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仏
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業
の
因
果
性
か
ら
の
救
済
を
め
ざ
す
哲
学
的
救
済
論
は
祭
司
層
で
あ
る
バ
ラ
モ
ン
を
基
盤
と
し
て
展
開
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
バ

ラ
モ
ン
・
カ
ス
ト
以
外
の
俗
人
、
と
り
わ
け
教
養
あ
る
ク
シ
ャ
ト
リ
や
結
騎
士
摺
の
救
済
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

バ
ラ
モ
ン
は
祭
司
と
し
て
日
常
的
義
務
を
は
た
し
な
が
ら
、
世
界
逃
避
的
観
想
に
よ
っ
て
救
済
を
追
究
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
ク

シ
ャ
ト
リ
ヤ
は
そ
の
カ
ス
ト
の
掟
に
よ
っ
て
世
俗
と
の
か
か
わ
り
を
逃
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
身
分
的
な
掟

は
人
民
を
保
護
し
、
バ
ラ
モ
ン
を
扶
養
し
、
戦
争
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ス
ト
に
よ
る
身
分
的
倫
理
が
存
在
し
て
も
、
普
遍
的

倫
理
や
そ
れ
を
支
え
る
自
然
法
の
思
想
が
存
在
し
な
い
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
西
洋
に
お
け
る
よ
う
に
倫
理
と
政
治
と
の
緊
張
関
係
は
存

在
せ
ず
、
権
力
を
獲
得
し
、
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
す
政
治
の
固
有
法
則
性
は
徹
底
的
に
追
究
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
騎
士
道
は
発
達
せ

ず
、
イ
タ
リ
ヤ
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
君
主
の
権
謀
術
数
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
《
こ
の
う
え
な
く
赤
裸
々
な
マ
キ
ァ
ヴ
エ
リ
ズ
ム
》
（
菊
・
ω
・

F
G
。
・
置
㎝
）
が
日
常
茶
飯
事
の
こ
と
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。

　
　
般
的
に
は
騎
士
的
戦
士
層
は
そ
の
関
心
を
ひ
た
す
ら
現
世
に
む
け
て
い
て
、
神
秘
主
義
に
は
無
縁
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
知
的

に
ブ
ラ
ー
マ
ユ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
ク
シ
ャ
ト
ジ
や
騎
士
層
は
こ
の
世
の
カ
ス
ト
の
掟
を
放
棄
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ぽ
、
救
済
の

”、

b
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
東
洋
哲
学
の
敏
会
学
的
考
察
（
童
）

二
七
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二
八

要
求
を
捨
て
さ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
日
常
的
ダ
ル
マ
と
宗
教
的
救
済
追
究
と
の
間
の
緊
張
関
係
」
（
客
ω
L
【
層
G
6
．
H
G
。
り
）

は
一
方
で
は
仏
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
な
ど
の
異
端
的
救
済
哲
学
の
成
立
を
う
な
が
し
、
他
方
で
は
正
統
派
哲
学
内
部
に
お
い
て
も
漸
し
い
救

済
論
の
展
開
を
も
た
ら
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
新
し
い
救
済
論
は
叙
事
詩
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
の
う
ち
に
あ
る
哲
学
的
対
話
篇

「．

n
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
」
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
れ
が
最
初
に
創
作
さ
れ
た
の
は
、
仏
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
成

立
以
前
、
も
し
く
は
こ
れ
ら
と
並
行
し
て
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
．
ハ
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
ー
タ
！
」
は
骨
肉
を
わ
け
た
問
族
間
の
戦
争
を
直
写

に
ひ
か
え
て
異
母
兄
弟
た
ち
を
戦
闘
に
お
い
て
殺
す
こ
と
が
正
し
い
こ
と
か
と
悩
む
英
雄
ア
ル
ジ
ュ
ナ
と
、
最
高
神
バ
ガ
ヴ
ァ
タ
が
化
身

し
て
彼
の
藩
老
に
な
っ
て
い
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
と
の
対
話
で
あ
り
、
そ
の
主
題
は
戦
士
カ
ス
ト
の
ダ
ル
マ
で
あ
る
戦
争
行
為
の
救
済
論
的
意

義
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
小
君
主
時
代
の
教
養
高
き
ク
シ
ャ
ト
リ
や
社
会
に
お
い
て
弁
神
論
の
問
題
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
討
論
」
（
多
ω
・
・
騨

ω
・
お
の
）
の
名
残
り
を
反
映
し
て
お
り
、
「
古
代
の
貴
族
的
知
識
層
の
産
物
」
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ガ
ル
ベ
に
し
た
が
っ
て
「
．
ハ
ガ
ヴ

ァ
ド
．
ギ
ー
タ
ー
篇
の
原
型
は
サ
ー
ソ
キ
ャ
哲
学
を
基
礎
に
し
て
作
ら
れ
、
後
に
ヴ
ェ
ー
ダ
！
ソ
タ
暫
学
が
付
加
さ
れ
、
正
統
派
理
論
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
ク
リ
シ
ュ
ナ
は
苦
悶
す
る
ア
ル
ジ
ュ
ナ
に
次
の
よ
う
な
三
つ
の
異
っ
た
解
箸
を
し
て
い
る
。
ω
敵
の
死
は
す
で
に
決
定
さ
れ
て
お
り
、

た
と
え
ア
ル
ジ
ュ
ナ
が
戦
わ
な
く
て
も
起
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
宿
命
論
。
②
ア
ル
ジ
ュ
ナ
の
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
と
し
て
の
本
性
は
、
た
と
え

彼
が
欲
し
な
く
て
も
彼
を
戦
場
へ
と
か
り
た
て
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
議
論
。
㈹
サ
ー
ソ
キ
ャ
哲
学
に
し
た
が
っ
て
の
「
プ
ル
シ
ャ
と
プ
ラ

ク
リ
テ
ィ
〔
の
匿
別
〕
を
知
る
人
は
、
た
と
え
ど
ん
な
生
き
か
た
を
し
ょ
う
と
も
、
再
生
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
議
論
。
プ
ル
シ
ャ

が
行
為
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ブ
ラ
ク
夢
テ
ィ
の
行
為
を
受
苦
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
確
に
知
る
に
い
た
れ
ぽ
、
ひ
と
は
業

の
因
果
性
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
い
た
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
れ
を
理
論
的
主
要
議
論
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
正
統
派
哲
学
に
し
た
が

っ
て
知
識
に
よ
る
救
済
（
甘
p
撤
曲
。
α
q
幾
）
が
説
か
れ
て
い
る
Q

　
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
解
答
に
お
い
て
は
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
ダ
ル
マ
で
あ
る
戦
争
と
い
う
行
為
に
は
な
ん
の
意
味
づ
け
も
与
え
ら
れ



　
　
て
い
な
い
。
か
く
し
て
カ
ス
ト
の
義
務
と
し
て
の
行
為
は
は
た
し
て
救
済
価
値
を
も
つ
か
ど
う
か
、
も
し
も
っ
と
す
れ
ば
い
か
な
る
意
味

　
　
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
正
統
派
哲
学
に
お
い
て
は
こ
の
世
と
の
係
わ
り
を
最
少
限
に
し
て
の
知
識
に
よ
る

　
　
救
済
が
追
究
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
世
の
係
わ
り
な
保
ち
な
が
ら
、
行
為
し
か
も
他
人
の
生
を
殺
害
す
る
と
い
う
極

　
　
悪
非
道
の
行
為
の
さ
な
か
で
の
救
済
が
追
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
問
題
に
た
い
す
る
解
答
に
お
い
て
バ
ガ
ヴ
ァ
ド
．

　
　
ギ
ー
タ
！
の
「
宗
教
的
独
創
性
」
（
力
巳
ω
G
岡
屑
　
G
e
’
　
日
O
Q
◎
）
を
見
出
し
て
い
る
G
教
養
あ
る
人
間
は
カ
ス
ト
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
義
務
を
遂
行

　
　
す
る
が
、
内
面
的
に
こ
れ
に
関
わ
る
こ
と
な
く
遂
行
す
る
、
す
な
わ
ち
「
あ
た
か
も
行
為
し
な
い
か
の
よ
う
に
行
為
す
る
。
」
そ
れ
は
原
始

　
　
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
あ
た
か
も
財
産
や
妻
を
も
た
な
い
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
持
つ
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
原
始
キ
リ
ス
ト
教

　
　
徒
に
お
い
て
は
「
時
が
縮
っ
て
い
る
」
と
い
う
終
末
論
的
状
況
に
お
い
て
天
国
を
目
指
し
て
、
こ
の
よ
う
な
現
世
無
関
心
の
態
度
が
と
ら
れ

　
　
た
に
た
い
し
て
、
ク
シ
ァ
ト
リ
ヤ
の
知
識
人
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
状
況
は
な
く
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
天
国
を
含
め
て
の
輪
廻
の

　
　
世
界
一
般
か
ら
の
救
済
で
あ
る
。
で
は
「
行
為
し
な
い
か
の
よ
う
に
行
為
す
る
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
救
済
へ

　
　
と
導
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
行
為
と
は
一
般
的
に
な
ん
ら
か
の
呂
的
．
成
果
を
盈
指
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
行

　
　
為
そ
の
も
の
の
み
に
目
を
む
け
て
、
成
果
に
た
い
し
て
の
欲
望
を
放
棄
し
て
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
成
果
に
た
い
す
る
欲

　
　
望
こ
そ
は
、
行
為
者
を
現
世
の
絆
へ
と
ま
き
こ
み
、
業
を
ひ
き
お
こ
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
欲
望
を
捨
て
、
カ
ス
ト
に
よ
っ
て

　
　
課
せ
ら
れ
た
「
心
々
の
要
求
」
に
し
た
が
う
も
の
は
、
業
と
輪
廻
の
世
界
か
ら
脱
出
す
る
。
サ
ー
ソ
キ
ャ
哲
学
に
し
た
が
っ
て
い
え
ぽ
、

　
　
人
間
は
身
体
を
も
つ
か
ぎ
り
、
行
為
を
さ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
行
為
の
結
果
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
行
為
に
お

　
　
い
て
結
果
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
、
行
為
を
た
だ
身
体
の
た
め
に
の
み
お
こ
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
行
為
に
よ
っ
て
い
か
な

　
　
る
罪
も
負
う
こ
と
な
く
、
業
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
思
想
は
ヴ
ェ
ー
ダ
…
ン
タ
哲
学
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
の

　
　
世
の
行
為
は
マ
イ
ヤ
ー
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
織
り
な
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
背
後
に
は
真
実
在
で
あ
る
梵
が
存
在
し
て
い

　
　
る
。
こ
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
と
り
除
き
、
自
己
と
梵
と
が
一
体
で
あ
る
こ
と
を
知
る
人
は
、
た
と
え
行
為
に
係
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
幻
想
に

鷲　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
：
パ
ー
に
お
け
る
東
洋
哲
学
の
社
会
学
釣
考
察
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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す
ぎ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
行
為
は
彼
に
と
っ
て
は
救
済
へ
の
な
ん
の
障
害
に
も
な
ら
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う

に
サ
ー
ン
キ
ヤ
に
よ
っ
て
も
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ソ
タ
に
よ
っ
て
も
正
当
化
で
き
る
「
世
俗
内
的
行
為
の
た
だ
な
か
で
の
世
俗
無
関
心
」
の
思
想

を
「
イ
ン
ド
の
古
典
的
知
識
人
の
倫
理
の
圧
巻
」
（
男
’
ω
こ
頃
”
o
o
■
日
り
料
）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
正
統
派
哲
学
に
お
い
て
は
、
カ
ス

ト
の
義
務
に
も
と
つ
く
行
為
は
再
生
の
チ
ャ
ン
ス
の
改
善
に
導
く
に
す
ぎ
ず
、
救
済
は
世
界
逃
避
的
観
想
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
神
秘
主
義

的
知
識
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
カ
ス
ト
の
義
務
を
行
為
す
る
こ
と
に
よ
る
救
済
（
犀
鶏
導
卑

賓
。
σ
q
⇔
）
打
世
俗
内
的
神
秘
主
義
が
と
か
れ
て
い
る
。
こ
の
思
想
は
明
ら
か
に
バ
ラ
モ
γ
の
哲
学
の
影
響
を
受
け
た
ク
シ
ャ
ト
ジ
ヤ
の
知
識

人
の
救
済
要
求
に
応
じ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
行
為
の
遂
行
は
行
為
の
放
棄
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
」
と
い
う
ギ
ー
タ
：
の
署
葉

は
こ
ハ
ガ
ヴ
ァ
タ
宗
教
性
の
ク
シ
ャ
ト
リ
や
倫
理
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
繊
毛
タ
ー
平
体
と
し
て
み
れ
ぽ
、
工
つ
の
救
済
の

道
、
知
識
に
よ
る
救
済
と
行
為
に
よ
る
救
済
も
同
じ
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
貴
族
的
知
識
人
層
に
お
い
て
も
、
グ
ノ
ー

シ
ス
へ
の
古
典
忠
道
と
し
て
の
方
法
的
観
想
の
位
覆
が
も
は
や
揺
が
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
事
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
バ
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
ー
鳴
門
に
お
い
て
は
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
正
統
派
宗
教
性
に
は
な
か
っ
た
異
質
的
な
新
し
い
宗
教
性
が
見
出
さ
れ
る
。

そ
れ
は
信
仰
に
よ
る
救
済
（
げ
び
鋳
怠
受
。
σ
q
鋤
）
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
義
務
を
放
棄
し
て
、
私
を
唯
一
の
庇
護
所
と
せ
よ
。
私
は
あ
な
た
を

す
べ
て
の
罪
か
ら
解
放
し
よ
う
。
憂
う
る
こ
と
な
か
れ
」
と
ギ
ー
タ
…
は
い
う
。
た
と
え
極
悪
非
道
の
人
で
あ
る
に
し
て
も
、
た
だ
ひ
た

す
ら
ク
リ
シ
ュ
ナ
を
信
じ
崇
め
る
な
ら
ば
、
救
済
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
世
俗
内
的
義
務
を
成
果
を
も
と
め
る
こ
と
な
し
に
、
世
俗
無
関
心

に
お
い
て
遂
行
す
る
な
ら
ぽ
、
救
済
さ
れ
る
と
い
う
行
為
に
よ
る
救
済
は
、
世
俗
内
的
行
為
が
結
果
へ
の
執
着
な
し
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら

ク
リ
シ
ュ
ナ
の
た
め
に
、
そ
し
て
ク
リ
シ
ュ
ナ
を
念
じ
て
行
う
な
ら
ば
、
救
済
さ
れ
る
と
い
う
信
仰
に
よ
る
救
済
に
変
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
イ
ン
ド
の
救
済
論
に
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
《
信
仰
》
宗
教
性
の
類
型
、
す
な
わ
ち
「
宗
教
的
献
身
、
一
つ
の
神
も
し
く
は

救
世
主
に
た
い
し
て
無
条
件
的
な
信
頼
に
み
ち
た
服
従
、
そ
れ
に
た
い
し
て
全
生
命
を
賭
け
た
関
係
し
（
H
〃
・
　
ω
こ
H
H
》
ω
．
同
①
Φ
や
）
が
新
し
い
現

象
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
信
仰
に
よ
る
救
済
は
こ
れ
ま
で
の
内
在
的
非
人
格
神
に
か
わ
っ
て
超
越
的
人
格
神
を
前
提
し
て
い
る
。



　
　
こ
の
よ
う
な
信
仰
宗
教
性
は
後
世
に
お
い
て
著
し
い
発
達
を
示
す
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
れ
を
後
世
の
付
加
と
は
み
な
さ
な
い
で
、
心
門

　
　
タ
ー
の
最
古
層
に
お
い
て
す
で
に
存
在
し
た
も
の
と
し
て
お
り
、
俗
人
と
く
に
「
仏
教
の
成
立
時
代
に
著
し
く
発
達
し
た
貴
族
的
．
非
軍

　
　
事
的
都
市
市
民
層
し
を
基
盤
に
し
て
展
開
さ
れ
た
宗
教
性
と
推
定
し
て
い
る
。

　
　
　
パ
ガ
ヴ
ァ
ヂ
．
ギ
ー
タ
ー
に
お
い
て
は
救
済
に
い
た
る
方
法
と
し
て
、
ω
知
識
、
②
行
為
、
③
信
仰
と
い
う
王
つ
の
道
を
並
存
的
に
説

　
　
い
て
い
る
が
、
知
識
に
よ
る
救
済
は
バ
ラ
モ
ン
の
主
知
的
救
済
論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
に
よ
る
救
済
は
バ
ラ
モ
ン
の
主
知
主

　
　
義
の
影
響
を
う
け
た
軍
事
貴
族
で
あ
る
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
知
識
人
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
信
仰
に
よ
る
救
済
は
ギ

　
　
：
タ
ー
の
成
立
当
初
に
興
隆
し
っ
っ
あ
っ
た
平
和
的
市
民
層
の
宗
教
的
要
求
よ
り
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
全
体
と
し
て
の
マ

　
　
四
三
バ
ー
ラ
タ
は
ま
さ
し
く
そ
の
古
い
構
成
要
素
に
お
い
て
は
古
代
の
誇
り
高
き
、
人
文
主
義
的
に
主
知
化
さ
れ
た
騎
±
倫
理
の
特
質
と

　
　
…
…
そ
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
人
間
の
運
命
を
支
配
す
る
神
の
恵
み
に
た
い
す
る
市
艮
の
正
信
の
要
求
と
、
祭
司
の
神
秘
的
世
俗
無
関
心

　
　
と
の
独
特
の
交
錯
〔
の
産
物
〕
で
あ
る
」
（
戸
ψ
・
目
囲
・
ψ
這
。
。
）
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
い
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
　
パ
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
ー
タ
…
が
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
知
識
人
を
基
盤
と
し
た
救
済
追
究
の
正
統
派
．
バ
ラ
モ
ン
内
部
で
の
展
開
で
あ
っ
た
と

　
　
す
れ
ば
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
仏
教
は
鐵
じ
く
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
知
識
人
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
儀
式
．
掟
・
教
説
を
排
斥
し
、

　
　
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
か
わ
り
に
俗
語
を
使
用
し
、
バ
ラ
モ
ン
を
最
高
位
と
す
る
カ
ス
ト
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
バ
ラ

　
　
モ
ソ
に
よ
っ
て
異
端
と
し
て
呪
わ
れ
た
救
済
論
で
あ
る
。
両
者
は
「
紀
元
前
七
・
六
世
紀
の
古
典
的
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
時
代
扁
（
殉
・
ジ
月

　
　
ψ
・
。
8
）
、
「
都
市
発
達
・
都
市
王
国
．
都
市
貴
族
の
時
代
」
（
多
し
つ
幽
弧
劉
も
。
．
隠
刈
）
に
発
生
し
、
創
始
者
は
そ
れ
ぞ
れ
当
時
広
範
囲
な
現
象
で

　
　
あ
り
、
「
お
お
よ
そ
西
洋
の
人
文
主
義
者
と
同
じ
よ
う
に
と
く
に
著
し
く
都
市
に
居
住
す
る
ク
シ
ャ
ト
リ
や
都
市
貴
族
よ
り
補
充
さ
れ
た

　
　
と
こ
ろ
の
貴
族
的
俗
人
教
養
層
」
（
労
”
ω
；
諾
い
ω
・
卜
⊃
禽
①
）
よ
り
出
身
し
た
シ
ュ
ラ
マ
ナ
た
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
。
　
シ
ュ
ラ
マ
ナ
と
呼
ば
れ
る

　
　
思
想
家
の
む
れ
と
い
う
現
象
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
、
古
代
中
国
の
諸
子
百
家
の
哲
学
者
た
ち
に
対
応
す
る
。

謝　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
1
に
お
け
る
東
洋
哲
学
の
数
会
学
的
考
察
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
＝
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当
時
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
い
う
「
村
落
の
国
」
で
あ
る
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
こ
れ
と
は
異
質
な
都
市
が
め
ざ
ま
し
く
発
達
し
た
。
カ
ス
ト

制
度
は
衰
退
し
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
は
以
前
に
は
自
由
農
昆
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
や
典
型
的
な
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
は
商
人
と
な
っ
た
。
都
市
お
よ
び

市
民
階
級
の
発
達
は
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
農
民
階
級
の
粒
会
的
格
下
げ
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
農
民
階
級
が

教
養
あ
る
都
市
社
会
の
慣
習
に
な
じ
ま
ず
、
そ
れ
に
軍
事
的
経
済
的
に
都
市
の
発
達
と
歩
調
を
と
も
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
イ
ン
ド
特
有
の
事
情
が
存
在
し
た
。
平
和
主
義
的
救
済
宗
教
で
あ
る
ジ
ャ
イ
ナ
教
・
仏
教
の
興
隆
は
都
市
の

発
達
と
歩
調
を
同
じ
く
し
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
に
ア
ヒ
ン
サ
の
教
義
を
と
き
、
農
民
の
社
会
的
格
下
げ
に
い
っ
そ
う
の
拍
車
を
か
け
た
。

都
市
に
お
い
て
は
ギ
ル
ド
が
形
成
さ
れ
、
商
人
は
力
を
増
し
、
騎
士
階
級
や
祭
司
貴
族
と
並
び
立
つ
に
い
た
っ
た
。
　
「
い
ま
や
三
つ
の
高

貴
な
身
分
は
世
俗
的
貴
族
・
宗
教
的
貴
族
・
商
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
三
者
は
同
じ
価
値
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
た
が
い
に
し
ば
し
ぼ

通
婚
し
、
君
主
と
対
等
に
交
際
し
た
。
」
（
汐
ω
二
戸
ω
9
。
。
箆
．
）
ジ
ャ
イ
ナ
教
や
仏
教
の
平
和
主
義
と
カ
ス
ト
臆
度
の
復
活
は
、
市
畏
階
級

の
軍
事
力
の
発
達
の
障
害
と
な
り
、
西
洋
的
な
都
帯
へ
の
発
達
を
阻
止
し
た
と
は
い
え
、
イ
ン
ド
は
等
時
西
洋
的
な
都
市
発
展
の
入
口
に

立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
原
始
仏
教
は
「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
き
わ
め
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
特
権
づ
け
ら
れ
た
階
層
の
産
物
」
（
梵
幽
Q
リ
ニ
H
【
り
ω
●
ト
り
蒔
刈
）
と
し

て
「
ま
っ
た
く
す
ぐ
れ
て
貴
族
的
な
知
識
人
救
済
論
」
（
獅
鉾
員
ψ
b
。
同
。
。
）
で
あ
る
。
業
と
輪
廻
の
世
界
か
ら
救
済
さ
れ
て
、
ニ
ル
ヴ
ァ

ー
ナ
に
入
る
こ
と
を
欝
指
す
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
正
統
派
哲
学
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
哲
学
に
お
い
て

そ
れ
が
顕
著
な
地
位
を
し
め
て
い
る
の
は
「
こ
の
〔
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
い
う
〕
目
的
し
か
も
こ
の
目
的
の
み
を
追
究
し
、
こ
の
目
的
に
関

係
の
な
い
す
べ
て
の
救
済
手
段
を
容
赦
な
く
取
除
い
た
」
（
勾
．
ω
●
い
　
H
押
　
ω
．
　
b
o
μ
O
）
こ
と
に
あ
る
。
正
統
派
哲
学
は
有
機
的
相
対
化
に
よ
っ
て
、

救
済
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
や
形
而
上
学
的
思
弁
を
認
め
て
い
た
け
れ
ど
も
、
原
始
仏
教
は
救
済
の
た
め
の
方
法
を
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
に
到
達
す
る
に
も
つ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
手
段
と
し
て
の
観
想
に
の
み
限
り
、
観
想
の
立
場
か
ら
徹
底
的
な
舎
理
化
を
は
か
っ
た
の
で
あ



，

　
　
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
始
仏
教
は
「
ヒ
ソ
ズ
！
的
貴
族
的
知
識
人
救
済
論
の
う
ち
で
容
赦
な
く
も
っ
と
も
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
　
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
《
完
成
》
で
あ
る
8
（
即
’
　
ω
こ
　
H
い
　
○
り
陰
　
鱒
㎝
日
）
仏
教
に
お
い
て
は
禁
欲
的
な
も
の
は
ま
っ
た
く
消
滅
し
て
し
ま

　
　
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
と
も
い
う
べ
き
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
お
い
て
は
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
観
想
と
並
ん
で
禁
欲
や
苦
行

　
　
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
禁
欲
や
苦
行
は
や
や
も
す
れ
ぽ
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
結
果
や
と
き
に
よ
れ
ぽ
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
結
果

　
　
を
ひ
き
お
こ
し
、
容
易
に
は
静
寂
で
澄
ん
だ
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
境
地
に
は
導
か
な
い
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
お
い
て
は
目
的
と
手
段
と
の
聞
の

　
　
不
適
合
が
み
ら
れ
た
が
、
仏
教
に
お
い
て
は
屈
的
と
手
段
と
の
問
に
は
完
全
な
適
合
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
仏
教
を

　
　
イ
ン
ド
知
識
人
救
済
論
の
完
成
と
い
っ
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
を
書
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
原
始
仏
教
を
次
の
よ
う
に
一
般
的
に
特
徴
づ
け
て
い
る
。
　
「
原
始
仏
教
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
実
践
的
に
決
定
的
な
点

　
　
に
お
い
て
儒
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
と
は
き
わ
だ
っ
て
対
極
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
原
始
仏
教
は
す
ぐ
れ
て
非
政
治
的
・
反
政
治
的
身
分
宗
教

　
　
で
あ
り
、
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
知
的
教
育
を
受
け
た
遍
歴
托
鉢
修
道
僧
の
宗
教
的
《
技
術
論
》
で
あ
る
。
も
し
ひ
と
が
宗
教
と
い
う
名

　
　
称
を
神
も
な
け
れ
ぽ
…
…
儀
式
を
も
も
た
な
い
倫
理
に
適
冠
し
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
イ
ン
ド
哲
学
や
神
学
と
同
じ
よ
う
に
、

　
　
《
救
済
宗
教
》
で
あ
る
。
し
か
も
救
済
の
《
方
法
》
や
《
出
発
点
》
や
《
呂
標
》
に
つ
い
て
い
え
ば
救
済
努
力
一
般
の
考
え
ら
れ
る
か
ぎ

　
　
り
も
っ
と
も
急
進
的
な
形
態
で
あ
る
。
そ
の
救
済
は
た
だ
ひ
た
す
ら
個
人
の
自
力
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
は
神
も
し
く
は
救

　
　
世
主
の
助
け
は
存
在
し
な
い
。
」
（
知
．
ω
こ
　
図
図
u
m
W
。
邸
卜
O
O
h
）

　
　
　
主
知
的
救
済
論
で
あ
る
原
始
仏
教
は
救
済
が
《
知
識
》
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
仏
教
に
と
っ
て
は
無
知
舘
無
明
は
第
一
の
大

　
　
罪
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
業
を
ひ
き
お
こ
し
、
ひ
と
を
輪
廻
の
境
に
迷
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
り
し
か
し
こ
の
知
識
は
経
験
的
な
知
識
で

　
　
も
な
け
れ
ぽ
、
形
腰
上
学
的
知
識
で
も
な
い
。
む
し
ろ
仏
陀
は
こ
れ
ら
の
知
識
を
極
端
に
抑
圧
し
た
。
彼
は
世
界
は
有
限
か
無
隈
か
、
世

　
　
界
は
永
遠
か
無
常
か
、
精
神
は
死
後
生
存
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
形
瀬
上
学
的
問
題
に
た
い
し
て
は
昏
有
名
な
毒
矢
の
比
喩
も
つ

　
　
て
、
救
済
に
関
係
な
い
も
の
と
し
て
退
け
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
形
蒲
上
学
的
問
題
を
近
代
自
然
科
学
の
立
場
か
ら
は
解
答
不
可
能

謝　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
東
洋
哲
学
の
敏
会
学
約
考
察
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
三
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で
あ
る
と
し
、
儒
教
に
お
い
て
思
弁
が
紳
士
の
此
岸
的
完
成
に
役
立
た
ず
、
功
利
主
義
的
に
み
て
不
毛
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
排
斥

さ
れ
る
に
た
い
し
て
、
仏
陀
に
お
い
て
は
思
弁
は
こ
．
の
無
常
な
世
界
へ
の
執
着
を
示
す
も
の
、
救
済
に
無
用
の
こ
と
と
し
て
退
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
仏
教
に
お
け
る
救
済
は
た
だ
知
識
に
よ
っ
た
。
で
は
そ
れ
は
い
か
な
る
知
識
な
の
か
。
　
「
救
済
を
も
た
ら
す
知
識
は

も
っ
ぱ
ら
苦
の
本
質
・
発
生
．
条
件
・
滅
却
の
手
段
に
つ
い
て
の
四
つ
の
偉
大
な
る
真
理
に
よ
る
実
践
的
悟
り
で
あ
っ
た
。
」
古
代
ユ
ダ

ヤ
の
予
言
者
は
苦
（
い
①
凱
①
口
）
の
救
済
論
的
意
義
を
徹
底
的
に
考
え
抜
き
、
こ
れ
を
栄
光
化
し
、
苦
の
弁
神
論
を
形
成
し
、
原
始
キ
リ
ス

ト
教
徒
が
苦
を
禁
欲
的
手
段
も
し
く
は
殉
教
と
し
て
時
に
よ
っ
て
は
求
め
た
に
た
い
し
て
、
仏
教
徒
は
苦
か
ら
た
だ
ひ
た
す
ら
逃
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
悟
り
と
い
う
知
識
は
教
義
の
悟
性
的
洞
察
で
も
な
け
れ
ぽ
、
道
徳
を
漸
次
に
完
全
性
に
近
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
さ

れ
る
の
で
も
な
い
。
　
「
苦
か
ら
窮
極
的
に
解
放
す
る
悟
り
は
た
だ
思
惟
の
集
中
に
よ
っ
て
の
み
、
単
純
な
実
践
的
人
生
真
理
へ
の
観
想
的

沈
潜
に
よ
っ
て
の
み
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
（
労
の
。
り
ご
　
圃
H
》
ω
●
　
卜
⊃
卜
。
蒔
）
の
で
あ
っ
た
。
悟
り
は
経
験
科
学
的
知
識
の
よ
う
に
合
理
的
段
階

を
ふ
ん
で
習
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
ゆ
ま
ざ
る
観
想
の
の
ち
突
発
的
に
体
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
突
発
的
飛
躍
の
本

質
は
、
　
「
そ
れ
が
人
間
を
そ
の
最
内
面
の
実
践
的
態
度
に
お
い
て
理
論
的
洞
察
と
調
瀦
さ
せ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
的
《
恩
寵
の
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

続
》
と
《
救
い
の
確
か
さ
》
、
す
な
わ
ち
《
生
の
渇
望
》
か
ら
決
定
的
に
、
し
か
も
後
も
ど
り
す
る
こ
と
な
く
救
わ
れ
て
い
る
と
い
う
確

信
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
意
味
に
お
い
て
《
神
聖
さ
》
を
人
關
に
与
え
る
こ
と
」
（
カ
ゆ
　
も
Q
二
　
同
罫
　
O
D
■
　
多
し
◇
G
◎
）
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
原
始
仏
教
は
正
統
派
哲
学
と
同
じ
よ
う
に
業
の
理
論
を
思
想
的
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
特
色
は
こ
の
前
提
か
ら
最
終
的
帰
結
を
ひ
き

だ
し
た
こ
と
に
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
そ
れ
は
「
持
続
的
統
一
体
と
し
て
の
《
霊
魂
》
一
般
の
存
在
へ
の
信
仰
の
う
ち
に
救
済

に
敵
対
的
な
す
べ
て
の
幻
想
の
根
本
原
困
を
発
見
」
（
口
・
Q
D
・
・
戸
も
。
・
ト
ひ
楠
ご
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
輪
廻
の
主
体
と
し
て
の
自
我

の
否
定
こ
そ
は
仏
教
に
異
端
と
い
う
烙
印
を
押
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
饗
ω
・
鐸
ψ
ほ
3
。
彼
は
自
我
の
存
在
の
否
定
の
問
題
に
か
ん

し
て
、
原
始
仏
教
的
思
惟
の
直
接
的
印
象
を
最
も
よ
く
伝
え
る
も
の
と
し
て
い
る
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』
を
使
っ
て
論
じ
て
い
る
。
バ

ラ
モ
ン
哲
学
は
主
知
的
に
個
体
化
の
担
い
手
で
あ
る
魂
の
形
而
上
学
的
構
造
を
探
究
し
て
き
て
、
こ
れ
に
た
い
し
て
さ
ま
ざ
ま
解
答
を
与
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え
た
が
、
仏
陀
の
こ
の
点
に
お
け
る
独
自
の
功
績
は
「
彼
が
こ
の
よ
う
な
救
済
論
的
に
も
心
理
的
に
も
彼
を
満
足
さ
せ
な
い
主
知
的
構
成

か
ら
事
実
上
主
意
的
構
成
へ
と
し
か
も
新
し
い
方
向
に
お
い
て
還
帰
し
た
」
（
濁
．
G
Q
己
一
い
　
ω
。
　
卜
⊃
卜
。
㎝
）
と
こ
ろ
に
あ
る
。
　
『
ミ
リ
ソ
ダ
王
の
問

い
』
の
初
め
の
と
こ
ろ
に
自
我
の
否
定
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
車
の
比
喩
が
あ
る
。
車
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
軸
で
も
輪
で
も
車
体
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

他
の
構
成
要
素
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
の
構
成
要
素
を
す
べ
て
集
め
た
も
の
で
も
な
い
。
「
む
し
ろ
す
べ
て
の
構
成
要
素
の
《
意
味
》
の
統
～

に
よ
っ
て
の
み
、
私
た
ち
は
全
体
を
車
と
し
て
体
験
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
個
体
性
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
書
え
る
。
で
は
個
体
性
は

ど
こ
に
存
す
る
か
。
内
的
経
験
は
感
受
作
用
や
形
成
作
用
や
表
象
作
用
の
絶
え
ざ
る
流
れ
を
示
し
て
い
る
が
、
個
々
の
作
用
の
う
ち
に
個

体
性
が
存
す
る
の
で
も
な
け
れ
ぽ
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
作
用
を
合
せ
た
も
の
に
存
す
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
個
体
性
は
こ
れ
ら
の

作
用
を
支
配
し
て
い
る
「
目
的
と
意
味
と
の
統
一
」
の
う
ち
に
存
す
る
。
で
は
個
体
性
に
お
い
て
こ
の
目
的
と
意
味
と
は
ど
こ
に
存
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
か
。
そ
れ
は
存
在
す
る
個
体
の
統
一
的
意
欲
の
う
ち
に
存
す
る
。
個
体
の
す
べ
て
の
意
欲
は
桐
互
に
異
っ
て
い
て
、
敵
対
し
合
っ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
「
す
べ
て
の
個
体
が
存
在
し
よ
う
と
意
欲
し
て
い
る
」
と
い
う
一
点
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
す
べ
て
の
個
体
の
争
い
や
行
為
は
…
…
終
局
的
に
は
た
だ
一
つ
の
究
極
的
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
生
存
へ
の
意
志
で
あ

る
。
」
（
カ
●
ω
こ
　
H
同
》
　
G
o
．
　
b
3
鳴
①
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
仏
陀
の
無
我
の
思
想
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
的
な
盲
目
的
意
志
の
形
而
上
学
と
し
て
解
釈
す

る
。
そ
し
て
こ
の
「
生
存
へ
の
意
志
隔
こ
そ
は
「
個
体
化
の
原
理
」
で
あ
り
、
仏
教
に
お
い
て
は
「
渇
望
」
と
い
わ
れ
、
こ
れ
が
五
畜
と

い
う
精
神
物
理
的
諸
過
程
の
束
よ
り
幻
想
的
に
霞
我
を
結
晶
さ
せ
、
業
を
ひ
き
お
こ
す
の
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
渇
望
と
無
知
と
は

同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
（
即
．
ω
二
　
囲
H
”
ω
●
ト
ひ
的
刈
）
G
し
た
が
っ
て
業
の
量
界
か
ら
逃
れ
て
、
悟
り
の
世
界
に
入
る
た
め
に
は
、
こ
の
渇
望
1
1
無

知
を
断
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
自
我
の
否
定
の
思
想
こ
そ
は
原
始
仏
教
の
中
心
的
教
義
で
あ
っ
て
、

彼
は
十
二
支
縁
起
に
つ
い
て
は
な
に
も
述
べ
る
こ
と
な
く
、
四
諦
八
正
道
に
つ
い
て
は
「
す
で
に
著
し
く
モ
ダ
ナ
イ
ズ
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え

に
色
あ
せ
た
形
態
」
と
し
て
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
ノ
粛
｝
●
カ
．
ω
こ
　
圃
押
O
Q
．
込
。
ω
O
断
）
。

　
原
始
仏
教
に
お
い
て
は
、
渇
望
を
断
滅
し
、
此
岸
に
お
い
て
浄
福
を
享
受
す
る
人
は
阿
羅
漢
（
｝
夢
9
。
酔
）
と
呼
ば
れ
る
。
彼
ら
は
「
業
か

　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
…
パ
t
に
お
け
る
東
洋
哲
学
の
社
会
学
的
考
察
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
二
十
三
号

三
六

ら
解
放
さ
れ
、
強
く
て
、
や
さ
し
い
（
無
対
象
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
無
欲
望
的
な
）
愛
の
情
感
に
み
た
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
、
地
上
の
誇

り
や
パ
リ
サ
イ
的
な
独
善
か
ら
自
由
に
な
り
、
恩
寵
の
状
態
の
持
続
を
保
証
す
る
不
動
の
留
守
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
恐
怖
．
罪
．
欺
繍

よ
り
自
由
に
な
り
、
世
俗
や
…
…
彼
岸
の
生
に
た
い
す
る
憧
れ
を
も
た
な
い
」
（
カ
・
ω
』
　
一
押
　
ω
・
b
o
鳴
G
Q
）
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
阿
羅
漢
の
い
だ

く
一
切
衆
生
に
対
す
る
慈
悲
の
感
情
は
冷
静
で
抑
制
を
保
っ
て
い
た
。
仏
教
に
は
イ
エ
ス
が
い
っ
た
よ
う
な
敵
を
愛
せ
よ
と
い
っ
た
激
し

い
パ
ト
ス
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
こ
の
世
へ
の
執
着
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
業
を
ひ
き
お
こ
し
、
自
己
の
救
済
に
役
立

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
仏
教
の
慈
悲
は
ち
ょ
う
ど
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
非
人
裏
壁
と
即
物
性

と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

　
原
始
仏
教
に
お
い
て
は
救
い
の
確
証
は
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
よ
う
に
合
理
的
行
為
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
無
為
に
よ
っ
て

の
み
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
点
原
始
仏
教
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
対
極
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ウ
ェ
…
バ
ー
が
『
経
済
と
社
会
』
と
に

お
い
て
、
禁
欲
と
観
想
の
理
想
型
を
叙
述
し
て
い
る
と
ぎ
、
彼
の
念
頭
に
あ
る
の
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
と
原
始
仏
教
で
あ
っ
た
Q
彼

は
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
チ
ズ
ス
ム
か
ら
禁
欲
の
理
想
型
を
構
成
し
た
と
す
れ
ば
、
仏
教
か
ら
観
想
の
理
想
型
を
構
成
し
た
。
仏
教
は
本
質
的
に

「
反
禁
欲
的
」
で
あ
り
、
仏
陀
の
生
涯
で
の
偉
大
な
る
転
換
点
は
、
此
岸
的
幸
福
へ
の
献
身
で
あ
る
快
楽
主
義
も
、
「
忘
我
的
力
夢
ス
一
、

を
得
る
た
め
に
栄
養
不
良
や
他
の
生
理
学
的
手
段
に
よ
っ
て
身
体
を
滅
錦
す
る
と
い
う
イ
ン
ド
の
救
済
論
的
方
法
論
に
お
い
て
極
度
に
発

達
し
た
試
み
」
（
カ
．
Q
o
■
》
H
押
　
ω
’
卜
⊃
ω
団
）
で
あ
る
禁
欲
主
義
も
放
棄
し
て
、
中
道
を
と
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
原
始
仏
教

に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
合
理
的
行
為
は
こ
の
無
常
な
る
世
界
へ
の
執
着
を
示
し
、
業
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
と
し
て
排

斥
さ
れ
た
。
い
や
仏
教
の
実
践
的
に
本
質
的
な
特
性
こ
そ
は
、
「
非
合
理
的
・
情
熱
的
種
類
の
も
の
で
あ
れ
、
合
理
的
・
昆
的
意
識
的
種
類

の
も
の
で
あ
れ
、
行
為
に
お
け
る
い
か
な
る
種
類
の
世
俗
内
的
動
機
づ
け
を
も
完
全
に
根
絶
し
た
こ
と
」
（
菊
■
m
W
4
　
H
劉
　
ω
・
卜
◎
駆
O
）
に
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
仏
教
か
ら
は
行
為
を
軸
と
し
た
い
か
な
る
合
理
的
禁
欲
倫
理
も
発
達
し
な
か
っ
た
。
西
洋
の
修
道
院
に
お
い
て
は
古
く
か
ら

労
働
は
禁
欲
の
手
段
と
み
な
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
修
道
僧
は
労
働
を
拒
否
し
た
。
し
か
し
彼
は
こ
の
世
に
生
き
て
ゆ
く
か
ぎ
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り
、
な
ん
ら
か
の
生
活
の
糧
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
観
想
的
神
秘
主
義
者
は
こ
の
憧
か
ら
与
え
ら
れ

た
も
の
に
よ
っ
て
生
活
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
の
人
び
と
が
罪
で
あ
り
神
か
ら
引
き
離
す
も
の
と
彼
が
考
え
て
い
る
も
の
、
す
な

わ
ち
労
働
を
絶
え
ず
行
わ
な
け
れ
ぽ
、
彼
は
生
活
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
修
道
僧
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
仕
事
の

う
ち
で
農
業
が
一
そ
れ
は
地
中
の
動
物
を
暴
力
を
も
っ
て
傷
つ
け
る
が
ゆ
え
に
一
も
っ
と
も
排
斥
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
彼
が
集
め
る
布
施
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
農
作
物
か
ら
な
る
。
」
（
≦
・
O
・
ω
・
濤
㊦
）
こ
こ
に
い
か
な
る
形
式
に
お
い
て
も
行
為
を
排
給
す

る
仏
教
僧
が
生
存
す
る
た
め
の
最
高
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
り
、
仏
教
の
救
済
貴
族
主
義
が
看
取
さ
れ
る
。
仏
教
の
修
道
僧
に
と
っ
て
は

在
俗
信
者
は
彼
が
観
想
に
ふ
け
り
、
悟
り
を
え
る
た
め
に
生
き
て
行
く
の
に
必
要
な
生
活
手
段
を
供
給
す
る
た
め
に
存
在
す
る
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
在
俗
信
者
に
は
不
殺
生
．
不
倹
盗
．
不
邪
淫
．
不
妄
語
．
不
飲
酒
な
ど
の
五
戒
を
守
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
け
れ
ど

も
、
そ
れ
ら
は
「
弱
者
の
不
完
全
倫
理
し
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
彼
ら
の
最
高
の
功
徳
．
名
誉
は
、
「
強
く
て
賢
明
な
る
」
選
ば
れ
た
修
道
僧

に
布
施
を
捧
げ
て
、
物
質
的
に
援
助
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
修
道
僧
た
ち
は
俗
人
が
五
戒
を
さ
え
守
れ
ば
、
窟
と
名
声
、
不
安
の
な
い
死
、

再
生
の
チ
ャ
ン
ス
の
改
善
、
そ
れ
ば
か
り
か
か
れ
ら
が
見
下
し
て
い
る
天
国
へ
の
再
生
を
も
約
束
し
た
。
武
器
業
．
毒
物
業
．
酒
壷
．
隊

商
業
∴
奴
隷
売
買
業
・
屠
殺
業
な
ど
が
、
宗
教
上
の
理
由
か
ら
俗
人
が
就
い
て
は
い
け
な
い
職
業
で
あ
っ
た
。
修
道
僧
は
農
業
に
従
事
す

る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
俗
人
が
そ
れ
を
営
ん
で
も
よ
か
っ
た
。
　
「
原
始
仏
教
に
お
い
て
は
窟
の
獲
得
、
浪
費
に
た
い
す
る
な

ん
ら
か
の
個
人
倫
理
的
も
し
く
は
社
会
倫
理
的
抗
議
は
、
世
俗
道
徳
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
見
出
さ
れ
な
い
。
」
禽
・
ω
・
鍔
ω
・
器
①
）
む
し

ろ
富
は
俗
人
の
正
し
い
行
為
の
成
果
と
し
て
約
束
さ
れ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
よ
う
な
営
利
欲
の
倫
理
的
規
舗
は
な
く
、
こ
こ
で

は
営
利
欲
の
無
綱
限
な
発
動
が
許
容
さ
れ
、
あ
る
一
定
の
経
済
的
態
度
に
た
い
す
る
な
ん
ら
か
の
宗
教
的
報
償
は
な
か
っ
た
◎
つ
ま
り
原

始
仏
教
に
お
い
て
は
方
法
的
聴
入
倫
理
の
い
か
な
る
繭
芽
も
完
全
に
欠
如
し
て
い
た
。
ま
た
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
お
け
る
よ
う
な
教
団
の
俗
人

に
た
い
す
る
強
い
計
画
的
亜
綱
は
ま
っ
た
く
見
出
さ
れ
ず
、
俗
人
に
た
い
し
て
の
唯
一
の
罰
は
托
鉢
を
し
て
い
る
と
き
に
鉢
を
ひ
つ
く
り

返
し
て
、
布
施
を
受
取
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
俗
人
の
信
仰
は
必
然
的
に
話
者
崇
拝
、
偶
像
崇
拝
の
方
向
へ
と
た
ど
ら
ざ

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
に
お
け
る
東
洋
哲
学
の
社
会
学
的
考
察
（
聾
）

三
七
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三
八

る
を
得
な
か
っ
た
。
原
始
仏
教
に
お
い
て
は
修
道
僧
の
達
人
倫
理
と
俗
人
の
大
衆
倫
理
と
の
二
元
性
は
鋭
く
貫
か
れ
て
い
た
。
ウ
ェ
ー
バ

ー
に
よ
れ
ば
、
後
世
の
経
典
に
お
い
て
は
俗
人
倫
理
は
修
道
僧
の
倫
理
の
前
段
階
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「
高
次
の
道
徳
は

一
…
こ
の
こ
と
は
決
定
的
な
こ
と
で
あ
る
が
一
ま
ず
ま
す
合
理
的
禁
欲
（
世
俗
内
的
も
し
く
は
世
俗
外
的
）
や
積
極
的
生
活
方
法
へ
と

導
か
な
か
っ
た
。
」
（
カ
．
ω
こ
　
岡
目
》
ω
．
昏
り
ω
㎝
）
す
な
わ
ち
、
倫
理
は
高
級
に
な
れ
ぽ
な
る
ほ
ど
、
行
為
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
無
為
や
観
想
へ
と
傾
斜

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
Q

　
無
為
と
観
想
の
手
段
を
も
っ
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
自
己
の
救
済
に
の
み
専
念
す
る
個
人
主
義
的
な
原
始
仏
教
に
お
い
て
は
「
す
べ
て
の
本

来
の
神
秘
主
義
に
特
有
な
る
非
社
会
的
性
格
が
最
大
限
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
。
」
（
涛
●
ω
¢
囲
劉
ω
．
ト
り
G
◎
O
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
陀
は
数

十
年
尺
寸
に
い
た
る
ま
で
休
む
こ
と
な
く
各
地
を
遍
歴
し
な
が
ら
伝
道
し
、
教
団
を
創
設
し
た
。
そ
れ
ぽ
か
り
で
な
く
、
仏
教
は
イ
ン
ド
を

越
え
て
世
界
へ
と
の
り
出
し
、
世
界
に
お
け
る
最
大
の
伝
道
宗
教
の
一
つ
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
極
め
て
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
事
態
で
あ
る
。

で
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
伝
説
に
よ
れ
ぽ
、
仏
陀
は
は
じ
め
伝
道
に
た
い
し
て
は
否
定
的
で
あ
っ
た

が
、
梵
天
の
勧
講
に
癒
じ
て
、
遂
に
伝
道
を
決
意
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
神
な
き
救
済
論
で
あ
る
仏
教
に

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
独
断
的
解
釈
に
す
ぎ
ぬ
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
真
の
実
践
的
動
機
を
「
合
理
的
に
は
も
は
や
解
釈
で
き
な
い
心
理
的
（
お

そ
ら
く
生
理
的
）
に
制
約
さ
れ
た
状
況
」
、
す
な
わ
ち
神
秘
的
救
済
所
有
に
と
も
な
う
「
慈
悲
に
み
ち
た
愛
の
無
世
界
主
義
」
（
押
¢
・
鱒

ψ
潔
。
。
）
の
う
ち
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
神
秘
主
義
の
救
済
追
求
の
合
理
的
帰
結
で
あ
る
非
社
会
性
と
い
う
こ
と
に
抗
し
て

他
人
の
魂
の
救
済
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
も
た
せ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
仏
陀
に
お
い
て
と
く
に
き
わ
だ
っ
て
現
わ
れ
る
妾

時
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
遍
歴
し
な
が
ら
討
論
す
る
覆
慣
が
そ
の
教
を
速
め
る
の
に
好
都
合
に
作
用
し
た
に
相
違
な
か
っ
た
。

　
仏
陀
の
教
団
は
は
じ
め
は
「
一
人
の
秘
教
者
の
従
者
団
」
に
す
ぎ
ず
、
教
団
と
い
う
よ
り
は
多
く
の
救
済
論
学
派
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か

っ
た
Q
し
か
し
そ
の
教
説
が
多
く
の
人
た
ち
に
受
容
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
規
則
な
ど
が
形
成
さ
れ
て
共
同
体
的
教
団
が
作
り
出
さ
れ
た
け

れ
ど
も
、
仏
教
は
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
修
道
僧
を
指
導
す
る
中
央
集
権
的
．
普
遍
的
《
教
会
》
を
産
む
こ
と
な
く
、
「
最
大
の
一
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貫
性
と
意
識
性
を
も
っ
て
こ
の
社
会
的
共
同
体
の
組
織
と
個
人
の
こ
の
組
織
に
た
い
す
る
拘
束
は
《
極
小
化
》
さ
れ
た
8
（
界
ψ
為
H
・
ψ

廻
心
）
教
団
に
入
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
い
か
な
る
カ
ス
ト
の
も
の
で
も
許
さ
れ
た
。
そ
し
て
悟
り
を
得
る
カ
リ
ス
マ
的
能
力
を
所
持
し
て

い
な
い
と
感
じ
た
人
は
だ
れ
で
も
自
由
に
教
団
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
修
道
僧
が
あ
る
一
つ
の
修
道
院
に
所
属
し
た
り
定
住

し
た
り
す
る
義
務
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
教
団
の
組
織
は
「
無
構
造
性
（
ω
霞
聖
霊
瓢
。
ω
剛
σ
Q
犀
魚
梓
）
」
（
裳
ω
二
鐸
幹
・
・
廊
）
も
し
く
は

「
無
組
織
性
（
○
同
σ
q
p
・
鼠
。
・
田
賦
。
琶
。
ω
一
α
q
犀
①
譲
）
」
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
神
秘
主
義
か
ら
帰
結
す
る
特
殊
な
無
組
織
性

こ
そ
は
、
仏
陀
の
死
後
さ
ま
ざ
ま
な
部
派
が
乱
立
し
、
や
が
て
は
仏
教
が
イ
ン
ド
か
ら
消
滅
し
て
行
く
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
修
道
僧

た
ち
は
「
家
な
く
遍
歴
し
、
所
有
す
る
こ
と
な
く
、
労
働
す
る
こ
と
な
く
、
性
交
や
酒
や
歌
舞
を
絶
対
的
に
慎
し
み
、
厳
格
に
菜
食
主
義

的
で
、
香
料
や
塩
や
蜂
蜜
を
避
け
、
戸
口
か
ら
戸
〆
へ
の
沈
黙
の
托
鉢
に
よ
っ
て
生
き
、
そ
の
他
を
観
想
に
ふ
け
る
」
（
菊
。
　
ω
こ
　
囲
目
”
　
ω
e
　
b
◎
Q
◎
H
）

人
た
ち
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
ら
は
決
し
て
「
非
文
化
的
な
乞
食
の
む
れ
篇
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
弟
子
の
大
多
数
は
大
貴

族
や
富
裕
な
市
畏
や
パ
ラ
モ
ソ
か
ら
繊
忙
し
た
す
ぐ
れ
た
知
性
を
も
ち
教
養
あ
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
托
鉢
の
指
定
さ
れ
た
形
式
は
立
派

な
教
育
を
受
け
た
知
識
人
の
贔
位
感
情
や
趣
味
に
合
っ
て
い
た
。
衣
服
は
上
品
に
統
制
さ
れ
、
計
晒
的
配
慮
の
対
象
で
あ
っ
た
。
　
「
と
く

に
上
流
階
級
に
た
い
す
る
仏
教
の
魅
力
は
少
く
と
も
い
く
ら
か
は
行
儀
に
た
い
す
る
入
念
な
配
慮
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
」
（
閑
・
ψ
・
員
。
。
・

・。

ﾕ
）
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
原
始
仏
教
は
ま
さ
し
く
貴
族
的
宗
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
原
始
仏
教
は
こ
の
世
を
ふ
く
む
す
べ
て
の
世
界
か
ら
の
救
済
を
目
的
と
し
て
、
観
想
に
励
む
非
行
動
的
．
非
社
会
的
．
非
政
治
的
集
団

で
あ
っ
た
。
た
と
え
政
治
的
革
命
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
秩
序
が
改
善
さ
れ
た
に
し
て
も
、
こ
の
世
は
や
は
り
苦
と
無
常
な
九
界
で
あ
る
こ

と
に
は
変
り
な
く
、
革
命
に
行
動
的
に
参
加
す
る
こ
と
は
こ
の
世
へ
の
執
着
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
業
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

「
修
道
僧
に
と
っ
て
は
こ
の
世
の
こ
と
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
」
（
菊
の
ω
こ
H
淵
ω
．
昏
⇒
心
刈
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
仏
教
は
決
し
て

《
社
会
》
運
動
と
結
合
し
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
と
平
行
し
て
進
ん
だ
の
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
少
し
も
社
会
政
策
的
な
目
標
を
立
て
な

か
っ
た
。
」
（
カ
’
ω
4
　
H
H
》
ω
●
ト
り
蔭
α
）
仏
陀
は
カ
ス
ト
の
秩
序
を
無
視
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
れ
に
戦
い
を
い
ど
ん
だ
わ
け
で
は
な
か

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
：
に
お
け
る
東
洋
哲
学
の
被
会
学
的
考
察
（
一
一
～
）

三
九
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哲
学
研
究
　
第
五
菖
二
十
三
号

四
〇

つ
た
。
仏
教
が
発
生
し
た
北
イ
ン
ド
地
方
は
相
頬
的
に
バ
ラ
モ
ン
階
級
の
力
は
弱
か
っ
た
。
そ
れ
に
カ
ス
ト
鋼
は
一
般
的
に
衰
退
し
て
い

た
。
「
そ
れ
ゆ
え
に
仏
教
に
よ
る
諸
身
分
の
相
違
の
無
視
は
決
し
て
革
命
を
意
味
し
な
か
っ
た
。
」
仏
陀
の
生
き
た
時
代
は
大
国
が
小
話
を

侵
略
し
て
併
合
し
、
統
～
大
国
家
が
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
血
な
ま
ぐ
さ
い
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
政
治
権
力
と
か
か
わ

り
を
も
っ
こ
と
を
最
大
の
注
意
を
も
っ
て
避
け
た
。
同
じ
頃
申
羅
に
お
い
て
は
諸
子
百
家
の
哲
学
者
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
心
学
を
説

き
、
有
利
な
官
職
を
も
と
め
て
相
争
う
国
々
を
遊
歴
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
仏
陀
や
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
救
済
を
追
究
す
る
シ
ュ
ラ
マ
ナ

が
戦
乱
の
巷
を
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
遍
歴
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
中
国
と
は
対
照
的
に
、
彼
ら
の
活
動
が
ま
さ
し
く
「
絶
対

的
に
非
政
治
的
な
運
動
」
（
一
ρ
．
　
ω
二
　
圃
劉
　
ω
．
　
邸
駆
①
）
で
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
業
と
輪
廻
の
理
論
か
ら
徹
底
的
な
帰
結
を
引
出
し
て
魂
の
存
在
を
否
定
し
、
救
済
の
手
段
を
た
だ
観
想
に
の
み
限
定
し
た
原
始
仏
教
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

イ
ン
ド
の
貴
族
的
知
識
人
の
諸
救
済
論
の
う
ち
で
容
赦
な
く
最
も
誉
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
理
論
的
に
み
れ
ぽ
、
宗

教
的
救
済
を
め
ざ
す
イ
ン
ド
哲
学
は
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き
つ
い
て
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
ち
は
貴
族
的
知
識
入
の
宗

教
的
哲
学
は
俗
人
に
適
応
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
こ
に
「
イ
ン
ド
正
統
派
救
済
論
の
平
民
的
一
正
し
く
は
平
畏
の
宗
教
的
要

求
の
満
足
を
目
的
と
し
た
一
蒋
代
」
（
菊
・
ω
・
鍔
ω
・
ト
っ
濠
）
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　
原
始
仏
教
の
時
代
は
爾
洋
の
中
世
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
都
市
発
達
の
聴
代
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
を
背
景
と
し
て
、
仏

教
の
ほ
か
に
ジ
ャ
イ
ナ
教
．
懐
疑
論
．
唯
物
論
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
の
諸
哲
学
が
い
っ
せ
い
に
朋
漉
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
仏
教

が
興
隆
し
た
の
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
都
市
貴
族
と
り
わ
け
市
疑
的
都
市
貴
族
を
基
盤
と
し
て
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
仏

教
に
帰
依
し
た
の
は
、
そ
れ
が
ω
．
ハ
ラ
モ
ソ
の
祭
司
的
知
識
お
よ
び
儀
礼
的
生
活
規
翻
を
拒
否
し
た
こ
と
、
②
死
語
で
あ
っ
た
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
の
か
わ
り
に
俗
語
を
使
用
し
た
こ
と
、
㈲
通
婚
や
社
会
的
交
際
に
た
い
す
る
カ
ス
ト
の
拘
束
を
無
視
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
西
紀
前
三
世
紀
に
お
い
て
工
期
的
事
態
が
起
っ
た
G
そ
れ
は
イ
ン
ド
全
体
を
統
一
し
、
「
家
父
長
的
・
倫
理
的
・
慈
善
的
福
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祉
国
家
の
理
想
」
（
匿
ω
・
“
蝉
ω
・
昏
⊃
㎝
“
）
を
か
か
げ
た
家
産
官
僚
制
的
国
家
で
あ
る
マ
ウ
ル
や
王
朝
が
成
立
し
、
　
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
哲
学
派
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
仏
教
が
国
教
の
地
位
に
つ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
秦
の
あ
と
を
つ
い
で
天
下

を
平
定
し
た
家
産
留
僚
鋤
世
界
国
家
の
漢
王
朝
に
お
い
て
諸
子
百
家
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
需
教
が
国
教
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
と
平

行
し
て
い
る
。
こ
の
家
産
官
僚
制
大
国
家
の
成
立
と
と
も
に
仏
教
の
隆
盛
の
支
柱
で
あ
っ
た
都
市
貴
族
は
衰
退
し
、
常
備
軍
・
将
校
・
宮
吏
・

租
税
請
負
人
・
警
察
な
ど
が
支
配
的
権
力
と
な
っ
た
。
家
産
宮
僚
制
の
通
例
と
し
て
、
王
は
封
建
的
地
方
貴
族
の
権
力
を
殺
ぐ
た
め
に
、

将
校
や
官
吏
を
身
分
や
カ
ス
ト
を
無
視
し
て
、
下
層
の
者
か
ら
採
用
し
た
。
　
「
こ
の
こ
と
は
さ
し
あ
た
り
仏
教
的
救
済
宗
教
に
よ
る
身
分

の
制
限
の
無
視
と
極
め
て
一
致
し
て
い
た
。
」
（
菊
。
Q
り
こ
　
H
淵
ω
．
卜
⊃
㎝
G
o
）
都
市
貴
族
の
没
落
は
た
が
い
に
競
争
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
桂

会
的
諸
条
件
に
た
い
し
て
深
鋼
な
結
果
を
招
い
た
。
諸
宗
教
が
そ
の
支
持
を
も
と
め
て
争
っ
た
俗
人
は
も
は
や
教
養
あ
る
都
市
貴
族
で
は

な
く
、
成
り
上
り
者
で
あ
る
廷
臣
・
官
吏
や
小
市
畏
．
農
艮
た
ち
で
あ
っ
た
。
政
治
的
権
力
麿
は
文
化
的
要
求
の
満
足
や
大
衆
馴
致
の
手

段
と
し
て
宗
教
を
求
め
た
が
、
「
宮
廷
社
会
は
原
始
仏
教
の
う
ち
に
は
一
方
で
は
貴
族
的
文
書
的
教
養
や
芸
術
の
形
成
の
機
会
、
他
方
で

大
衆
馴
致
の
手
段
が
な
い
の
を
知
っ
て
い
た
。
」
（
菊
●
o
り
．
》
團
酬
○
り
．
ト
り
α
恥
）
さ
ら
に
支
配
者
の
支
配
す
る
対
象
で
あ
る
小
市
畏
や
農
事
た
ち
は
原

始
仏
教
が
め
ざ
す
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
関
心
を
も
つ
こ
と
も
な
げ
れ
ば
、
そ
れ
に
い
た
る
手
段
で
あ
る
観
想
に
ひ
た
る
ひ
ま
も
な
か
っ
た
。

彼
ら
の
宗
教
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
東
洋
の
ど
こ
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ω
挙
挙
、
②
救
世
主
、

㈲
両
者
を
混
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
仏
教
は
「
相
対
的
に
一
お
そ
ら
く
絶
対
的
に
も
　
　
呪
術
に
敵
対
的
」
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
仏
教
は
い
か
な
る
人
格
神
を
も
認
め
な
け
れ
ば
祈
り
も
な
い
宗
教
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
仏
教
は
世
界
逃
避
的
神
秘
主
義
の
極

限
形
態
で
あ
り
、
政
治
的
権
力
と
の
か
か
わ
り
を
一
切
さ
け
る
絶
対
的
に
非
政
治
的
宗
教
で
あ
っ
た
。
で
は
仏
教
が
宮
廷
社
会
の
文
化
的
・

政
治
的
関
心
に
適
合
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
市
畏
や
農
民
の
呪
術
的
宗
教
的
平
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
加
え
て
絶
対
的
に
非
政
治
的
な
救
済
論
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
れ
は
”
、
ウ
ル
や

大
帝
国
に
お
い
て
政
治
権
力
に
採
用
さ
れ
て
国
教
の
地
位
に
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
飢
ー
バ
ー
に
お
け
る
東
洋
哲
学
の
社
会
学
的
考
察
（
三
）

隣
一
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弱
二

　
ア
シ
ォ
覇
王
の
改
宗
は
カ
リ
ン
ガ
に
お
け
る
大
量
虐
殺
に
よ
る
征
服
の
の
ち
に
行
わ
れ
た
。
世
俗
的
君
主
で
あ
り
な
が
ら
公
式
の
仏
教

団
の
～
員
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
教
団
の
世
俗
へ
の
適
感
で
あ
っ
た
。
世
俗
逃
避
北
畑
政
治
的
原
始
仏
教
が
政

治
権
力
に
よ
っ
て
世
俗
と
の
妥
協
を
強
い
ら
れ
、
世
俗
化
の
第
一
歩
を
あ
ゆ
み
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
「
世
界
君
主
の
権

力
は
す
べ
て
の
世
俗
行
為
を
必
然
的
に
拒
絶
し
た
仏
陀
の
宗
教
的
権
力
を
補
完
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
政
治
理
論
の
萌
芽
」

（
力
等
　
ω
こ
　
H
炉
　
も
り
α
①
）
が
、
非
政
治
的
仏
教
の
う
ち
に
現
わ
れ
た
。
し
か
し
ア
シ
ォ
カ
王
は
は
じ
め
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
を
尊
敬
し
、
寄
進
を

行
い
、
宗
派
間
の
争
い
を
い
ま
し
め
て
い
る
。
彼
は
す
べ
て
の
宗
派
の
倫
理
的
内
容
が
、
両
親
と
目
上
の
者
に
た
い
す
る
服
従
、
友
人
や

親
類
や
．
バ
ラ
モ
ン
や
シ
ュ
ラ
マ
ナ
に
た
い
し
て
物
惜
し
み
し
な
い
こ
と
、
生
命
の
尊
重
、
す
べ
て
の
種
類
の
激
し
さ
や
過
度
を
さ
け
る
こ

と
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
と
し
、
こ
れ
は
彼
の
倫
理
的
シ
ン
ク
レ
チ
ズ
ム
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
「
王
は
こ
の
よ
う
な
倫
理

的
シ
ン
ク
レ
チ
ズ
ム
の
た
め
に
手
痛
い
抵
抗
に
出
合
っ
た
に
相
違
な
い
」
（
沁
．
ω
こ
H
炉
ω
．
ト
り
㎝
⑫
）
あ
る
認
勅
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
忠
実
で

あ
る
と
思
っ
て
い
た
人
が
忠
実
で
は
な
か
っ
た
と
嘆
い
て
い
る
。
他
の
詔
勅
で
は
い
か
な
る
名
声
も
敬
け
ん
さ
が
な
れ
ぽ
益
な
く
、
敬
け

ん
さ
は
世
俗
の
財
の
完
全
な
放
棄
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
仏
教
が
家
産
制
に
お
い
て
被
支
配
者
の
水
平

化
に
照
応
す
る
「
す
ぐ
れ
て
水
平
化
す
る
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
《
畏
主
主
義
的
》
宗
教
性
」
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
「
原
始
仏
教
に
は

支
配
層
に
た
い
す
る
あ
の
意
識
的
対
立
が
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
た
こ
と
隔
（
菊
。
ω
二
　
H
押
　
ω
・
　
込
3
①
O
）
に
よ
っ
て
、
仏
教
は
大
衆
馴
致
の
手
段

と
し
て
有
益
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
マ
ウ
ル
や
王
朝
の
国
教
の
地
位
に
つ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
仏
教
は
儒
教
と
は
異
っ
て
徹
底
的
に
世
俗

逃
避
的
・
非
政
治
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
に
大
衆
馴
致
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
、
世
俗
的

権
力
と
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
世
俗
的
権
力
と
の
結
合
こ
そ
が
、
小
数
の
エ
リ
ー
ト
の
集
団
た
る
原
始
仏

教
を
西
は
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
リ
ヤ
、
東
は
日
本
に
い
た
る
ま
で
普
及
す
る
世
界
宗
教
に
な
る
機
縁
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
仏
教
が

世
界
宗
教
と
な
る
た
め
に
は
「
古
代
の
知
識
人
救
済
論
は
深
刻
な
る
変
化
を
こ
う
む
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
し
（
菊
・
鉾
月
ω
』
2
）

そ
し
て
、
世
俗
的
憎
悪
に
よ
る
修
道
院
の
長
老
の
任
命
、
お
よ
び
修
道
僧
の
称
号
の
授
与
、
…
世
俗
的
官
吏
に
よ
る
修
道
院
の
規
律
の
検
査
、
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世
俗
的
霧
主
の
一
時
的
に
僧
衣
を
着
る
こ
と
な
ど
の
世
俗
権
力
の
教
団
へ
の
上
か
ら
の
千
渉
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
下
か
ら
は
民
衆
の
要

求
に
応
じ
て
仏
教
は
「
厳
し
い
世
俗
逃
避
的
性
格
を
瀦
ら
げ
、
平
均
的
修
道
僧
の
実
行
能
力
に
広
汎
な
る
譲
歩
を
行
い
、
そ
し
て
貴
族
的

思
想
家
の
救
済
追
求
の
場
所
で
な
く
、
宗
教
的
伝
道
と
文
化
の
中
心
地
で
あ
る
べ
き
修
道
院
の
存
在
の
要
求
に
広
汎
な
る
譲
歩
を
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
」
（
ド
ω
こ
舅
ω
』
①
ら
。
）
そ
れ
と
同
時
に
知
識
人
の
主
知
的
救
済
論
も
睨
術
的
宗
教
性
と
救
世
主
宗
教
性
へ
と
曲
折
さ
れ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
世
逃
避
的
原
始
仏
教
は
上
か
ら
の
要
求
と
下
か
ら
の
要
求
の
は
さ
み
う
ち
に
あ
い
、
現
世
と
の

妥
協
を
強
い
ら
れ
、
ま
す
ま
す
《
世
俗
内
的
》
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
仏
滅
後
百
十
年
の
と
き
、
ア
シ
ォ
カ
王
の
発
議
に
よ
っ
て
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
に
お
い
て
教
会
会
議
が
開
か
れ
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
の
黒
鍵
を
め

ぐ
っ
て
教
団
は
カ
リ
ス
マ
的
阿
羅
漢
を
中
心
と
し
た
上
座
部
と
俗
人
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
大
衆
部
と
に
分
裂
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
基

本
的
に
重
要
な
問
題
は
俗
人
か
ら
金
銭
の
喜
捨
を
受
け
と
る
べ
き
か
と
い
う
経
済
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
原
始
仏
教
に
忠
実
な
上
座
部
は

こ
れ
を
拒
絶
し
、
大
衆
部
は
金
銭
を
受
取
ら
ぬ
こ
と
は
俗
人
を
悔
署
す
る
こ
と
だ
と
み
な
し
た
。
壁
塗
に
よ
れ
ぽ
、
磯
子
上
の
問
題
と
並

ん
で
次
の
よ
う
な
三
つ
の
教
義
論
争
が
あ
っ
た
。
ω
阿
羅
漢
は
恩
寵
を
失
う
か
ど
う
か
。
②
世
界
の
存
在
は
実
在
す
る
か
ど
う
か
。
③
三

昧
（
グ
ノ
ー
シ
ス
）
は
絶
え
ざ
る
恩
索
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
。
②
と
③
は
、
形
而
上
学
的
思
弁
が
救
済
に
無
用
な
も
の
と

し
て
そ
れ
を
拒
否
し
た
原
始
仏
教
へ
の
、
バ
ラ
モ
ン
的
「
思
弁
の
侵
入
」
（
菊
巳
ω
こ
　
H
り
　
ω
．
鱒
①
蒔
）
を
添
し
て
い
る
。
そ
れ
は
反
空
知
主
義
的

原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
う
ち
に
ギ
リ
シ
ャ
的
思
弁
が
侵
入
し
て
、
教
父
哲
学
が
成
立
し
た
事
態
に
相
応
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
戎
緯

上
の
問
題
や
教
義
上
の
問
題
に
関
連
し
て
、
「
七
型
伝
統
の
カ
リ
ス
マ
的
担
い
手
」
で
あ
る
上
座
部
と
俗
人
に
支
持
さ
れ
「
よ
く
霜
囲
さ

れ
た
思
弁
的
思
索
家
」
（
労
。
ω
こ
　
H
ド
　
Q
o
．
　
卜
∂
①
O
）
の
集
書
で
あ
る
大
衆
部
と
に
分
裂
し
た
。
そ
し
て
こ
の
大
衆
部
の
系
統
か
ら
原
始
仏
教
と
は

異
質
の
性
格
を
も
っ
た
大
乗
仏
教
が
発
展
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
o
o

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
定
式
化
に
よ
れ
ば
「
大
乗
仏
教
は
秘
教
的
な
・
本
質
的
に
は
バ
ラ
モ
ン
的
な
知
識
人
神
秘
主
義
に
俗
人
の
粗
野
な
呪
術
・

　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
東
洋
哲
学
の
社
会
学
的
考
察
（
窪
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娯
一
二
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廻
露

偶
像
崇
拝
．
聖
者
崇
拝
も
し
く
は
呪
文
礼
拝
を
結
び
つ
け
た
篇
（
H
〃
．
㏄
こ
鐸
㏄
「
b
。
刈
○
。
）
も
の
で
あ
る
。
原
始
仏
教
か
ら
の
大
乗
仏
教
へ
の

《
発
展
》
は
、
ω
現
世
に
お
け
る
経
済
的
実
存
諸
条
件
へ
の
適
応
、
②
俗
人
の
救
難
妻
入
に
た
い
す
る
要
求
へ
の
適
応
、
㈲
バ
ラ
モ
ン
的

教
育
を
う
け
た
知
識
人
の
神
学
的
H
思
弁
的
要
求
へ
の
適
応
と
い
う
三
つ
の
適
応
過
程
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。

　
仏
教
は
仏
陀
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
都
布
を
中
心
と
し
て
全
イ
ン
ド
へ
と
急
速
に
布
教
さ
れ
た
が
、
そ
の
宣
教
の
決
定
的
動
機
は
ウ
ェ

ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
「
食
糧
供
給
者
で
あ
る
俗
人
（
¢
腿
鐙
犀
鋤
）
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
た
い
す
る
修
道
僧
の
物
質
的
関
心
」
（
算
¢
・
鐸
ω
・

潔
り
）
で
あ
っ
た
。
原
始
仏
教
は
プ
ブ
リ
ュ
ン
デ
を
受
け
る
こ
と
を
排
斥
し
た
け
れ
ど
も
、
遍
歴
修
道
僧
に
か
わ
っ
て
の
定
住
修
道
僧
の
嵐

現
は
修
道
院
が
す
で
に
荘
園
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
の
会
議
で
の
シ
ス
マ
の
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
俗
人

か
ら
の
金
銭
受
授
と
い
う
経
済
的
問
題
は
俗
人
の
代
表
者
が
金
銭
を
受
取
り
、
こ
れ
を
管
理
す
る
と
い
う
形
式
に
お
い
て
解
決
さ
れ
た
。

あ
る
意
味
で
は
自
ら
労
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
禽
己
の
救
済
の
確
か
さ
を
確
信
す
る
世
俗
内
的
禁
欲
主
義
者
よ
り
も
、
無
為
と
観
想
と
を

こ
と
と
す
る
世
俗
逃
避
的
神
秘
主
義
者
の
ほ
う
が
よ
り
多
く
世
俗
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
世
俗
逃
避
的
仏
教
は
こ

の
世
に
お
い
て
存
立
し
い
く
た
め
に
そ
の
物
質
的
安
定
と
は
ひ
き
か
え
に
必
然
的
に
俗
入
の
宗
教
的
関
心
に
意
を
用
い
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
、

　
俗
人
は
仏
教
が
求
め
る
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
欲
す
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
欲
し
た
に
し
て
も
そ
れ
を
得
る
た
め
の
観
想
す
る
た
め
の
蝦
も

な
か
っ
た
。
か
れ
ら
が
求
め
た
の
は
現
世
利
益
を
追
求
す
る
た
め
の
幌
術
、
外
的
困
窮
に
み
ち
た
こ
の
世
の
た
め
の
救
難
老
、
そ
し
て
あ

の
世
に
お
け
る
天
国
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
俗
人
の
宗
教
的
要
．
米
へ
の
適
応
と
し
て
原
始
仏
教
の
阿
羅
漢
の
理
想
に
か
わ
っ
て
、
大
乗

仏
教
の
す
べ
て
の
宗
派
に
特
有
で
共
通
な
菩
薩
の
理
想
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
菩
薩
は
次
の
再
生
の
と
き
に
は
仏
陀
と
な
り
、
ニ
ル
ヴ

ァ
…
ナ
に
入
る
完
成
に
鋼
達
し
た
聖
者
で
あ
る
。
し
か
し
か
れ
は
仏
陀
と
な
る
こ
と
な
く
、
菩
薩
に
と
ど
ま
り
、
信
者
の
救
難
者
と
し
て

働
く
。
こ
の
菩
薩
の
理
想
の
展
開
は
原
始
仏
教
の
救
済
論
の
内
需
変
化
を
前
提
し
て
い
る
。
仏
陀
は
神
格
化
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位

一
体
論
に
相
応
す
る
、
応
身
・
報
身
・
法
身
の
三
身
論
が
展
開
さ
れ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
仏
教
の
三
位
一
体
論
と
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
と
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の
相
違
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
仏
陀
が
人
聞
に
な
っ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
　
体
論
の
第
二
位
相
と
同
じ
よ
う
に
、
人

間
た
ち
を
救
済
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
が
人
間
を
救
済
す
る
の
は
受
難
縫
苦
（
ピ
①
凱
Φ
づ
）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
彼
も
ま
た
無

常
で
あ
り
、
し
か
も
卑
語
と
し
て
は
た
だ
ユ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
鏑
前
に
持
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
た
ん
な
る
事
実
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
し

て
彼
が
人
聞
を
救
済
す
る
の
は
模
範
的
に
で
あ
り
、
彼
ら
の
罪
の
た
め
に
身
代
り
の
犠
牲
と
し
て
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
悪
は
罪
で

は
な
く
、
無
常
さ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
ぼ
（
勾
．
　
ω
こ
　
H
H
》
ω
・
』
3
“
H
）
仏
陀
と
菩
薩
と
は
「
再
生
理
論
お
よ
び
ヒ
ン
ズ
ー
哲
学
か
ら
受
容
し
た
世

界
時
期
理
論
」
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
、
多
く
の
仏
陀
や
菩
薩
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
ツ
シ
タ
天
と
多
く
の
仏
陀
と
菩
薩

と
い
う
そ
れ
自
体
単
純
で
合
理
的
な
シ
ェ
ー
マ
に
お
い
て
パ
ン
テ
オ
ン
の
形
成
、
再
生
神
話
、
あ
ら
ゆ
る
奇
蹟
に
た
い
す
る
好
都
合
な
結

合
点
が
与
え
ら
れ
」
（
界
ψ
』
・
ω
』
δ
）
神
も
な
き
救
世
主
も
な
き
、
神
話
も
な
い
反
呪
術
的
仏
教
の
う
ち
に
俗
人
た
ち
の
宗
教
的
欲
求
に

応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
や
神
話
や
睨
術
が
流
入
し
た
の
で
あ
る
Q

　
仏
陀
は
パ
ラ
モ
ソ
的
形
而
上
学
的
思
弁
を
救
済
に
と
っ
て
は
無
用
の
も
の
と
し
て
退
け
、
バ
ラ
モ
ン
哲
学
の
用
語
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
の
か
わ
り
に
俗
語
を
用
い
た
け
れ
ど
も
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
知
識
人
の
思
弁
的
要
求
に
応
じ
て
形
蒲
上
学
的
思
弁
は
復
活
し
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
書
か
れ
た
二
大
な
宗
教
哲
学
的
文
献
が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
大
学
が
創
設
さ
れ
、
こ
こ
で
は
バ
ラ
モ
ン
的
な
五
科
、

文
法
・
医
学
・
論
理
学
・
哲
学
・
美
術
学
が
教
え
ら
れ
た
。
大
乗
の
偉
大
な
る
論
師
で
あ
る
竜
樹
や
世
親
が
、
伝
え
に
よ
れ
ぽ
バ
ラ
モ
ン
的
撒

養
を
も
っ
た
バ
ラ
モ
ン
出
身
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
論
去
た
ち
に
よ
っ
て
「
そ
こ
に
お

い
て
イ
ン
ド
古
典
哲
学
の
す
べ
て
の
古
い
論
争
が
復
活
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
か
な
り
複
雑
な
形
壁
上
学
」
（
沁
．
　
ω
こ
　
圃
磨
　
ω
．
　
卜
⊃
刈
掃
）
が
展
開
さ

れ
た
Q
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
イ
ン
ド
の
哲
学
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
に
始
ま
り
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ソ
タ
を
中
心
と
し
た
六
派
を
通
っ
て
、

原
始
仏
教
を
も
っ
て
理
論
的
に
は
一
応
完
結
し
た
も
の
と
み
な
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
大
乗
仏
教
の
哲
学
は
原
始
仏
教
の
反
思
弁
的
反
形

而
上
学
的
態
度
を
捨
て
て
、
い
ち
じ
る
し
く
バ
ラ
モ
ン
的
形
而
上
学
に
接
近
し
．
バ
ラ
モ
ン
的
哲
学
の
問
題
を
再
び
む
し
返
し
た
も
の
に

す
ぎ
な
く
、
凍
則
的
に
は
な
ん
ら
新
し
い
哲
学
的
展
開
が
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
．
大
乗
仏
教
の
基
ホ
的
概
念
で
あ
る
「
空
」
は
ヴ
ェ
ー

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
…
バ
ー
に
お
け
る
寅
｛
溢
u
哲
愚
肇
の
社
会
学
繭
酬
考
飯
爪
（
薫
）

潤
五
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ダ
ー
ン
タ
の
マ
ー
ヤ
ー
が
新
し
く
解
釈
し
直
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
唯
識
派
の
す
べ
て
の
非
精
神
的
な
も
の
に
対
立
す
る
霊
魂

で
あ
る
ア
ー
ラ
や
識
は
プ
ル
シ
ャ
と
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
を
対
立
さ
せ
る
サ
ー
ソ
キ
ャ
哲
学
の
影
響
の
も
と
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
原

始
仏
教
に
お
い
て
は
霊
魂
の
存
在
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
原
始
仏
教
の
か
な
め
と
な
る
思
想
は
捨
て
ら
れ
、
バ
ラ
モ
ン

的
形
而
上
学
に
復
帰
し
て
い
る
。
大
乗
仏
教
の
哲
学
と
は
原
始
仏
教
が
バ
ラ
モ
ン
哲
学
に
適
応
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
知

識
人
の
思
弁
の
復
活
と
と
も
に
「
学
識
を
も
っ
た
神
学
者
・
哲
学
者
と
秘
伝
に
あ
ず
か
る
こ
と
の
な
い
や
じ
馬
と
し
か
み
な
さ
れ
な
か
っ

た
無
学
者
と
の
断
層
が
ま
っ
た
く
．
ハ
ラ
モ
ソ
的
な
仕
方
で
仏
教
の
う
ち
へ
と
も
ち
こ
ま
れ
た
。
人
格
的
グ
ノ
ー
シ
ス
で
は
な
く
、
よ
く
訓

錬
を
う
け
た
聖
典
知
識
が
ふ
た
た
び
教
団
に
お
け
る
支
配
的
権
力
で
あ
っ
た
。
」
（
知
・
　
ω
こ
　
回
押
ω
．
卜
∂
刈
μ
）
無
知
は
原
始
仏
教
と
同
じ
よ
う
に
す

べ
て
の
悪
の
根
源
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
大
乗
仏
教
は
秘
教
的
に
は
や
は
り
無
学
な
俗
人
の
た
め
の
も
の
で
は
な

く
、
知
識
人
の
救
済
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
乗
仏
教
は
菩
薩
の
思
想
に
よ
っ
て
無
学
な
民
衆
の
呪
術
お
よ
び
救
世
主
に
た
い
す
る
宗
教

的
要
求
を
満
足
さ
せ
、
バ
ラ
モ
ン
的
な
形
而
上
学
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
識
人
の
思
弁
的
要
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
た
ん
に
貴
族
的
知
識
入
だ
け
の
救
済
論
的
哲
学
で
あ
っ
た
原
始
仏
教
は
社
会
の
す
べ
て
の
階
層
を
信

者
と
し
て
受
け
入
れ
る
大
乗
仏
教
へ
と
変
ぼ
う
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
菩
薩
の
思
想
を
契
機
と
し
て
「
大
乗
仏
教
の
う
ち
に
既
術
的
治
療
衛
・
魔
よ
け
的
エ
ク
ス
タ
テ
ィ
ク
．
呪
術
的
毒
筆
的
エ
ク
ス
タ
テ
ィ

ク
・
偶
像
崇
拝
・
聖
徒
崇
葬
・
大
軍
の
神
々
・
天
使
・
悪
魔
が
入
り
こ
ん
だ
」
舞
・
ω
・
し
H
・
。
り
』
ミ
）
の
で
あ
る
が
、
　
こ
の
こ
と
は
大
乗
仏

教
の
哲
学
者
の
思
考
の
上
に
も
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
大
乗
哲
学
の
翻
始
者
で
あ
る
竜
樹
は
持
続
的
瞑
想
と
認
識
と
が
救

済
を
獲
得
す
る
た
め
の
窮
極
に
し
て
最
高
の
手
段
と
み
な
し
た
。
し
か
し
「
す
で
に
彼
に
と
っ
て
も
知
者
は
呪
術
資
力
を
も
っ
て
い
る
。

呪
文
（
価
ξ
鋤
鼠
）
と
神
秘
的
な
印
契
に
よ
っ
て
彼
は
入
間
や
自
然
の
精
霊
を
強
制
す
る
」
（
客
。
。
・
・
山
鉾
卜
、
♂
）
の
で
あ
り
、
彼
に
お
い
て

は
神
秘
主
義
的
知
識
と
呪
術
的
思
考
と
が
交
錯
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
乗
哲
学
の
完
成
者
と
い
わ
れ
る
「
諸
富
の
学
説
を
も
っ
て
…
…
ヒ

ン
ズ
ー
教
の
パ
ン
テ
オ
ン
と
並
ん
で
、
神
通
力
を
授
け
る
エ
ク
ス
タ
テ
ィ
ク
な
三
昧
状
態
を
獲
得
す
る
た
め
土
俗
的
タ
ン
ト
ラ
呪
術
が
全



　
　
面
的
に
受
容
さ
れ
た
。
」
（
図
．
ω
・
u
H
目
Ψ
ω
。
ト
ひ
刈
①
悟
）
は
じ
め
は
反
呪
術
的
な
主
知
的
救
済
宗
教
で
あ
っ
た
仏
教
は
俗
人
の
宗
教
的
関
心
に
迎
合

　
　
し
、
譲
歩
し
て
、
呪
術
を
積
極
的
に
取
入
れ
た
大
乗
仏
教
と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
大
乗
仏
教
は
「
全
世
界
を
一
つ
の
巨
大
な
呪
術
の
園
へ

　
　
と
転
換
し
（
カ
．
ω
こ
囲
押
　
ω
・
邸
“
c
◎
）
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
中
国
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
歴
史
的
過
程
を
た

　
　
ど
り
な
が
ら
も
、
中
圏
と
同
じ
よ
う
に
、
呪
術
の
園
が
出
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
　
　
全
世
界
を
呪
術
の
園
に
変
化
さ
せ
た
大
乗
仏
教
は
終
極
的
に
は
知
識
人
の
救
済
論
で
あ
り
、
強
力
な
俗
人
組
織
を
も
た
な
か
っ
た
が
ゆ

　
　
え
に
、
他
の
宗
派
と
の
激
し
い
競
争
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
弱
体
化
し
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
ム
の
侵
入
に
よ
っ
て
の
仏
教
教
学
の
中
心

　
　
地
で
あ
る
僧
院
の
徹
底
的
点
播
と
と
も
に
イ
ン
ド
か
ら
消
滅
し
て
ゆ
く
。
仏
教
の
衰
退
ほ
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
復
興
と
平
行
し
て
い
る
。
仏
教

　
　
の
興
隆
と
と
も
に
バ
ラ
モ
ン
階
層
は
決
し
て
消
滅
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
彼
ら
は
仏
教
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
社
会
の
片
隅
で
生

　
　
存
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
仏
教
の
修
道
僧
は
自
己
の
救
済
の
み
を
追
求
し
、
俗
人
が
要
求
す
る
い
か
な
る
儀
式

　
　
も
行
わ
ず
、
こ
れ
を
儀
式
の
心
得
の
あ
る
バ
ラ
モ
ン
に
委
せ
た
の
で
、
バ
ラ
モ
ン
は
し
ぼ
し
ば
寺
院
祭
司
と
し
て
生
き
の
び
た
の
で
あ
る
。

　
　
パ
ラ
モ
ソ
を
頂
点
と
す
る
カ
ス
ト
の
秩
序
は
た
し
か
に
弛
ん
だ
け
れ
ど
も
、
決
し
て
消
滅
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
「
と
く

　
　
に
仏
教
は
カ
ス
ト
の
秩
序
を
無
視
し
た
が
、
カ
ス
ト
の
秩
序
そ
の
も
の
と
闘
争
し
た
の
で
は
な
い
」
（
労
．
　
ω
こ
　
岡
H
Ψ
　
ω
．
　
ら
◎
ド
c
Q
）
か
ら
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
復
興
を
決
定
し
た
の
は
ま
っ
た
く
君
主
の
権
力
で
あ
っ
た
。
仏
教
の
教
権
制
や
仏
教
の
社
会
的
支
柱
を
な
し
た
都

　
　
市
の
帯
畏
層
の
金
蓮
制
か
ら
解
放
を
も
と
め
た
世
俗
的
君
主
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
う
ち
に
自
己
の
支
配
を
正
当
化
す
る
理
論
的
支
柱
を
兇
出

　
　
し
た
。
バ
ラ
モ
ン
は
家
産
官
僚
綱
勢
家
の
も
つ
家
父
長
的
，
特
質
に
迎
舎
す
る
よ
う
な
理
論
を
展
開
し
、
君
主
の
支
配
の
野
心
性
へ
の
関
心

　
　
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ヒ
ソ
ズ
1
教
の
諸
宗
派
は
復
興
し
、
カ
ス
ト
制
度
は
再
建
さ
れ
、
バ
ラ
モ
ン
の
地
位
は
園
復
す
る
の
で
あ
る
が
、

　
　
彼
ら
は
古
来
の
哲
学
や
学
問
を
整
理
し
た
り
、
精
緻
に
解
釈
す
る
だ
け
で
、
も
は
や
新
し
い
哲
学
体
系
や
学
問
を
創
造
し
た
り
す
る
こ
と

謝　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
！
バ
…
に
お
け
る
東
洋
暫
学
の
社
会
学
的
考
察
（
一
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珊
七
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は
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
ら
の
知
的
精
力
は
自
己
の
権
力
や
利
益
を
得
る
た
め
に
、
大
乗
仏
教
よ
り
も
さ
ら
に
大
規
模
に
民
間
の
土

俗
的
呪
術
に
適
合
し
、
そ
れ
を
合
理
化
す
る
こ
と
に
む
け
ら
れ
た
。
　
「
い
ま
や
古
い
文
献
が
そ
れ
に
つ
い
て
は
な
に
も
知
ら
な
い
大
量
の

神
々
、
と
り
わ
け
女
神
た
ち
が
《
正
統
的
》
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
G
こ
の
過
程
は
全
イ
ン
ド
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
し
て

諸
プ
ラ
ー
ナ
は
こ
の
過
程
が
文
学
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
聖
断
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
哲
学
的
に
は
ま
っ
た
く
折
衷
的
で
、
た
ん
に
宗
派
の

教
説
を
戸
綿
論
的
に
基
礎
づ
け
、
解
釈
す
る
と
い
う
課
題
を
も
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
受
容
．
適
合
過
程
に
お
い
て
バ
ラ

モ
ン
層
を
駆
立
て
た
動
機
は
部
分
的
に
は
お
そ
ら
く
む
き
串
し
の
物
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
て
も
根
絶
さ
れ
な
か
っ
た
薩
閥
の

神
々
の
奉
仕
に
身
を
委
ね
さ
え
ず
れ
ば
、
大
量
の
プ
プ
リ
ュ
ン
デ
や
報
酬
が
彼
ら
の
手
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
涛
．
　
G
o
こ
　
H
㌍
Q
o
・
G
Q
鱒
α
）
こ
の

よ
う
に
し
て
バ
ラ
モ
ン
層
は
大
乗
仏
教
よ
り
も
一
そ
う
広
く
そ
し
て
深
く
呪
術
を
と
り
入
れ
、
こ
れ
を
合
理
化
し
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
学

術
の
園
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
し
て
イ
ン
ド
に
お
け
る
理
論
的
合
理
化
は
こ
の
呪
衛
の
園
の
基
礎
に
あ
る
呪
術
的
世
界
像
に
し
た
が
っ
て
行

わ
れ
、
合
理
的
経
験
科
学
の
前
段
階
に
よ
る
「
呪
術
的
学
芸
の
体
系
的
合
理
化
」
（
菊
■
ω
■
導
　
囲
鮮
の
・
Q
◎
鄭
σ
b
σ
）
も
し
く
は
呪
箭
的
に
合
理
的
な
学

問
が
成
立
し
た
。

　
し
か
し
儒
教
の
専
門
人
排
斥
の
思
想
の
た
め
に
学
問
の
分
化
は
極
度
に
阻
止
さ
れ
た
中
国
と
は
対
照
的
に
イ
ン
ド
で
は
カ
ス
ト
の
分
化

に
相
応
し
て
各
領
域
の
濁
有
法
稼
手
を
追
究
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
科
学
が
発
達
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
イ
ソ
ゼ
に
お
け
る
専
門
科
学
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　
「
代
数
学
や
（
雄
弁
術
や
演
劇
学
一
i
よ
り
少
な
い
程
度
に
お
い
て
…
詩
学
や
修
辞
学
を
も
含
め
て
の
）
文
法
学
の
分
野
で
の
イ
ン

ド
の
学
問
的
文
献
は
き
わ
だ
っ
て
座
れ
た
こ
と
を
な
し
と
げ
た
。
解
剖
学
や
（
外
科
を
の
ぞ
く
が
獣
医
学
も
奮
め
て
の
）
医
学
や
音
楽
学

の
分
野
で
は
注
目
す
べ
き
こ
と
を
な
し
と
げ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
歴
史
学
は
す
で
に
ま
え
に
述
べ
た
諸
理
由
か
ら
ま
っ
た
く
欠
如
し

て
い
る
。
そ
し
て
イ
ン
ド
の
霞
然
科
学
約
手
究
は
多
く
の
分
野
に
お
い
て
お
お
よ
そ
西
洋
の
十
四
世
紀
の
高
さ
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
科
学
的
研
究
の
よ
う
に
は
合
理
的
実
験
の
前
段
階
に
も
劃
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
学
科
に
お
い
て
ま



た
儀
式
の
目
的
の
た
め
に
発
達
し
た
天
文
学
に
お
い
て
、
そ
し
て
代
数
学
の
分
野
以
外
で
の
数
学
に
お
い
て
、
西
洋
の
学
問
性
の
標
準
を

も
っ
て
測
っ
て
も
、
本
質
的
な
こ
と
を
自
力
で
な
し
と
げ
た
。
…
…
人
才
の
共
同
生
活
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
学
問
は
警
察
的
宮
房
学
的

技
術
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
西
洋
の
十
七
琶
紀
や
十
八
世
紀
前
半
の
宮
房
学
の
業
績
に
ま
っ
た
く
匹
敵
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し

て
稼
然
科
学
や
本
来
の
専
門
哲
学
の
分
野
に
お
い
て
は
注
聴
す
べ
き
発
展
の
萌
芽
が
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
阻
止
さ
れ
た
と
い
う
印
象
を
う

け
る
。
」
（
殉
．
ω
こ
　
囲
い
　
ω
．
　
陣
Φ
G
η
h
）

　
　
　
で
は
イ
ン
ド
の
自
然
科
学
は
耳
聞
の
十
四
世
紀
の
高
さ
に
立
ち
な
が
ら
も
、
な
ぜ
イ
ン
ド
は
西
洋
的
な
コ
ー
ス
を
た
ど
る
こ
と
な
く
、

　
　
近
代
自
然
科
学
を
生
み
だ
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
と
し
て
自
然
科
学
的
研
究
が
純
実
践
的
呂
的
に
奉
仕
す
る

　
　
た
め
に
行
わ
れ
た
こ
と
や
ギ
リ
シ
ャ
人
の
よ
う
な
数
学
的
思
考
の
欠
如
や
レ
ト
リ
カ
ル
で
象
徴
的
な
外
外
体
系
性
の
習
慣
な
ど
を
あ
げ
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
原
因
は
「
世
界
の
事
実
性
そ
の
も
の
に
は
究
極
的
に
は
無
関
心
に
対
処
し
、
世
界
の

　
　
か
な
た
に
、
世
界
か
ら
の
救
済
に
お
い
て
、
グ
ノ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て
唯
一
の
必
要
な
も
の
を
追
求
し
た
イ
ン
ド
的
思
惟
の
関
心
の
方
向
し

　
　
（
幻
・
ω
こ
　
鋒
M
ω
’
H
①
刈
）
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
専
門
科
学
は
イ
ン
ド
的
思
考
方
法
で
あ
る
有
機
相
対
的
化
に
よ
っ
て
相
対
的
に
独
立

　
　
し
た
学
問
的
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
終
極
的
に
は
専
門
科
学
の
よ
う
に
こ
の
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の
固
有
法
則
性
を
追

　
　
求
す
る
こ
と
は
こ
の
世
へ
の
執
着
を
証
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
業
を
ひ
き
お
こ
し
、
輪
廻
の
世
界
に
さ
ま
よ
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
イ

　
　
ソ
ド
の
知
識
人
に
と
っ
て
の
唯
一
の
最
高
に
し
て
絶
対
的
な
知
識
は
正
統
派
や
異
端
派
を
問
わ
ず
、
業
や
輪
廻
の
支
配
す
る
無
意
味
に
し

　
　
て
無
常
な
る
世
界
か
ら
逃
れ
て
無
為
と
観
想
に
よ
っ
て
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
境
地
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
悟
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
経
書
を
読
み
で
道
を
知
り
、
能
筆
を
も
っ
て
美
的
な
詩
文
を
綴
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
的
地
位
に
つ
き
、
廉
万
の
富
を
蓄
え
る
中
国
の

　
　
儒
教
的
知
識
人
が
、
真
や
善
や
美
や
聖
と
い
う
価
値
、
政
治
的
お
よ
び
経
済
的
価
値
な
ど
の
一
切
の
価
値
を
一
身
に
担
っ
て
い
た
に
た
い

　
　
し
て
、
イ
ン
ド
の
知
識
人
は
美
や
権
力
や
富
を
無
常
な
る
も
の
と
し
て
拒
否
し
、
善
悪
の
彼
岸
に
あ
る
真
と
聖
と
が
一
体
と
な
っ
た
悟
り

993　
　
　
　
　
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
東
洋
哲
学
の
娃
会
学
酌
考
察
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圏
九
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の
境
地
を
ひ
た
す
ら
追
求
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
彼
ら
に
と
っ
て
最
高
の
磁
値
で
あ
っ
た
。
た
と
え
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
知
る
、
ま

た
こ
の
よ
う
な
知
識
を
追
求
す
る
知
識
人
の
層
が
ど
ん
な
に
薄
く
、
呪
術
の
園
に
埋
も
れ
た
大
衆
が
ひ
た
す
ら
現
世
的
利
益
も
し
く
は
彼

岸
の
天
国
を
追
求
し
、
「
モ
ー
ク
シ
ャ
」
と
は
な
に
か
を
知
ら
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
に
は
変
り
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、

も
し
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
原
子
論
が
デ
モ
ク
ジ
ト
ス
の
の
ち
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
来
の
社
会
批
判
的
・
社
会
倫
理
的
関
心
に
よ
っ
て
阻
止

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
育
成
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
近
代
自
然
科
学
が
生
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
言
う
が
（
＜
覧
塑
ψ
・
鍔
¢

置
①
）
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
原
子
論
に
比
べ
れ
ば
理
論
的
洗
練
度
に
お
い
て
劣
る
け
れ
ど
も
、
ヴ
ァ
イ
セ
シ
カ
の
自
然

哲
学
の
う
ち
に
近
代
自
然
科
学
の
萌
芽
で
あ
る
原
子
論
が
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
窮
極
に
お
い
て
そ
れ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
釣
魚
の
自
然

科
学
的
構
造
の
探
究
で
は
な
く
、
無
常
な
る
世
界
か
ら
の
救
済
で
あ
っ
た
。
　
「
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
社
会
的
に
根
を
お
ろ
し
た
揺
ぐ
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
な
い
あ
る
種
の
形
而
上
学
界
前
提
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
哲
学
は
個
人
的
な
救
済
追
求
の
軌
道
へ
と
お
し
こ
め
ら
れ
た
。
」
（
戸
ψ
・
月
9

ぱ
Φ
）
ま
こ
と
に
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
に
お
い
て
秘
教
と
し
て
説
か
れ
た
業
と
輪
廻
の
教
説
は
上
は
バ
ラ
モ
ン
を
頂
点
と
し
た
知
識
人
、
下
は
無

知
な
大
衆
に
い
た
る
ま
で
漫
透
し
、
そ
し
て
イ
ン
ド
の
主
知
化
の
軌
道
を
決
定
す
る
上
で
、
圧
倒
的
な
力
を
振
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
イ
ン

ド
は
宗
教
的
に
は
霊
知
な
国
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
静
か
で
平
瀦
な
国
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
地
上
の
い
か
な
る
国
で
も
イ
ン
ド

ほ
ど
絶
え
る
こ
と
の
な
い
こ
の
上
な
く
野
蛮
な
戦
争
や
ま
っ
た
く
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
の
上
な
く
容
赦
な
い
征
服
慾
が
お
び

た
だ
し
く
存
在
し
た
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
」
（
戸
ω
二
昌
Q
D
．
H
。
。
。
。
）
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
戦
乱
に
明
け
く
れ
た
国
土
に
お
い
て
イ
ン
ド

の
真
の
知
識
人
は
無
常
な
こ
の
世
の
営
み
に
は
な
ん
の
関
心
を
よ
せ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
こ
の
世
の
背
後
に
あ
る
静
か
で
澄
ん

だ
世
界
へ
と
盈
を
む
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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K．　Fiedler　den　Aktivitatcharakter　der　bildenden　Kunst　hervorgehoben，

die　er　der　Sprache　vergleicht．　Diese　beiden，　die　Kunst　und　die　Spra¢he，

sind　die　Erzeugnisse　des　sch6丁目erlschen　MenscheRgeistes　und　entsprlngen

aus　ein　und　demselben　Ursprung　d．　h．　dem　Verm6gen　von　Sinn－geben

des　Menschen．　Beides　besteht　lm　Verbindung　zwischen　Sinn　und　Gestalt．

Aber　die　Unterschled　zwischen　beiden　liegt　in　ihrer　Redenswe1sen．　Was

die　Kunst　durch　bestirnmte　Farben　und　Formen　redet，　das　kann　man

nicht　durch　begylffliches　Wort　darsteilen．　Hier　mifssen　wlr　auf　eln

kleines　Belspiel　achtgeben，　dass　eine　Farbenerrspfindung　als　solche　mit

ihrer　sprachlichen　Bezeichnung　nicht　die　geringste　Verwandtchaft　hat．

Indem　die　modernen　Kunstwissenschaftler　die　Kuns£　f“r　eie　Sprache

oder　Symbol－gestaltung　genommen　hatten，　k6nnte　dle　Kunstwlssenschaft

ihr　eigentifmliches　Gebiet　in　der　Geisteswlssenschaft　abgesondert　und

befestigt　haben．

　　　　　　　Die　soziolo．gische　Betrachtung　Max　’Webers

　　　　　　　　　　　　　　　tiber　die　asiatische　Philosophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Mamoru　Mu】k二ai

Das　wissenschaftliche　lnteresse　Max　Webers　konzentriert　sich　auf　die

Frage　：　Warum　sind　die　allgemeingtiltigen　Kultuererscheinungen　nur．

irn　Okzident　entstanden？　Eine　von　ihnen　ist　die　moderne，　wertfreie，

ratlonale　d．　h．　au£　die　Mathematik　und　das　Expeximent　gegrgndete

Naturwlssenschaft，　deren　Geburt　die　auSerordentlich　bedeutende　Begeben－

he三t　i鷺der　Geschich£eδer　Philosophie　md　der　Wissenschaften　war．　W晦

man　aber　in　die　ferne　Vergangenheit　zurifckgeht　und　den　Blicl〈　nach　7

und　6　Jahrhundert　v．　Chr．　wendet，　so　wird　man　in　Griechenland，　in

Indien　und　in　China　die　beachtenswerte　ParallelerscheiRung，　namlich　dle

Anfange　der　Phi！osophie　und　der　Wissenschaften　iinden　（die　Periode，

die　von　Jaspers　die　“　Achsenzeit”　in　der　Weltgeschickte　genannt　wttrde．）

Also　wird　die　folgende　Frage　aufgestellt　：　Warum　ist　die　allgerneingtt1－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



tige　Naturwissenschaft　trotz　dieser　Parallelerscheinung　doch　in　lndien．

und　in　ChiRa　nicht　entstaRden？　ln　diesem　Aufsatz　versuche　ich，　dleses・

Problem　der　vergleichenden　Phllosophie　aus　dem　religionssoziologischen

Standpunkt　Max　Webers　zu　beantworten．

Inductive　Logic　and　Probability

by　Soshichi　Uchii

　　This　paper　is　a　critical　exposition　of　Carnap’s　and　Hintikl｛a’s　systems・

of　inductlve　logic．　First，　Carnap’s　system　of　lnductive　logic　is　examined

in　detail，　and　despite　its　great　virtue　with　respect　to　the　confirmation

of　singular　predictions，　we　conc1ude　that　it　is　unsatisfactory　as　a　modei

of　our　informal　inductlve　reasoning．　The　reason　is　that　ac¢ording　to　hls．

inductive　logic，　no　nontrivial　universal　statements　are　confirmable　in　an

iRflnite　universe．　On　ottr　diagnosis，　this　feature　stems　from　Carnap’s

partition　of　the　set　of　all　pessible　universes　（state－descriptions）　by　the

structure－descriptions　and　his　probabi！ity　assignment　based　on　it　；　structure－

descriptions　can　achieve　only　statistical　generalities．　Although　Carnap

defends　his　inductive　logic　by　introducing　the　notlon　of　the　“instance

conilrmation” Dof　a　law，　his　argument　is　rejected　on　several　epistemo一・

logical　grouRds．

　　Next　we　examine　H　intlkka’s　inductive　loglc　which　is　an　ingenious・

extenslon　of　the　Carnapian　logic．　The　essential　difference　of　Hlntil〈ka’s

logic　from　Carnap’s　stems　from　Hintikka’s　partitioR　of　the　set　of　all

possible　universes　by　means　of　the　constituents，　each　of　which　is　the

strongest　generalixation　in　a　possible　unlverse．　Starting　from　this　p　artition，

Hintikka　then　relativixes　the　Carnapian　logie　to　each　constituent．　This

determlnes　inductive　legic　accordiRg　to　which　not　only　singular　predic－

tions　but　also　universal　statements　can　be　confirmed．　ln　Hintil〈ka’s

inductive　logic，　a　certain　sort　of　simplicity　consideration　also　works．　ln
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