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皆
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
佐
々
木
惠
精
と
申
し
ま
す
。
こ
ち
ら
の
礼
拝
堂
に
う
か
が
う
の
も
久
し
ぶ
り
だ
な
あ
と
、
懐
か
し
く
思
い

な
が
ら
参
上
し
ま
し
た
。
今
日
は
、「
龍
樹
菩
薩
に
学
ぶ
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
こ
れ
ま
で
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
龍
樹
菩
薩
に
つ
い
て
、

そ
の
「
空
性
論
」
か
ら
浄
土
教
に
至
る
歩
み
な
ど
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

は
じ
め
に

　

は
じ
め
に
、
仏
教
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と
申
し
上
げ
て
お
き
た
く
思
い
ま
す
。
大
学
に
入
学
す
る
こ
ろ
は

理
系
（
物
理
な
ど
）
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
初
め
工
学
部
に
進
み
ま
し
た
、
三
年
間
で
し
た
が
会
社
勤
め
も
し
ま
し
た
、
そ

の
中
で
、〈
技
術
的
な
こ
と
だ
け
を
生
涯
の
仕
事
に
し
て
い
て
い
い
の
か
、
生
き
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
を
見
つ
め
る
こ
と
が
大
事
で

仏
教
文
化
公
開
講
座
講
演
録

龍
樹
菩
薩
に
学
ぶ─

空
性
論
の
展
開
か
ら
浄
土
教
の
導
き
へ
─

佐
々
木
惠
精
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は
〉
と
の
思
い
か
ら
文
学
部
に
学
士
入
学
し
て
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
と
し
ま
し
た
。
少
し
歳と
し

い
っ
て
か
ら
の
勉
強
と
な
り
、
な
か
な
か
大

変
で
し
た
が
、
な
ん
と
か
卒
業
し
て
、
ま
た
素
晴
ら
し
い
先
生
が
た
の
お
蔭
で
、
大
学
で
仏
教
学
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
、
こ
れ
も
右
往
左
往
し
な
が
ら
で
し
た
が
、
な
ん
と
か
、
三
十
数
年
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

龍
樹
菩
薩
に
つ
い
て
学
び
、
研
究
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
も
、
先
生
が
た
か
ら
、「
龍
樹
菩
薩
は
、
大
乗
仏
教
の
根
本
で
も
あ
り
、

弟
子
の
ア
ー
リ
ア
デ
ー
ヴ
ァ
の
論
書
は
、
ま
だ
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
、
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
取
り
組
む
意
味
は
大
き
く
、
仏

教
思
想
と
し
て
も
重
要
で
あ
り
面
白
い
と
思
う
」
と
い
う
ご
助
言
を
い
た
だ
き
、
龍
樹
菩
薩
と
そ
の
弟
子
の
ア
ー
リ
ア
デ
ー
ヴ
ァ

─

中
国
・
日
本
で
は
聖し
ょ
う

提だ
い

婆ば

と
呼
ん
で
い
ま
す

─
、
こ
れ
ら
の
初
期
大
乗
仏
教
の
偉
大
な
論
師
に
つ
い
て
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
大
乗
仏
教
の
根
幹
と
な
る
論
師
た
ち
に
つ
い
て
学
ぶ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
論
書
を
読
む
、
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
大
変
な
こ
と

で
し
た
が
、
た
ど
た
ど
し
い
歩
み
で
四
十
年
余
り
に
な
り
ま
す
。
大
し
た
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
の
で
す
が
、
今
日
は
、
こ
の
龍
樹
菩

薩
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
で
も
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

一
、「
七
祖
」
の
第
一
祖
・
龍
樹
菩
薩

　

龍
樹
菩
薩
は
、
日
本
で
は
全
仏
教
の
祖
師
と
い
う
意
味
で
「
八
宗
の
祖
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
私
た
ち
、
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
を
い
た

だ
い
て
い
る
も
の
と
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
ま
ず
こ
の
点
を
う
か
が
う
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
聖
人
は
浄
土
真
宗
を
説
き
示
さ
れ
た
祖
師
と
し
て
、
直
接
の
師
匠
で
あ

る
法
然
聖
人
の
ほ
か
、
イ
ン
ド
以
来
の
六
師
を
挙
げ
ら
れ
て
、
七
高
僧
あ
る
い
は
七
祖
と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
の
第
一
に
、
龍
樹
菩
薩
（
あ

る
い
は
龍
樹
大
士
と
呼
ば
れ
ま
す
）
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。「
浄
土
真
宗
の
祖
師
」
と
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
①
自
ら
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
生
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ま
れ
た
い
と
願
う
「
浄
土
願
生
者
」
で
あ
る
こ
と
、
②
著
作
を
著
し
て
他
力
の
教
え
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
③
説
い
て
い
る
こ
と
が
阿
弥

陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
、
④
独
自
の
教
義
展
開
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
四
つ
の
意
義
を
持
つ
こ
と
に

よ
っ
て
「
祖
師
」
と
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
龍
樹
菩
薩
も
そ
の
第
一
の
祖
師
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
イ
ン
ド
に
初
期
大

乗
仏
教
が
現
れ
始
め
る
紀
元
一
、
二
世
紀
こ
ろ
の
仏
典
を
拝
読
し
て
研
究
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
龍
樹
は
「
空
性
論
」
の
確
立
者
で
あ
り
、

龍
樹
の
「
空
性
論
」
の
展
開
に
注
目
し
て
い
て
、「
浄
土
願
生
者
」
な
ど
と
い
う
姿
が
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
イ
ン
ド
の
初
期
大
乗

仏
教
を
学
ん
で
い
く
中
で
、「
浄
土
願
生
者
」
と
「
空
性
論
者
」
と
が
ど
の
よ
う
に
繫
が
り
う
る
の
か
、
が
大
き
な
課
題
で
し
た
、
ま
た
現

在
で
も
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
問
題
意
識
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
方
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
日
は
、
そ
の
よ
う
な
課
題
や
疑
問
を
い
く

ら
か
で
も
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

二
、
龍
樹
菩
薩
の
主
要
論
書
と
思
想

　

そ
こ
で
、
ま
ず
大
乗
仏
教
の
第
一
の
祖
師
と
さ
れ
る
龍
樹
菩
薩
の
主
要
な
論
書
は
、
と
い
う
と
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
大

乗
仏
教
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
「
空
性
」
の
論
を
大
成
さ
れ
、
そ
の
論
理
の
展
開
を
確
立
さ
れ
た
論
師
と
い
う
こ
と
で
、「
空
性
論
」

を
展
開
さ
れ
て
い
る
著
述
が
多
く
、
ま
た
重
視
さ
れ
ま
す
。
お
手
許
の
資
料
の
中
の
〔
図
解
1
〕
に
龍
樹
真
撰
と
見
ら
れ
る
論
書
を
挙

げ
ま
し
た

─
ロ
ー
マ
字
表
記
を
付
記
し
て
い
る
の
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
が
あ
る
か
、
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
で
す

─
、
そ
の
中
で（
1
）に
挙
げ
る
の
が
「
空
性
論
」
を
論
ず
る
主
要
著
述
で
─

（
2
）に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
触
れ
ま
す
─
、
中
で
も
『
中
論
頌
』（
漢
訳
に
「
中
論
」
と
あ
り
ま
す
が
偈
頌
か
ら
な
る
の
で
こ
の
よ
う
に

も
呼
ば
れ
ま
す
）
が
そ
の
代
表
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
『
中
論
頌
』
の
中
味
を
少
し
ば
か
り
拝
見
し
て
、ま
ず
は
龍
樹
菩
薩
の
「
空
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性
論
」
の
展
開
を
う
か
が
う
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の『
中
論
頌
』と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
がM

adhyam
akakārikā

（
マ
ド
ゥ
ヒ
ャ
マ
カ
・
カ
ー
リ
カ
ー
）と
い
う
題
名
で
、「
中

〔
図
解
1
〕

　

龍
樹
の
論
書

　
　
（
1
）
空
性
論
の
論
理
的
な
論
証
の
論
書
─

　
　
　
　
『
中
論
頌
』（M

adhyam
akakārikā

）、『
六
十
如
理
論
』（Y

uktiśas

● t

● ikā

）、

　
　
　
　
『
空
七
十
論
』（Śūnyatāsaptati

）、『
廻
諍
論
』（V

igrahavyāvartanī

）、

　
　
　
　
『
ヴ
ァ
イ
ダ
ル
ヤ
論
』（V

aidalyaprakaran

● a

）

　
　
（
2
）
菩
薩
道
の
あ
り
方
、
王
道
の
あ
る
べ
き
姿
な
ど
を
説
く
詩
頌
・
論
書
─

　
　
　
　
『
宝
行
王
正
論
』（R
atnāvalī

）、『
勧
誡
王
頌
』（Suhr● llekha

）、

　
　
　
　
『
四
讃
歌
』（Catuh

● stava

）、『
大
乗
破
有
論
』（Bhavasan

4krānti

）、

　
　
　
　
『
菩
提
資
糧
論
』、『
因
縁
心
論
』（Pratītyasam

utpādahr● daya

）、

　
　
　
　
『
大
智
度
論
』（
偈
頌
は
龍
樹
造
と
見
ら
れ
る
が
、
長
行
〔
解
説
文
〕
は
鳩
摩
羅
什
著
か
？
）、

　
　
　
　
『
十�

住
毘
婆
沙
論
』（
漢
訳
の
み
。
偈
文
は
、
龍
樹
真
撰
と
見
ら
れ
る
。
鳩
摩
羅
什
が
イ
ン
ド
僧
・
仏
陀
耶
舎

（Buddhayaśas

）
の
口
誦
に
よ
っ
て
訳
出
し
た
が
意
見
の
相
違
な
ど
が
あ
っ
て
途
中
ま
で
の
訳
出
と
な
っ
た
と
言

わ
れ
る
）
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〔
道
〕
に
つ
い
て
の
詩
頌
（
偈
頌
）」
と
い
う
意
味
で
す
、
実
際
、
四
四
八
詩
頌
（
漢
訳
は
四
四
五
詩
頌
）
か
ら
な
る
詩
頌
の
み
の
論
書

で
、
こ
れ
に
注
釈
（
各
詩
頌
の
解
説
）
が
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

そ
の
冒
頭
に
、「
佛
に
帰
依
し
て
本
書
を
著
し
ま
す
」
と
い
う
趣
旨
の
詩
頌
─
「
帰き

敬き
ょ
う

偈げ

」
と
い
い
ま
す
─
が
詠
わ
れ
ま
す
。
そ
の

文
は
、〔

何
も
の
も
〕
滅
す
る
こ
と
な
く
生
ず
る
こ
と
な
く
、
断
滅
で
な
く
常
住
で
な
く
、
同
一
で
な
く
別
異
で
な
く
、
来
る
こ
と
な
く

去
る
こ
と
の
な
い
、
戯け

論ろ
ん

（
想
定
さ
れ
た
多
様
の
議
論
、
言
語
的
多
様
性
）
が
寂
滅
し
て
い
て
吉
祥
な
る
（
め
で
た
い
）、
そ
の

よ
う
な
縁
起
を
説
か
れ
た
正
覚
者
（
ブ
ッ
ダ
）
に
、
諸
説
法
者
の
中
の
最
勝
の
人
と
し
て
、
私
は
敬
礼
し
ま
す
。

と
詠
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
お
分
か
り
の
よ
う
に
、「
帰
敬
偈
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
論
書
で
何
を
論
ず
る
か
、
論
の
主
題
、
論
ず
る

か
な
め
を
披
歴
し
て
佛
陀
に
敬
礼
す
る
、
と
い
う
詩
頌
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
事
の
論
書
に
は
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
帰
敬
偈

を
冒
頭
に
詠
い
、
何
を
論
ず
る
か
を
仏
前
に
披
歴
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。『
中
論
頌
』
に
も
、
こ
の
よ
う
に
帰
敬
偈
に
よ
っ

て
龍
樹
菩
薩
が
論
じ
よ
う
と
す
る
主
た
る
論
旨
を
披
歴
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
漢
訳
に
は
、

　
　

不
生
亦
不
滅　

不
常
亦
不
断　

不
一
亦
不
異　

不
来
亦
不
出
（
→
注
）

　
　

能
説
是
因
縁　

善
滅
諸
戯
論　

我
稽
首
礼
仏　

諸
説
中
第
一

　
〔
注
＝
「
不
出
」
は
、「
不
去
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
論
は
「
不
出
」
と
あ
り
ま
す
〕

　

（
不
生
に
し
て
亦
た
不
滅
、
不
常
に
し
て
亦
た
不
断
、
不
一
に
し
て
亦
た
不
異
、
不
来
に
し
て
亦
た
不
出
な
る
、

　
　

能
く
是
の
因
縁
を
説
き　

善
く
諸
の
戯
論
を
滅
し
た
ま
ふ
、
我
れ
は
稽
首
し
て
仏
に
礼
す
、
諸
説
中
第
一
な
り
と
）

と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
帰
敬
偈
は
、「
生
ず
る
こ
と
な
く
滅
す
る
こ
と
な
く
」
な
ど
と
、
否
定
に
否
定
を
重
ね
て
「
そ
の
よ
う
な
、

戯
論
（
言
語
的
な
多
様
性
）
が
消
え
去
っ
た
〈
縁
起
〉
を
説
か
れ
た
ブ
ッ
ダ
を
最
上
の
お
方
と
し
て
敬
い
ま
す
」
と
詠
わ
れ
て
い
る
の
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で
す
。
こ
こ
に
八
つ
の
否
定
を
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
論
書
が
『
中
論
』
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
偏
見
を
離
れ
た
中
庸
の
道
「
中
道
」
を
説

か
れ
る
の
で
、
龍
樹
菩
薩
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
が
一
般
に
「
八
不
中
道
」
と
呼
ば
れ
、
ま
さ
に
「
縁
起
」
と
は
「
八
不
中
道
」
で
あ
る

と
説
か
れ
た
論
師
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
も
う
少
し
そ
の
内
容
を
詳
し
く
う
か
が
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、「
縁
起
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
二
千
五
百
年
前
に
お
釈
迦
様
が
お
悟
り
を
開
か
れ
た
、
そ
の
か
な
め
が
、「
縁
起

の
理
法
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
釈
迦
族
の
王
子
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
少
の
と
き
か
ら
、
人
や
動
物
た
ち
が
生
ま
れ

て
来
て
死
ん
で
行
く
、
病
に
苦
し
み
死
ん
で
行
く
と
い
う
姿
を
、
わ
が
こ
と
と
し
て
見
つ
め
ら
れ
、
生
き
て
い
る
こ
と
を
深
く
見
つ
め

反
省
さ
れ
ま
し
た
。「
ど
う
し
て
生
き
物
は
苦
し
む
の
か
、
ど
う
し
て
死
ん
で
ゆ
く
の
か
…
、
そ
れ
な
の
に
平
気
な
顔
を
し
て
目
先
の

楽
し
み
に
興
じ
て
い
る
、
そ
れ
で
よ
い
の
か
…
…
」
な
ど
と
思
い
悩
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
住
ま
い
の
城

を
出
て
「
出
家
」
し
、
こ
の
「
私
」
を
、
釈
尊
ご
自
身
を
ま
と
も
に
見
つ
め
ら
れ
、
ま
た
生
き
物
や
自
然
を
ま
と
も
に
見
つ
め
る
「
修

行
」（
深
い
瞑
想
）
を
さ
れ
て
、
真
実
に
目
覚
め
大
悟
さ
れ
た
、
そ
の
か
な
め
が
「
縁
起
の
法
」
の
目
覚
め
で
あ
り
、
す
べ
て
を
、
釈

尊
ご
自
身
を
も
含
め
て
「
縁
起
し
て
い
る
」
と
見
つ
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
と
言
い
ま
す
と
、「
あ
ら
ゆ
る
も

の
は
、
原
因
が
あ
り
も
ろ
も
ろ
の
条
件
（「
縁
」
と
い
い
ま
す
）
が
あ
っ
て
こ
そ
生
ま
れ
、
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
真
実
の
姿
を
見

つ
め
ら
れ
た
、
言
い
換
え
ま
す
と
、
人
は
一
般
に
、
自
分
の
本
性
と
い
う
か
「
こ
の
私
」
の
根
底
に
変
わ
ら
な
い
根
本
の
存
在
が
あ
る

（
そ
れ
を
自
我
と
言
い
、
あ
る
い
は
魂
と
も
言
わ
れ
る
で
し
ょ
う
）
と
思
い
込
み
が
ち
で
す
が
、「
す
べ
て
は
原
因
や
縁
（
諸
条
件
）
に

よ
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、そ
こ
に
は
そ
の
存
在
の
独
自
の
ゆ
る
ぎ
な
い
本ほ
ん

性し
ょ
う

と
か
自じ

性し
ょ
う

と
か
魂
と
か
言
え
る
も
の
は
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
、
ま
た
、
古
く
か
ら
「
縁
起
」
を
説
い
て
「
此
れ
有
れ
ば
彼
れ
有
り
、
此
れ
な
け
れ
ば
彼
れ
な
し
、
此
れ
生

ず
れ
ば
彼
れ
生
じ
、
此
れ
滅
す
れ
ば
彼
れ
滅
す
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
は
必
ず
ほ
か
に
原
因
や
縁
が
あ
っ
て
そ
れ
ら
に
よ
っ
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て
生
じ
て
お
り
、
あ
る
い
は
ほ
か
の
も
の
と
の
関
係
の
中
で
こ
そ
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
独
自
の
存
在
、
自
我
と
か
本
性

と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
」
と
説
い
て
い
る
の
で
す
。
最
近
で
は
、
こ
れ
を
「
相
互
依
存
性
」
と
か
「
相そ
う

依え

性
」
な
ど
と
も
い
わ
れ
、

英
語
で
も
「Interdependency

」
な
ど
と
い
う
新
訳
語
が
用
い
ら
れ
た
り
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
我
々
は
「
こ
こ
に
我
あ
り
」
と
し
、
も
の
が
有
る
と
捉
え
ま
す
が
、
龍
樹
菩
薩
は
、
お
釈
迦
様
以
来
説
か
れ
て
き
た
、
こ

の
「
縁
起
せ
る
も
の
」
を
、「
生
ず
る
こ
と
も
な
く
滅
す
る
こ
と
も
な
い
」
な
ど
と
、
否
定
に
否
定
を
重
ね
て
示
さ
れ
た
の
で
す
。
こ

れ
を
、
さ
ら
に
「
空
」
と
か
「
空
性
」
で
示
さ
れ
ま
す
。
こ
の
「
空
」
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
はśūnya

（
シ
ュ
ー
ニ
ア
）
と
い

い
、
本
来
「
欠
落
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
例
え
ば
、
床
の
間
の
あ
る
部
屋
（
最
近
は
、
そ
の
よ
う
な
部
屋
が
な
い
家
屋
が
多

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
…
…
）、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
、
床
の
間
の
中
央
に
掛
け
軸
が
あ
り
、
左
手
に
花
器
が
置
か
れ
て

お
花
が
活
け
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
部
屋
が
床
の
間
の
あ
る
部
屋
と
言
え
ま
す
が
、
何
か
の
都
合
で
お
花
が
活
け
ら
れ
て
い
な
い

と
す
る
と
、
床
の
間
の
あ
る
部
屋
と
し
て
、
欠
け
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
あ
る
べ
き
も
の
が
な
い
、
あ
る
は
ず
の
も

の
が
な
い
、
と
い
う
と
き
に
、「
空
」（śūnya
）
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。

─
し
た
が
っ
て
、「
空
」
と
は
、
ま
っ
た
く
何
も
な
い
、

虚
無
の
状
態
を
い
う
の
で
は
な
く
て
、
龍
樹
菩
薩
が
言
わ
れ
る
「
縁
起
し
て
い
る
も
の
は
空
で
あ
る
」
と
い
う
の
も
、「
生
ず
る
」
な

ど
の
現
象
を
全
く
否
定
し
て
い
る
の
で
な
く
、
我
々
が
固
定
的
に
捉
え
が
ち
な
「
本
性
と
し
て
生
ず
る
」
こ
と
な
ど
を
否
定
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
『
中
論
頌
』
や
そ
の
註
釈
で
は
「
自
性
と
し
て
生
ず
る
こ
と
な
し
」
な
ど
と
、「
自
性
と

し
て
」
を
加
え
て
論
述
さ
れ
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
龍
樹
菩
薩
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
私
ど
も
が
「
こ
こ
に
我
あ
り
」
と
か
「
こ
こ
に
物

が
あ
る
」
と
か
い
う
、
我
々
の
捉
え
方
を
す
べ
て
否
定
す
る
、「
本
性
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
否
定
す
る
、
論

理
を
駆
使
し
て
否
定
す
る
方
法
で
否
定
の
論
理
を
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
自
ら
は
主
張
命
題
を
全
く
立
て
ず
、
ひ
た
す
ら
相
手
の
主
張
を

否
定
す
る
と
い
う
や
り
方
で
し
た
。
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さ
ら
に
、『
中
論
頌
』
の
第
二
十
四
章
第
十
八
詩
頌
に
は
、「
縁
起
即
空
」
の
意
味
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
漢
訳

で
は
、

　
　

衆
因
縁
生
起　

我
説
即
是
無　

亦
為
是
仮
名　

亦
是
中
道
義　
（
こ
こ
の
「
無
」
は
「
空
」
の
別
訳
で
す
）

と
あ
り
、
現
代
語
訳
し
ま
す
と
、

縁
起
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
が
空
で
あ
る
と
我
々
は
名
づ
け
る
。
そ
れ
が
何
も
の
か
を
因
と
し
て
概
念
設
定
す
る
こ
と

（
仮け

）
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
中
道
で
も
あ
る
。

と
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
後
に
、
中
国
の
天
台
大
師
（
智ち

顗ぎ

）
が
「
三
諦た
い

偈げ

」
と
呼
ん
で
、「
三
諦
円
融
」
な
る
智
見
を
示
す
も
の

と
し
て
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、こ
こ
に
は
、お
釈
迦
さ
ま
が
、「
す
べ
て
は
縁
起
せ
る
も
の
な
り
」
と
説
か
れ
た
、そ
れ
は
、「
固

定
的
に
生
ず
る
も
の
で
も
な
く
滅
す
る
も
の
で
も
な
い
」、「
実
体
な
き
、
空
な
る
も
の
で
あ
る
」、
し
か
し
、
そ
れ
は
縁
起
す
る
も
の

と
し
て
、
そ
の
時
々
の
条
件
に
よ
っ
て
仮
に
設
定
さ
れ
て
有
る
「
仮け

名み
ょ
う

」
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
完
全
な
有
で
も
完
全
な
無
で
も
な

い
「
中
道
な
る
も
の
」
で
あ
る
、
と
し
て
、
空
・
仮
・
中
の
三
つ
の
真
実
（
三
諦
）
が
円
か
に
融
け
合
っ
て
い
る
、
と
し
て
「
三
諦
円

融
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

龍
樹
菩
薩
は
、「
空
性
論
」
を
示
さ
れ
て
徹
底
し
た
否
定
の
論
理
を
展
開
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
我
々
の
自
己
執
着
、
固
定
的

な
思
考
を
打
破
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
実
際
、
龍
樹
菩
薩
は
、
自
ら
は
主
張
命
題
を
持
た
ず
も
っ
ぱ
ら
相
手
の
主
張

を
否
定
し
排
斥
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
真
実
の
目
覚
め
を
究
め
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
と
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

天
台
大
師
も
、
龍
樹
菩
薩
を
天
台
教
義
の
か
な
め
を
示
さ
れ
た
祖
師
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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三
、
浄
土
教
に
関
わ
っ
て
の
龍
樹
菩
薩
の
歩
み

　

さ
て
そ
こ
で
、
龍
樹
菩
薩
に
は
否
定
に
徹
す
る
「
空
性
論
」
を
論
ず
る
論
書
と
は
ち
が
っ
た
面
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
著
述
も
少
な

か
ら
ず
著
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
〔
図
解
1
〕
の
中
で（
2
）に
挙
げ
た
論
書
は
、
ま
さ
に
「
空
性
論
」
を
直
接
論
ず
る
の
で
は
な

い
、
菩
薩
道
の
姿
に
出
遇
う
こ
と
が
で
き
る
、
注
目
す
べ
き
龍
樹
菩
薩
の
論
書
で
す
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
菩
薩
道
を
歩
ま
れ
る
龍
樹

大
士
の
姿
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

そ
の
中
で
、
ま
ず
『
宝
行
王
正
論
』
で
す
。
最
近
、
と
言
っ
て
も
、
一
九
〇
〇
年
代
前
半
に
、
こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
が
発
見

さ
れ
、
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
『
ラ
ー
ジ
ャ
パ
リ
カ
タ
ー
・
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
』（Rājaparikathā-Ratnāvalī

）

す
な
わ
ち
「
王
へ
の
教
訓
・
一
連
の
宝
珠
」
と
い
う
題
名
で
、
一
般
に
は
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
と
通
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

詩
頌
を
も
っ
て
書
簡
と
し
、
南
イ
ン
ド
の
サ
ー
タ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ
王
朝
の
あ
る
王
に
宛
て
て
「
王
と
し
て
あ
る
べ
き
道
」
を
示
し
た
も
の

と
言
わ
れ
ま
す
。
全
体
で
五
章
、
五
〇
〇
余
の
詩
頌
か
ら
な
り
ま
す
。
ま
た
、
次
の
『
勧
誡
王
頌
』
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
タ
イ
ト
ル
が

「
ス
フ
リ
ッ
レ
ー
カ
（Suhr

4llekha

）」（「
友
へ
の
書
簡
」
と
い
う
意
味
で
す
）
で
、
こ
れ
も
サ
ー
タ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ
王
朝
の
王
に
宛
て
た
書

簡
で
、
一
二
九
詩
頌
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
は
、
龍
樹
菩
薩
の
友
で
あ
る
、
あ
る
王
に
対
し
て
、
人
と
し
て
の
道
、
王
と
し

て
の
道
を
説
く
「
王
道
」
が
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
に
ま
さ
に
「
菩
薩
の
道
」
を
歩
む
龍
樹
菩
薩
の
姿
が
う
か
が
え
る
の
で
す
。

　

菩
薩
と
い
う
の
は
何
か
、
と
言
い
ま
す
と
、
お
釈
迦
様
当
時
は
、
お
釈
迦
様
の
教
え
を
聴
聞
し
て
、
出
家
し
瞑
想
な
ど
の
修
行
に
専

念
す
る
修
行
僧

─
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
（
上
座
部
）
と
言
わ
れ
ま
す

─
が
中
心
で
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
数
百
年
し
て
紀
元
前
後
頃
に
な

る
と
、「
自
分
の
解
脱
の
み
を
求
め
る
の
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
と
も
に
解
脱
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
ら
ね
ば
、
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本
当
の
仏
道
と
は
い
え
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
歩
み
得う

る
、
救
わ
れ
る
道
を
完
成
し
よ
う
」
と
い
う

─
こ
れ
が
大
乗
と
言
わ
れ
ま

す

─
歩
み
方
が
出
て
き
て
、
そ
の
よ
う
な
道
を
究
め
よ
う
と
す
る
仏
教
求
道
者
が
現
れ
、
み
ず
か
ら
「
菩
薩
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り

ま
す
。
龍
樹
菩
薩
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
菩
薩
の
道
を
極
め
ら
れ
て
、「
縁
起
す
な
わ
ち
空
性
」
と
い
う
真
理
に
到
達
さ
れ
た
、
そ
し

て
あ
ら
ゆ
る
も
の
（
一
切
衆
生
）
が
歩
み
得
る
道
「
仏
道
」
を
歩
ま
れ
て
い
た
と
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
『
宝
行
王
正
論
』（
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
）
に
は
、
王
道
と
し
て
こ
の
世
で
の
人
の
道
を
説
き
つ
つ
、
菩
薩
の
道
、
菩
薩
の
こ
こ
ろ
を

説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
端
が
、
菩
薩
の
誓
願
を
説
く
詩
頌
か
ら
窺
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
第
五
章
の
第
六
五
詩
頌
以
下
に
、

そ
こ
で
、
仏
像
や
仏
塔
の
前
で
あ
れ
、
ほ
か
の
処
で
あ
れ
、
次
の
二
十
偈
頌
を
毎
日
三
度
と
誦と
な

え
て
く
だ
さ
い
。（
六
五
）

仏
、法
、僧
と
菩
薩
と
に
恭
敬
を
な
し
、帰
依
し
て
、そ
れ
ら
供
養
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
々
に
、私
は
礼
拝
を
さ
さ
げ
ま
す
。（
六

六
）
…
…

人
び
と
が
、
私
を
見
、
心
に
思
い
、
ま
た
た
だ
（
私
の
、
仏
の
）
名
の
み
を
聞
い
て
浄
信
を
起
し
、
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
心
安
ら

か
と
な
り
、
か
な
ら
ず
完
全
無
欠
の
菩
提
に
到
る
も
の
と
な
り
ま
す
よ
う
に
。（
八
〇
）
…
…

な
ど
と
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
第
八
〇
詩
頌
は
、
私
た
ち
、
浄
土
真
宗
徒
に
と
っ
て
大
事
な
『
大
無
量
寿
経
』
の
「
第
十
八
願
文
」

と
同
じ
こ
こ
ろ
を
詠
っ
て
い
る
と
窺
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、『
大
無
量
寿
経
』
で
は
、
法
蔵
菩
薩
が
一
大
誓
願
を
立
て
菩
薩

の
行
を
成
し
遂
げ
て
阿
弥
陀
仏
と
成
ら
れ
た
、
そ
の
誓
願
に
、「〔
私
が
正
覚
を
得
た
時
に
は
〕
私
の
名
を
聞
い
て
信
頼
を
寄
せ
た
者
が

必
ず
私
の
国
（
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
）
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
私
は
正
覚
を
と
ら
な
い
」（
要
旨
）

と
い
う
決
意
を
誓
わ
れ
て
菩
薩
道
を
実
践
さ
れ
た
、
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。『
宝
行
王
正
論
』
も
、
同
じ
菩
薩
の
こ
こ
ろ
を
示
す
も
の

と
窺
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
縁
起
す
る
も
の
は
空
で
あ
る
」
と
い
う
真
理
に
目
覚
め
た
智
慧
を
も
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
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け
る
も
の
が
同
じ
道
を
歩
む
同
朋
で
あ
り
、
こ
の
真
理
に
目
覚
め
る
道
を
と
も
に
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
、
他
力
（
す
な
わ
ち
正
覚
を
得
ら
れ
た
仏
の
は
た
ら
き
）
に
導
か
れ
る
道
、
ほ
か
の
同
朋
と
と
も
に
歩
む
と
い
う

利
他
行
の
姿
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、〔
図
解
1
〕
の
最
後
に
挙
げ
た
『
十
住じ
ゅ
う

毘び

婆ば

沙し
ゃ

論ろ
ん

』
が
龍
樹
菩
薩
の
著
と
さ
れ
、そ
の
第
九
章
「
易い

行ぎ
ょ
う

品ぼ
ん

」
が
浄
土
教
に
と
っ

て
大
事
な
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
本
論
は
、
菩
薩
の
実
践
道
で
あ
る
十
地
（
こ
こ
で
は
、
十
住
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
）
の
要
点
を
、
他
の

大
乗
経
典
に
依
り
な
が
ら
解
説
す
る
も
の
で
、
専
門
の
先
生
が
た
は
、
龍
樹
真
撰
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
し
か
し
、

本
論
を
詳
し
く
研
究
す
る
先
生
が
た
は
、
そ
の
中
の
詩
頌
部
分
は
龍
樹
真
撰
で
あ
ろ
う
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
「
七
高
僧
」

の
第
三
に
挙
げ
ら
れ
る
中
国
の
曇
鸞
大
師
は
、『
浄
土
論
』（
今
回
は
そ
の
内
容
に
ま
で
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
が
…
…
）
を
解
説
さ
れ
る
に

あ
た
っ
て
、
最
初
に
こ
の
「
易
行
品
」
を
要
約
し
て
引
用
し
そ
れ
に
基
づ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、「
易
行
品
」
の
冒
頭
に
、

次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
ま
す
。

二
度
と
退
く
こ
と
の
な
い
状
態
（
阿あ

惟ゆ
い

越お
っ

致ち

地じ

、
あ
る
い
は
不
退
と
言
わ
れ
ま
す
）
に
あ
る
菩
薩
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
位
に
至

る
に
は
大
変
な
難
行
を
行
じ
て
こ
そ
得
ら
れ
る
と
説
か
れ
る
、
が
し
か
し
、（
普
通
の
我
々
で
も
歩
ま
れ
る
）
や
さ
し
い
道
（
易

行
道
）
は
な
い
か
、
出
来
れ
ば
そ
れ
を
説
い
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
の
問
い
に
、
そ
の
よ
う
な
弱
弱
し
い
こ
と
で
は
い
か
ん
、
身し

ん

命み
ょ
う

を
惜
し
ま
ず
、
精
進
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
と
は
い
っ
て
も
、
資
質
的
に
菩
薩
道
を
修
行
で
き
な
い
者
は
、
例
え
ば
自
ら
の
足
で

歩
む
陸
道
は
苦
し
い
が
、
船
に
乗
せ
て
も
ら
っ
て
進
む
水
道
は
楽
し
い
よ
う
に
、
自
ら
歩
む
勤ご
ん

行ぎ
ょ
う

精し
ょ
う

進じ
ん

の
も
の
が
あ
り
、
ま
た
信
心

を
方
便
と
す
る
「
易
行
」
の
道
で
速
や
か
に
二
度
と
退
く
こ
と
の
な
い
状
態
（
阿
惟
越
致
地
）
に
至
る
も
の
が
あ
る
。
…
…
（
要
旨
）

　

こ
の
よ
う
に
、
正
覚
を
得
る
資
質
な
き
凡
夫
は
「
信
方
便
」
す
な
わ
ち
、
仏
の
は
た
ら
き
に
乗
せ
て
い
た
だ
く
（
そ
れ
が
、
信
方
便
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で
あ
り
、
仏
の
名
を
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
）
こ
と
、
そ
れ
が
仏
道
と
な
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ

て
い
ま
す
。「
乗
船
」
の
譬
喩
は
、
凡
夫
で
も
歩
ま
せ
て
い
た
だ
け
る
大
乗
の
道
、
仏
の
智
慧
と
慈
悲
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
道
を
示
す

最
高
の
譬
え
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、「
こ
の
船
は
大
丈
夫
か
し
ら
」
と
い
う
疑
い
が
あ
っ
て
、
自
分
で
泳
ぐ
、
と
自
力
を
出
し

て
は
「
ダ
メ
」
と
な
り
ま
す
、
船
に
乗
せ
て
も
ら
っ
て
、
本
当
に
任
せ
き
る
こ
こ
ろ
に
な
っ
て
こ
そ
、
正
覚
へ
と
導
か
れ
る
、「
二
度

と
戻
ら
な
い
」状
態
、
す
な
わ
ち「
阿
惟
越
致
地
」「
不
退
」に
至
る
こ
と
に
な
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の「
易

行
品
」
あ
る
い
は
そ
の
関
連
す
る
処
を
引
か
れ
て
、「
現げ
ん

生し
ょ
う

正し
ょ
う

定じ
ょ
う

聚じ
ゅ

」
す
な
わ
ち
「
現
在
世
に
お
い
て
〔
正
覚
を
得
る
こ
と
に
〕
正ま
さ

し

く
定
ま
っ
て
い
る
輩
」
と
い
う
状
態
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　

龍
樹
菩
薩
は
、
菩
薩
道
を
極
め
ら
れ
て
、
大
乗
仏
教
の
根
本
を
、「
縁
起
せ
る
も
の
は
空
性
な
り
」
と
い
う
真
理
の
も
と
に
置
き
、

そ
の
上
に
立
っ
て
、
真
実
の
智
慧
と
慈
悲
の
は
た
ら
き
と
し
て
同
じ
同
朋
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
道
「
信
方
便
の

易
行
」
を
示
さ
れ
た
祖
師
で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
は
「
七
高
僧
」
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

不
十
分
な
説
明
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
龍
樹
菩
薩
の
こ
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
し

て
、
私
の
話
を
終
了
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　

龍
樹
菩
薩　

空
性
論　

菩
薩
道　

易
行
道




