
的
、
主
観
的
と
考
へ
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
然
し
そ
の
誤
解
は
理
想
主
義
そ
の
老
に
就
て
の
深
い
洞
察
と
自
覚
に
よ
っ
て
除
か
れ
得
る

も
の
で
あ
る
。

　
十
九
世
紀
の
初
期
に
起
つ
た
理
想
主
義
は
主
観
を
主
と
し
た
も
の
で
自
然
科
学
と
相
容
れ
な
い
弊
に
陥
っ
た
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
、

し
か
し
そ
れ
は
十
九
世
紀
の
半
頃
に
於
て
一
度
そ
れ
を
以
て
一
切
を
説
明
し
様
う
と
企
て
し
か
も
そ
れ
を
な
し
得
ず
し
て
幾
多
の
鍛
錬
を

経
て
再
び
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
現
代
に
於
け
る
理
想
主
義
に
対
す
る
誤
解
や
反
対
は
既
に
五
十
年
前
に
於
て
幸
し
く
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
鍛
錬
さ
れ
た
る
現
代
の

理
想
主
義
は
説
明
し
得
ら
れ
な
か
っ
た
反
動
の
現
れ
で
あ
る
と
見
る
時
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
主
観
主
義
の
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
経
験
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

実
の
根
底
に
徹
し
て
し
か
も
そ
の
究
極
に
曾
て
理
想
を
探
究
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
妥
当
の
考
へ
で
あ
ら
う
。
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現
今
の
理
想
主
義
と
い
ふ
も
の
に
は
二
種
あ
っ
て
二
つ
の
立
場
か
ら
出
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
一
つ
は
重
に
仏
蘭
西
に
於
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
（
ゆ
Φ
茜
。
。
象
）
を
中
心
と
す
る
理
想
主
義
で
あ
り
他
の
一
つ
は
独
逸
に
於
け
る
新
カ
ン
ト
学

派
（
客
窪
犀
鷲
。
簿
冨
巴
ω
導
島
）
を
取
巻
く
理
想
主
義
で
あ
る
。

　
そ
の
二
つ
は
共
に
出
立
点
を
異
に
し
て
居
る
が
、
し
か
も
結
合
し
得
る
結
論
を
持
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
前
者
は
経
験
の
概
念
か
ら
繊
浮
し
て
そ
の
経
験
の
概
念
を
深
め
て
行
っ
て
終
に
精
神
主
義
、
理
想
主
義
と
な
っ
た
も
の
で
後
者
は
カ
ン

ト
（
困
（
帥
口
碑
　
当
馬
b
り
劇
一
同
Q
o
O
心
）
よ
り
流
れ
出
た
る
認
識
論
の
立
場
よ
り
し
て
理
想
主
義
を
組
織
せ
る
も
の
で
あ
る
。
此
等
二
つ
は
現
今
の
理
想

主
義
に
於
て
は
共
に
表
と
裏
と
の
如
き
関
係
を
持
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
先
づ
経
験
か
ら
出
立
し
て
理
想
主
義
に
到
達
す
る
道
程
を
考
へ
て
見
や
う
。
経
験
と
は
近
世
哲
学
の
初
め
英
国
に
起
つ
た
思
想
で
あ

　
　
　
（
マ
マ
）

つ
て
そ
の
重
な
る
は
ロ
ッ
ク
（
］
U
Q
o
犀
①
　
ド
①
G
◎
b
a
I
H
織
O
直
）
で
あ
る
、
而
し
て
そ
の
後
に
出
で
そ
の
考
へ
を
徹
底
的
に
考
へ
た
の
は
ヒ
ュ
ー
ム

（｝

R
信
冒
P
O
　
↑
刈
ド
ド
ー
日
¶
“
①
）
で
あ
る
。

　
経
験
と
は
何
か
、
吾
人
は
そ
れ
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
理
想
主
義
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
普
通
に
経
験
と
云
ふ
の
は
外
界
に
物
体
が
あ
り
そ
れ
が
吾
人
の
主
観
の
心
か
ら
離
れ
て
そ
れ
自
身
に
よ
り
固
定
さ
れ
た
る
も
の
で
、
此

の
如
き
も
の
を
知
識
が
普
遍
的
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
酸
素
と
水
素
と
を
加
へ
れ
ぽ
水
が
出
来
る
如
く
そ
れ
は
必
然
的
に
何
時
、
何
か
な
る
場
所
に
於
て
も
購
流
離
呉
綿
1
1
洪
を
認
め
る
事
実

が
証
明
さ
れ
る
と
き
そ
れ
が
経
験
的
の
真
理
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
心
と
は
普
遍
に
こ
の
肉
体
と
共
に
消
滅
す
る
も
の
で
そ
れ
を
離
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
、
肉
体
を
離
れ
る
の
み
な
ら
ず
睡
眠
の

間
に
は
心
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
の
心
か
ら
離
れ
て
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
、
其
処
に
経
験
の
確
実
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
自
然
科
学
者
は
外
界
に
物
あ
り
我
々
が
そ
れ
を
感
ず
る
の
で
あ
る
と
考
へ
、
心
は
肉
体
と
共
に
生
滅
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
心
を
離
れ

た
外
界
の
知
識
が
普
遍
な
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
。

　
併
し
此
の
考
を
批
心
的
に
反
省
し
て
見
る
時
、
真
の
経
験
の
意
味
は
自
つ
と
変
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
ロ
ッ
ク
の
次
に
出
た
ヒ
ュ
ー
ム
は
已
に
そ
の
考
へ
に
対
す
る
批
評
的
の
反
省
を
加
へ
て
居
る
。

　
外
界
に
物
あ
り
心
を
離
れ
て
存
在
す
る
と
は
普
通
に
云
ふ
経
験
論
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
外
界
に
存
在
す
る
物
と
は
如
何
な
る

物
か
？
　
吾
人
は
自
己
を
離
れ
て
外
界
を
知
る
こ
と
は
出
来
ぬ
、
コ
ッ
プ
や
机
が
眼
に
見
え
る
と
す
れ
ぽ
そ
れ
は
限
の
感
覚
と
云
ふ
以
上

何
も
云
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
ぞ
う
す
れ
ば
物
の
存
在
と
云
ふ
こ
と
も
矢
張
り
主
観
の
感
覚
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
れ
ば
如
何
に
し
て
客
観
と
云
ふ
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る

か
、
そ
れ
は
同
じ
様
な
経
験
の
感
覚
が
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
を
統
一
し
綜
合
し
て
そ
れ
を
客
観
的
に
あ
る
も
の
と
考

へ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
れ
ば
物
の
存
在
と
云
ふ
は
決
し
て
主
観
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
感
覚
の
一
般
的
結
合
で
あ
る
と
云
へ
る
の
で
あ
る
。

　
吾
人
が
経
験
以
上
の
も
の
を
考
へ
る
と
き
吾
人
は
そ
れ
に
経
験
以
外
の
思
想
を
加
へ
る
の
で
あ
っ
て
、
真
の
思
想
は
感
覚
の
一
般
的
結

合
と
云
ふ
以
上
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
鋭
い
者
」
と
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
思
は
れ
た
ヒ
ュ
ー
ム
は
既
に
工
事
を
云
ふ
て
居
る
。
（
↓
同
＄
騎
Φ
§
甲
信
目
碧
Z
葺
口
お
）

三

翻
っ
て
感
覚
の
持
有
者
た
る
自
己
の
概
念
を
反
省
し
て
見
や
う
。

自
己
と
は
何
か
、
自
己
を
反
省
し
て
見
る
と
そ
れ
は
甚
だ
不
明
瞭
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
載
遣
稿
（
三
）

自
己
と
は
一
種
の
感
情
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＝
九
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〇

　
ヂ
エ
ー
ム
ス
（
芝
一
＝
卿
⇔
昌
p
　
曾
p
5
p
O
o
o
　
μ
G
o
蒔
田
⊃
ー
ド
リ
ド
O
）
は
自
己
に
穿
て
次
の
如
き
こ
と
を
云
つ
で
居
る
〔
。
〕
（
準
貯
9
覧
σ
o
｛
陽
気
ぎ
げ
び
q
矯
）

　
「
即
ち
自
己
と
は
ア
メ
リ
カ
の
野
で
牧
者
が
多
く
の
羊
を
放
つ
老
何
れ
が
何
れ
や
ら
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
混
雑
を
避
け
る

た
め
に
そ
の
羊
に
焼
印
を
押
す
、
自
己
と
は
こ
の
焼
印
の
如
き
も
の
で
あ
る
し
と
、
此
は
一
の
磐
喩
で
あ
る
が
要
す
る
に
自
己
と
は
精
神

の
中
に
焼
印
を
押
し
た
様
な
も
の
で
あ
る
。

　
我
と
云
ふ
一
の
存
在
が
所
謂
現
実
以
外
に
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
怪
し
く
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
日
器
質
器
の
中
に
勺
。
匿
§
p
＝
号
暮
畠
に
対
す
る
懐
疑
を
論
じ
て
居
る
、
か
く
し
て
普
遍
の
経
験
の
意
味
が
不
明

瞭
な
も
の
と
な
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
。

　
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ム
の
時
代
に
於
て
は
そ
れ
を
徹
底
し
て
考
へ
る
と
云
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
十
九
世
紀
に
な
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
云
ふ
意
味
を
徹
底
す
る
様
に
な
っ
た
。
即
ち
現
今
の
思
想
界
に
於
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
如
き
考
を
徹
底
し

て
純
粋
経
験
主
義
の
光
明
を
求
め
得
た
の
で
あ
る
。

　
マ
ッ
ハ
（
鍵
帥
。
『
　
　
ド
c
o
ω
o
Q
l
H
Φ
H
α
）
な
ど
は
此
の
思
想
を
徹
底
的
に
考
へ
た
人
で
あ
る
。

　
マ
ッ
ハ
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
を
基
礎
と
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
経
験
と
は
感
覚
で
あ
る
、
即
ち
感
覚
以
外
に
物
の
存
在
を
認
め
な
い
の

で
あ
る
。
そ
し
て
終
に
自
我
も
吾
人
の
感
覚
の
中
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
即
ち
自
我
は
感
覚
の
結
合
と
な
る
、
氏
は
感
覚
一

元
論
者
で
す
べ
て
の
経
験
を
感
覚
と
し
て
説
明
し
や
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ア
ヴ
エ
ナ
リ
ウ
ス
（
》
く
①
黙
鋤
目
一
償
0
6
　
H
c
o
劇
ω
1
目
。
◎
O
①
）
な
ど
の
考
へ
も
マ
ッ
ハ
と
同
じ
傾
向
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム

　
そ
の
立
場
か
ら
云
ふ
と
き
普
通
の
考
へ
で
は
自
然
科
学
は
唯
物
論
で
あ
る
か
今
は
反
っ
て
唯
心
論
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
現
今
に
於
て
深
い
進
ん
だ
経
験
論
は
こ
の
立
場
を
と
る
。

　
随
っ
て
外
界
に
物
が
あ
る
と
云
ふ
の
は
進
ん
だ
自
然
科
学
又
は
経
験
論
の
と
ら
な
い
処
で
あ
っ
て
マ
ッ
ハ
な
ど
の
考
へ
に
よ
っ
て
居
る

と
云
っ
て
も
よ
か
ら
う
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
カ
ニ
ッ
ク

　
キ
ル
ヒ
ホ
ツ
フ
（
囚
一
貝
。
プ
げ
O
凍
　
H
o
◎
卜
⊃
心
l
H
o
◎
G
◎
刈
）
も
マ
ッ
ハ
な
ど
と
同
じ
考
へ
に
よ
っ
て
彼
の
力
学
を
説
い
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
カ
ニ
ッ
ク

　
物
理
学
は
何
か
外
界
に
存
在
す
る
実
在
を
知
る
科
学
と
云
ふ
様
に
考
へ
ら
れ
て
居
る
が
そ
れ
は
誤
っ
て
居
る
。
真
の
物
理
学
は
運
動
を

簡
単
に
記
述
す
る
（
U
①
。
・
o
臥
び
。
）
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
一
種
の
記
述
の
学
で
あ
る
と
云
っ
て
居
る
。

　
運
動
と
は
吾
人
の
精
神
現
象
の
変
化
で
あ
る
。
一
つ
の
球
が
右
か
ら
左
へ
動
い
た
と
見
る
は
一
方
か
ら
見
れ
ば
感
覚
の
右
か
ら
左
へ
の

変
化
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
而
し
て
そ
れ
を
簡
単
明
瞭
に
記
述
す
る
こ
と
が
力
学
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

　
言
語
の
例
を
と
っ
て
云
へ
ば
コ
ッ
プ
と
云
ふ
も
の
を
何
国
の
語
で
云
ひ
表
し
て
も
そ
の
内
容
は
不
変
で
あ
る
。
た
黛
そ
の
感
覚
の
み
吾

人
に
直
接
に
与
へ
ら
れ
た
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ル
ツ
（
剛
幽
。
『
σ
N
　
ド
c
Q
㎝
画
一
H
O
◎
Φ
心
）
は
そ
の
物
理
学
に
物
体
と
云
ふ
概
念
を
用
ひ
ず
し
て
一
個
の
物
理
学
を
組
立
て
Σ
居
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
最
も
徹
底
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
。

四
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理
想
主
義
の
唯
心
論
は
現
今
の
自
然
科
学
の
考
へ
と
は
何
等
異
る
処
は
な
い
。
そ
れ
を
矛
盾
す
る
が
如
く
考
へ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

そ
れ
は
科
学
の
発
達
を
充
分
に
理
解
し
な
い
処
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（
牢
。
σ
Q
ヨ
薮
。
。
島
）
も
そ
の
様
に
考
へ
て
初

め
て
真
の
理
解
を
得
る
の
で
あ
る
。

　
物
理
学
と
は
実
在
を
表
す
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
感
覚
的
経
験
を
統
一
す
る
符
微
の
如
き
も
の
で
あ
る
か
ら
真
理
と
は
便
利
な
る
語
で
あ

る
と
理
解
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

　
マ
ッ
ハ
の
云
ふ
思
考
の
経
済
（
国
8
ぎ
ヨ
矯
◎
h
録
爵
げ
α
Q
）
は
と
り
も
な
ほ
さ
ず
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
精
神
で
あ
る
。

　
即
ち
最
も
簡
単
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
真
理
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
あ
る
か
ら
実
用
が
真
理
で
あ
る
と
云
ふ
考
へ
も
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
載
遺
稿
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
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マ
ッ
ハ
な
ど
の
経
験
の
考
へ
は
経
験
か
ら
唯
心
論
に
至
る
の
で
あ
る
が
そ
れ
は
現
今
の
自
然
科
学
又
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
な
ど
と
矛

盾
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
此
の
如
き
考
を
一
層
深
く
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
マ
ッ
ハ
な
ど
は
感
覚
を
基
礎
と
す
る
が
更
に
進
ん
で
直
接
経
験
と
は
何
か
。
直
接
に
与
へ
ら
れ
た
る
も
の
は
切
れ
切
れ
の
も
の
に
あ
ら

ず
し
て
統
一
さ
れ
た
全
体
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　
コ
ッ
プ
と
云
ふ
与
へ
ら
れ
た
る
も
の
は
「
円
い
」
「
底
」
「
手
」
等
の
感
覚
の
集
合
し
た
も
の
で
真
に
吾
人
に
直
接
な
も
の
で
は
な
い
。

　
真
の
直
接
の
実
在
は
分
つ
可
か
ら
ざ
る
も
の
で
、
そ
れ
を
分
け
る
と
云
ふ
こ
と
は
巳
に
第
二
義
に
堕
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は

思
惟
さ
れ
反
省
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。

　
何
等
の
反
省
も
加
ら
な
い
以
前
の
物
は
切
れ
く
の
も
の
で
は
な
く
全
体
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
所
謂
知
識
に
て
知
り
得
な

い
一
の
活
動
で
あ
る
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
言
語
や
思
想
を
離
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
所
謂
持
続
（
H
）
信
「
9
Ω
け
一
〇
昌
）
の

考
へ
で
あ
る
。
氏
は
持
続
を
真
実
在
と
す
る
の
で
あ
っ
て
自
然
科
学
は
之
を
翻
っ
て
見
て
一
の
形
式
に
よ
っ
て
組
立
て
ら
れ
た
る
も
の
で

あ
る
、
そ
れ
は
実
在
そ
の
も
の
を
顕
す
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
。

　
此
の
如
く
ベ
ル
グ
ソ
ソ
に
至
っ
て
一
勝
理
想
主
義
的
と
な
り
直
接
に
与
へ
ら
れ
た
る
活
動
は
却
っ
て
芸
術
的
直
観
の
如
き
も
の
と
な
る
。

　
主
観
と
客
観
と
を
舎
し
た
る
芸
術
の
世
界
そ
れ
が
真
の
経
験
の
世
界
と
な
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
に
達
す
る
と
経
験
主
義
は
徹
底
し
た
唯

心
論
と
な
り
彼
自
身
精
神
主
義
と
さ
へ
云
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
自
然
科
学
は
唯
心
論
と
何
等
の
矛
盾
す
る
処
な
く
現
実
が
直

ち
に
精
神
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
情
意
の
世
界
に
住
む
芸
術
家
の
創
造
す
る
も
の
が
実
在
の
真
相
で
あ
る
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
多
く
の
経
験
論
は
大
概
マ
ッ
ハ
の
考
へ
位
に
止
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
れ
を
よ
り
高
く
に
徹
底
さ
し
た
も
の
で

あ
る
。
ヂ
エ
ー
ム
ス
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
同
じ
程
度
の
考
へ
を
持
っ
て
居
た
。



　
彼
の
思
想
の
完
成
は
晩
年
で
あ
っ
た
が
彼
は
経
験
に
就
て
深
い
洞
察
を
持
っ
て
居
た
。
彼
は
従
来
の
経
験
論
に
対
し
て
自
分
の
経
験
論

を
菊
聾
。
既
国
ヨ
や
三
。
冨
糞
と
呼
ん
で
居
る
。

　
ベ
ル
グ
ソ
ソ
は
早
く
か
ら
仏
国
内
で
は
相
当
に
認
め
ら
れ
て
居
た
か
も
知
ら
ぬ
が
世
界
的
の
も
の
と
な
っ
た
の
は
ヂ
エ
ー
ム
ス
が
ベ
ル

グ
ソ
ソ
を
国
昌
σ
Q
誹
7
呂
9
犀
冨
α
q
≦
鼠
山
に
紹
介
し
た
の
に
待
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
程
ヂ
エ
ー
ム
ス
の
考
へ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
接
近
し
て

居
た
の
で
あ
っ
て
そ
の
事
は
そ
れ
を
証
し
て
絵
り
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

2101
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経
験
の
考
へ
に
よ
っ
て
理
想
主
義
に
ま
で
到
達
し
た
思
想
を
大
体
説
述
し
た
故
に
次
に
は
認
識
論
の
考
へ
よ
り
発
展
し
て
唯
心
論
を
構

成
す
る
道
程
を
見
や
う
。

　
此
の
方
面
は
遙
か
に
カ
ン
ト
の
認
識
論
か
ら
出
立
し
て
居
る
。

　
カ
ン
ト
に
於
て
は
種
々
の
経
験
的
事
実
は
吾
人
の
主
観
に
よ
っ
て
与
へ
ら
れ
た
る
材
料
を
一
の
型
に
入
れ
て
そ
れ
を
組
立
て
二
出
来
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

も
の
で
あ
っ
て
、
主
観
を
離
れ
た
物
自
体
（
U
ぎ
『
q
弩
ω
冒
ゴ
）
は
経
験
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
与
へ
ら
れ
た
る
材
料
を
主

観
の
型
に
よ
っ
て
組
立
て
る
と
云
ふ
の
は
要
す
る
に
時
間
、
空
間
、
論
理
の
範
疇
に
あ
て
悔
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
型
に
入
れ

得
な
い
真
の
物
自
体
は
知
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
於
け
る
根
本
的
精
神
で
あ
る
。
現
今
の
新
カ
ン
ト
学
派
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

大
体
そ
の
精
神
を
受
継
い
で
居
る
も
の
で
あ
る
か
し
か
し
カ
ン
ト
の
そ
の
ま
蕊
で
は
な
い
。

　
こ
x
に
現
今
往
々
に
見
受
け
る
誤
解
に
就
て
注
音
心
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
カ
ン
ト
は
知
識
は
主
観
の
形
式
に
よ
る
即
ち
ア
プ
リ
オ
リ
に
よ
っ
て
外
界
の
材
料
を
組
立
て
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
速
断
す
る
こ
と

に
於
て
誤
解
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
概
略
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
対
す
る
誤
解
に
は
二
様
あ
る
の
で
あ
る
。
一
は
カ
ン
ト
が
「
主
観
の
形
式
」
と
云
ふ
故
に
其
は
事
実
を
無
視

　
　
　
　
西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
載
遣
稿
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
三
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呈

す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
と
、
一
は
ア
プ
リ
オ
リ
と
云
ふ
固
定
し
た
概
念
を
持
つ
と
云
ふ
の
と
で
あ
る
。

　
成
程
カ
ン
ト
は
主
観
と
云
っ
て
居
る
け
れ
ど
も
そ
れ
は
心
理
的
、
個
人
的
の
主
観
で
は
な
い
。
各
自
の
空
想
や
特
質
に
束
縛
さ
れ
る
個

々
の
主
観
で
は
な
い
。
超
個
人
的
の
云
は
父
論
理
的
主
観
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
が
そ
の
純
理
批
判
（
凶
門
馬
降
神
　
α
O
噌
　
鴨
O
一
心
O
】
P
　
＜
O
同
コ
¢
浮
島
曾
）
の
第
一
版
を
出
し
た
当
時
に
見
て
已
に
そ
れ
に
対
す
る
誤
解
と
反
対
と
は

あ
っ
た
。

　
バ
ー
ク
レ
ー
（
し
d
・
蒔
①
『
団
H
①
c
。
↑
ミ
㎝
G
。
）
は
知
識
は
各
人
の
主
観
な
り
と
云
ふ
が
バ
ー
ク
レ
ー
の
理
想
主
義
と
カ
ン
ト
の
理
想
主
義
と
を

同
一
に
見
る
こ
と
は
誤
り
の
甚
し
い
も
の
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
自
身
そ
の
「
純
理
批
判
」
の
第
二
版
に
特
に
注
意
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
マ
マ
）

自
分
の
考
と
バ
ー
ク
レ
ー
の
と
は
異
ふ
と
云
ふ
こ
と
を
論
じ
て
居
る
。
そ
れ
に
も
係
ら
ず
彼
に
対
す
る
誤
解
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
云
ふ
自
我
郊
ち
時
間
空
間
論
理
の
範
晦
の
統
一
で
あ
る
処
の
主
観
は
決
し
て
個
人
の
心
理
的
の
主
観
で
は
な
い
。
そ
れ
は
即

ち
論
理
的
意
識
と
も
云
ふ
べ
き
大
我
の
主
観
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
意
識
一
般
（
O
。
奮
9
。
ロ
ω
器
。
・
。
・
ぎ
ひ
q
・
ま
門
p
一
）
と
呼
ん
で
居
る
、
彼
は
経
験
的
事
実
を
認
め
な
い
の
で
は
な
く
却
っ
て
そ

の
根
拠
を
立
て
や
う
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
自
然
科
学
は
意
識
一
般
か
ら
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
へ
っ
て
自
然
科
学
に
普
遍
的
基
礎
を
与
へ
や
う
と
す
る
の
が
カ
ン
ト
の

目
的
で
あ
っ
た
と
云
ひ
得
や
う
。

　
そ
の
意
識
一
般
の
意
味
を
誤
解
し
な
い
様
に
し
な
け
れ
ば
カ
ン
ト
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
は
永
遠
に
不
可
能
で
あ
る
。

　
次
に
知
識
に
ア
プ
リ
オ
リ
が
有
る
と
云
ふ
に
付
て
多
く
の
誤
解
が
あ
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
云
ふ
ア
プ
リ
オ
リ
の
意
味
は
、
知
識
は
時

代
に
よ
り
て
も
変
化
せ
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
無
論
カ
ン
ト
は
数
学
の
公
理
は
不
変
な
も
の
二
様
に
考
へ
て
居
る
が
、
今
日
の
数

学
者
の
中
に
は
そ
の
公
理
さ
へ
変
る
と
主
張
す
る
人
が
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
見
た
な
ら
ば
カ
ン
ト
の
ア
プ
リ
オ
リ
は
誤
っ
て
居
る
と
云
へ

る
だ
ら
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
云
ふ
ア
プ
リ
オ
リ
と
云
ふ
の
は
一
の
学
問
が
成
立
す
る
に
は
必
ら
ず
依
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
仮
定
が
あ
る
と
云
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ふ
の
で
あ
る
。
た
と
ひ
真
理
の
丙
容
は
変
動
し
て
も
其
処
に
不
変
な
る
根
本
仮
定
が
あ
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。

　
幾
何
学
の
例
を
と
っ
て
見
て
も
従
来
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
外
に
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
云
ふ
種
々
の
幾
何
学
は
あ
る
と
し

て
も
幾
何
学
の
ア
プ
リ
オ
リ
は
其
等
を
超
越
し
て
不
変
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

占A

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
妓
に
残
さ
れ
た
も
の
は
所
謂
カ
ン
ト
の
物
自
体
の
問
題
（
℃
3
乞
Φ
ヨ
。
h
け
鐵
譲
貯
冨
Φ
δ
で
あ
る
。
即
ち
直
接
に
与
へ
ら
れ
た
世
界
の

問
題
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
不
可
知
の
も
の
と
し
て
此
に
触
れ
な
か
っ
た
、
そ
れ
を
知
識
以
上
の
直
観
の
世
界
と
す
れ
ば
今
日
の
べ
ル
グ
ソ
ソ
の
持
続
の

如
き
も
の
と
な
る
。
そ
う
見
れ
ば
蚊
に
カ
ン
ト
の
流
を
汲
む
認
識
論
的
思
想
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
観
の
哲
学
と
結
合
し
て
共
に
提
携
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
知
識
と
は
一
の
仮
定
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
科
学
的
認
識
は
真
実
在
そ
の
も
の
を
捕
へ
る
こ
と

は
出
来
ず
た
父
扁
の
型
に
よ
っ
て
実
在
を
見
る
の
で
あ
る
。
真
の
実
在
は
そ
の
型
を
超
越
し
た
知
識
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
吾
人

に
知
り
得
な
い
。
た
讐
そ
の
者
と
一
に
な
る
と
云
ふ
こ
と
の
み
之
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
其
の
世
界
に
於
て
は
た
父
体
験
（
国
肖
一
Φ
げ
H
旨
ω
）
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
知
識
と
異
る
情
意
の
世
界
に
於
て
真
実
在
の
風
光
に
接
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
私
は
真
言
宗
の
教
理
に
就
て
は
深
く
知
ら
な
い
が
し
か
し
そ
れ
は
一
の
象
徴
（
o
。
矯
ヨ
ぴ
＆
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
と
し
っ
く
り
結
付
く
べ
き
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
即
ち
そ
れ
は
象
徴
に
よ
っ
て
真
実
在
の
世
界
を
現
実
に
顕
す
べ
F
き
神
秘
的
宗
教
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
。
　
　
　
　
　
　
（
完
）

西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
載
遺
稿
（
三
）

一
二
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
異
国
人

　
　
　
　
　
　
余
一
霞
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
小
散
文
詩
」
を
繕
い
て
其
中
差

　
　
　
　
　
　
の
深
い
同
感
を
回
る
様
な
一
文
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
巻
頭

　
　
　
　
　
　
に
か
ム
げ
ら
れ
た
「
異
国
人
」
と
云
ふ
一
小
品
で
あ
る
。

汝
は
誰
を
最
も
愛
す
る
か
、
不
思
議
な
る
人
よ
、
汝
が
父
か

汝
が
母
か
、
汝
が
兄
弟
か

余
に
は
父
も
な
い
、
母
も
な
い
、
兄
弟
も
な
い

さ
ら
ぽ
汝
が
友
か

友
と
か
や
、
異
な
る
語
を
聞
く
も
の
か
な

汝
が
故
国
か

余
は
余
の
故
困
が
何
処
な
る
か
も
知
ら
な
い

美
か

余
は
時
々
美
を
愛
せ
な
い
こ
と
も
な
い

金
か

余
は
君
が
神
を
悪
む
如
く
金
を
悪
む

　
　
　
　
（
マ
マ
）

さ
ら
ば
不
思
義
な
る
異
国
人
よ
、
汝
は
何
を
愛
す
る
か

余
は
雲
を
愛
す
、
そ
こ
行
く
雲
を
愛
す
、
不
思
議
な
る
雲
よ

＝
一
六



〔
編
輯
者
注
〕

（
1
）
　
原
文
は
「
…
…
と
云
っ
た
か
ら
、
」

（
2
）
原
文
は
「
U
言
σ
q
露
。
・
酵
」

（
3
）
　
原
文
は
「
O
o
〈
。
・
9
0
償
馨
窃
。
・
」

（
4
）
　
原
文
は
謂
。
静
ぎ
σ
Q
ぎ
冨
藻
」

　
な
ほ
、
（
マ
マ
）
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
、

〔
　
〕
は
編
輯
者
の
追
加
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

解

題

大
　
橋
　
良
　
介
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前
号
（
五
五
二
号
）
お
よ
び
本
号
に
報
告
さ
れ
た
西
田
幾
多
郎
博
士
の
全
集
未
収
載
論
稿
は
す
べ
て
、
『
智
山
学
報
』
と
い
う
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た

も
の
で
、
そ
の
発
行
年
月
、
号
数
、
頁
数
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

剛
　
「
ヤ
コ
ッ
プ
・
ベ
ー
メ
」
…
…
『
智
山
学
報
』
第
一
号
、
大
正
三
年
十
二
月
一
日
発
行
、
三
九
～
四
三
頁
。

二
　
「
哲
学
の
ア
ポ
ロ
ジ
i
」
…
…
『
智
山
学
報
』
第
三
号
、
大
正
五
年
六
月
十
七
日
発
行
、
十
一
ヒ
十
四
頁
。
　
　
　
（
以
上
、
五
五
二
号
に
所
収
）

三
　
「
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
三
位
一
体
論
」
…
…
『
智
山
学
報
』
第
五
号
、
大
正
七
年
六
月
十
七
B
発
行
、
十
四
～
十
六
頁
。

四
　
「
現
今
の
理
想
主
義
に
就
て
」
…
…
『
智
山
学
報
』
第
六
号
、
大
正
八
年
七
月
十
五
日
発
行
、
十
七
～
二
七
頁
。

五
　
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
異
国
人
」
…
…
同
号
、
　
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
、
本
五
五
三
号
に
所
収
）

　
『
智
山
学
報
』
は
真
言
宗
智
山
派
（
総
本
山
は
京
都
・
智
積
院
）
の
私
立
大
学
智
山
勧
学
院
内
、
「
興
風
会
」
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
た
非
売
品
の
会

誌
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
正
三
年
か
ら
大
正
十
四
年
ま
で
十
三
号
を
刊
行
し
た
の
ち
に
廃
刊
と
な
っ
た
が
、
「
智
山
勧
学
会
」
に
よ
っ
て
昭
和
五
十
八
年

　
　
　
西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
載
遣
稿
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
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哲
学
研
究
第
五
百
五
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
八

に
覆
刻
版
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
雑
誌
は
『
仏
教
学
関
係
雑
誌
文
献
総
覧
』
（
国
書
刊
行
鴬
嬢
）
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
第
一
号
か
ら
第
十

三
号
ま
で
の
全
目
次
を
そ
こ
で
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ
し
、
前
号
お
よ
び
本
号
掲
載
の
西
田
博
士
の
五
点
の
論
稿
は
、
こ
の
『
総
覧
』
の
目
次
に

は
出
て
こ
な
い
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
た
め
に
、
三
度
に
わ
た
る
岩
波
書
店
の
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
編
纂
の
際
に
も
、
こ
の
五
点
が
そ
の
都
度
の
資
料

収
集
の
網
か
ら
洩
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
な
ぜ
こ
の
五
点
が
『
総
覧
』
の
目
次
に
出
て
こ
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
で
は
巻
頭
言
、
彙
報
、
随
筆
、
創
作
、
対
談
、
口
絵
解
説
等
々
は
「
割

愛
」
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
同
書
『
凡
例
』
よ
り
）
。
ち
な
み
に
西
田
博
士
の
論
稿
は
『
智
山
学
報
』
第
一
号
で
は
「
雑
纂
」
の
部
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

全
国
の
大
学
図
書
館
で
『
智
山
学
報
』
の
覆
刻
版
を
所
蔵
し
て
い
る
の
は
大
正
大
学
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
上
記
『
総
覧
』
の
「
目
次
」
に
洩
れ
た
論
稿

を
覆
刻
版
に
よ
っ
て
直
接
に
た
し
か
め
る
こ
と
は
、
そ
う
手
軽
に
は
で
き
な
い
。
幸
い
に
し
て
京
都
・
智
積
院
の
教
学
部
に
も
こ
の
覆
刻
版
が
置
い
て

あ
っ
た
の
で
、
同
部
教
務
課
長
、
小
宮
一
雄
氏
の
ご
好
意
に
よ
り
、
筆
者
は
こ
れ
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
こ
の
五
点
の
論
稿
が
陽
の
目
を
み
る
に
到
っ
た
経
過
は
、
遡
れ
ば
西
田
博
士
と
上
記
私
立
大
学
「
智
山
面
学
院
」
と
の
結
び
つ
き
と
も
無
関
係
で
は

な
い
の
で
、
ま
ず
こ
の
両
者
の
結
び
つ
き
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
西
田
博
士
の
「
日
記
」
を
み
る
と
、
大
正
二
年
十
月
二
十
二
日
に
「
午
後
榊
君
来

訪
、
壷
飾
派
の
学
校
の
件
に
つ
き
話
す
」
と
あ
る
。
「
榊
君
」
と
あ
る
の
は
、
当
面
の
西
田
博
士
の
京
大
文
学
部
に
お
け
る
同
僚
、
榊
亮
三
郎
教
授
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
榊
氏
の
紹
介
で
同
月
二
六
日
に
金
森
と
い
う
人
が
西
田
博
士
を
尋
ね
、
十
一
月
十
一
日
の
日
記
に
「
午
後
始
め
て
智
積
院

に
行
く
」
と
い
う
記
事
が
出
て
く
る
。
以
後
、
大
正
十
一
年
四
月
ま
で
「
午
後
智
積
院
に
行
く
」
と
い
う
記
事
が
、
そ
れ
も
決
ま
っ
て
火
曜
日
に
、
く

り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
。
大
正
の
終
り
ご
ろ
の
日
記
は
極
め
て
不
規
則
で
簡
単
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
「
午
後
智
積
院
に
行
く
」
こ
と
は
、
も
っ
と

後
ま
で
つ
づ
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
西
田
博
士
と
真
言
宗
智
山
派
の
大
学
と
の
十
年
間
に
わ
た
る
結
び
つ
き
は
、
ど
う
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

な
お
も
調
査
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、
た
だ
、
『
智
山
学
報
』
第
一
号
の
事
実
上
の
巻
頭
論
文
が
西
田
博
士
の
「
ヤ
コ
ッ
プ
・
べ
ー
メ
」
で
あ
る
こ
と

や
、
こ
の
第
一
号
巻
末
の
寄
附
者
名
薄
に
「
金
拾
円
」
を
「
興
風
会
」
へ
寄
附
さ
れ
た
博
士
の
名
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
現
今
の
理
想
主
義
に
看

て
」
が
勧
学
院
の
講
堂
落
成
式
で
の
講
演
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
博
士
が
「
智
山
派
の
学
校
の
件
」
に
深
く
関
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
で
あ



　
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
当
時
の
智
積
院
の
事
務
長
職
に
あ
っ
た
青
木
栄
俊
師
が
西
田
博
士
と
懇
意
で
あ
っ
た
こ
と
を
聞
い
た
。
（
青
木
師
は
千
葉
県
・
見
徳
寺
の

先
々
代
住
職
で
も
あ
り
、
西
田
博
士
と
先
々
代
住
職
と
の
親
交
に
つ
い
て
は
現
住
職
の
青
木
真
人
師
か
ら
伺
っ
た
。
）
。
博
士
は
こ
の
青
木
師
に
『
智
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

学
報
』
掲
載
の
「
哲
学
の
ア
ポ
ロ
ジ
ー
」
の
直
筆
原
稿
を
贈
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
原
稿
に
添
え
ら
れ
た
色
紙
「
哲
学
の
ア
ポ
ロ
ジ
イ
東
山

二
十
五
年
の
夢
の
跡
」
の
言
葉
か
ら
す
る
と
、
そ
の
時
期
は
こ
の
論
文
を
記
し
て
か
ら
二
十
五
年
後
の
昭
和
十
五
年
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
稿

の
コ
ピ
ー
を
、
見
徳
寺
の
先
代
住
職
、
青
木
謹
爾
師
が
数
年
前
に
金
沢
・
宇
の
気
町
の
西
田
記
念
館
へ
持
参
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
西
田
記
念
館
に
所
蔵

さ
れ
て
い
た
こ
の
「
哲
学
の
ア
ポ
戸
ジ
ー
」
生
原
稿
の
掲
載
場
所
を
筆
者
が
探
し
て
い
る
う
ち
に
上
記
五
点
の
論
稿
の
発
見
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

上
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
そ
の
経
緯
は
、
も
と
を
辿
れ
ば
見
徳
寺
住
職
・
青
木
家
の
三
代
に
わ
た
る
そ
れ
ぞ
れ
の
寄
与
に
負
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
五
点
の
論
稿
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
解
説
を
述
べ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
最
後
の
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
異
国
人
」
に
つ
い
て
の
み

付
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
散
文
詩
（
噂
円
O
ω
自
ゆ
　
O
】
ρ
　
ぐ
σ
H
ω
）
一
篇
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
西
田
博
士
自
身
の
訳

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
第
九
行
目
「
余
は
時
々
美
を
愛
せ
な
い
こ
と
も
な
い
」
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
原
詩
で
は
．
．
冨
一
”
臨
日
。
鑓
置
く
。
δ
ご
島
①
鎚

象
。
ω
ω
o
簿
ぎ
日
。
審
色
免
、
と
あ
る
。
だ
か
ら
、
原
詩
の
行
の
後
半
（
儒
σ
Φ
ω
q
o
O
O
け
陣
昌
b
P
（
▼
昌
け
①
一
一
①
）
は
訳
の
中
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
美
」
　
（
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

げ
。
窪
ぷ
）
は
原
詩
の
中
で
の
こ
の
語
の
連
関
か
ら
み
て
「
佳
人
」
と
で
も
訳
す
べ
ぎ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
他
、
訳
と
し
て
は
少
し
粗
っ
ぽ
い
と
こ

ろ
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
西
田
博
士
自
身
の
欝
葉
と
し
て
み
れ
ば
、
全
体
は
博
土
の
独
特
の
文
体
と
語
調
と
で
貫
か
れ
て
い
る
。
当
時
の
西
田
博
士
の

関
心
領
域
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
異
国
人
」
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
老
　
お
お
は
し
・
り
ょ
う
す
け
　
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
芸
学
部
〔
哲
学
）
教
授
）

〔
追
記
〕
本
号
編
集
後
、
雑
誌
『
改
造
』
か
ら
さ
ら
に
三
篇
の
全
集
未
収
載
遺
稿
が
発
見
さ
れ
た
む
ね
、
大
橋
良
介
氏
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
。
な
る
べ

く
早
い
機
会
に
収
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
〔
編
集
者
〕

2107

西
田
幾
多
郎
・
全
集
未
収
載
遺
稿
（
三
）

＝
一
九


