
「
法
を
弘
む
る
は
人
に
在
り
」
と
は
、
仏
教
思
想
家
が
古
く
か
ら
云
い
伝
え
て
来
た
言
葉
で
あ
る
。
釈
尊
の
成
道
以
来
、
仏
教
は
広
汎

な
地
域
に
伝
播
さ
れ
つ
つ
長
い
歴
史
を
形
成
し
て
来
た
が
、
そ
の
間
に
仏
教
思
想
は
幾
重
に
も
拡
張
し
つ
つ
展
開
し
て
来
て
い
る
。
そ
し

て
仏
教
が
新
し
い
思
想
と
し
て
の
展
開
を
見
せ
る
と
き
に
は
、
必
ら
ず
指
導
者
的
な
役
割
り
を
果
た
す
す
ぐ
れ
た
仏
教
思
想
家
が
輩
出
し

て
い
る
こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
が
仏
教
研
究
を
志
す
と
き
、
思
想
家
相
互
の
異
な
っ
た
思
想
な
り
教
学
体
系
な
り
に
つ
い
て
、
そ
の
相
違
点
を
指

摘
し
解
明
す
る
こ
と
は
大
切
な
研
究
課
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
仏
教
思
想
上
の
相
違
が
明
白
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
越
え

て
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
で
、
そ
の
思
想
家
相
互
の
間
に
共
鳴
し
合
え
る
何
か
が
あ
る
の
で
は
…
…
と
い
う
こ
と
を
強
く
感
ず
る
こ
と
も
あ

る
。
そ
れ
は
も
は
や
文
献
上
の
研
究
で
は
明
ら
か
に
成
し
得
ぬ
領
域
に
属
す
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
仏
教
学
の
基
本
の
テ
キ

↓
〈
ト
で
あ
る
諸
経
典
そ
の
も
の
が
、
い
わ
ば
深
い
禅
定
の
世
界
を
わ
れ
わ
れ
の
言
語
を
も
っ
て
あ
え
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
竜
樹
や

世
親
を
は
じ
め
、
各
宗
の
祖
師
達
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
子
と
し
て
こ
の
世
を
生
き
な
が
ら
、
諸
経
典
の
説
く
教
理
を
深
い
三
味
の
境
地

天
台
浄
土
教
の
二
つ
の
側
面

Ｉ
知
礼
と
遵
式
の
念
仏
三
昧
論
を
め
ぐ
っ
て

福

島

光

哉
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を
経
て
、
や
が
て
趙
宋
畔

表
的
な
学
僧
で
あ
っ
た
。

に
至
る
ま
で
し
っ
か
り
見
届
け
て
、
す
ぐ
れ
た
思
想
を
形
成
し
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
仏
教
研
究
に
お

い
て
も
、
法
を
弘
む
る
「
人
」
そ
の
も
の
に
焦
点
を
あ
て
て
、
仏
教
が
伝
統
さ
れ
て
い
く
中
で
そ
の
「
人
」
の
思
想
や
背
景
を
文
献
を
通

し
て
探
究
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
思
想
を
生
み
出
す
母
胎
と
も
い
う
べ
き
何
か
が
、
文
献
の
行
間
に
溢
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と

も
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
異
な
っ
た
思
想
表
現
に
も
拘
ら
ず
、
共
感
し
共
鳴
し
得
る
「
何
か
」
に
着
目
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
趙
宋
天
台
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
四
明
知
礼
Ｇ
ｇ
ｌ
弓
馬
）
と
慈

雲
遵
式
Ｇ
露
Ｉ
己
路
）
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
二
人
の
仏
教
思
想
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
天
台
の
伝
統
を
受
け

継
ぐ
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
方
向
に
向
か
っ
て
仏
道
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
か
に
見
え
る
。
し
か
も
両
者
は
と
も

に
天
台
学
徒
と
し
て
敬
愛
し
合
う
と
い
う
間
柄
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
と
く
に
浄
土
教
、
中
で
も
念
仏
思
想
を
め
ぐ
る
二
人
の
関
心
の
あ
り

よ
う
を
紹
介
し
つ
つ
、
二
人
の
仏
教
探
究
の
方
向
に
つ
い
て
述
書
へ
て
み
よ
う
と
思
う
。

さ
て
中
国
に
お
い
て
、
天
台
教
学
は
晴
代
の
天
台
大
師
智
顎
（
麗
甲
沼
己
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
天
台
教
学
と
は
、
当
時
の
中

国
に
お
い
て
摂
取
さ
れ
、
深
化
さ
れ
て
来
た
仏
教
を
『
法
華
経
』
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
智
頒
は
こ
れ
を
教
相
と
観

心
、
云
い
か
え
れ
ば
仏
教
の
理
論
と
実
践
の
両
面
を
具
備
す
る
総
合
的
な
体
系
と
し
て
樹
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
幾
多
の
曲
折

を
経
て
、
や
が
て
趙
宋
時
代
に
入
っ
て
天
台
教
学
は
新
し
い
展
開
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
な
る
。
知
礼
と
遵
式
は
そ
の
趙
宋
天
台
学
の
代

知
礼
は
北
宋
建
国
の
年
に
あ
た
る
建
隆
元
年
言
Ｃ
）
四
明
に
生
れ
た
。
七
才
の
と
き
母
の
死
に
遭
い
出
家
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
十
才

の
と
き
、
天
台
の
法
灯
を
継
い
で
い
た
宝
雲
義
通
（
弱
］
と
路
）
の
も
と
で
天
台
の
教
観
を
学
び
、
優
れ
た
才
能
を
発
揮
し
始
め
た
。
二
十

ま
ず
両
人
の
生
涯
の
う
ち
か
ら
、
浄
土
教
に
関
わ
り
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

二二
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二
才
の
と
き
に
は
、
恩
師
義
通
に
代
っ
て
諸
経
論
の
講
義
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
や
が
て
雍
煕
元
年
（
諸
ｅ
遵
式
も
義
通
の
門
に
入
り
、

こ
れ
よ
り
知
礼
と
遵
式
の
友
好
が
始
ま
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
知
礼
は
乾
符
寺
や
保
恩
院
（
い
ず
れ
も
所
在
は
四
明
）
に
あ
っ
て
、
天

台
教
観
の
研
究
と
共
に
餓
法
の
実
践
に
力
を
つ
く
す
。
こ
と
に
成
平
三
年
ｇ
ｇ
）
大
旱
に
遭
っ
た
と
き
、
遵
式
と
共
に
祈
雨
の
た
め
金
光

明
餓
法
を
修
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

さ
て
知
礼
の
活
躍
が
本
格
化
す
る
の
は
、
智
顎
の
講
説
し
た
『
金
光
明
経
玄
義
』
の
広
略
二
本
の
真
偽
を
め
ぐ
る
問
題
や
、
『
起
信
論
』

の
真
如
随
縁
説
は
天
台
の
別
教
に
相
当
す
る
と
い
う
別
理
随
縁
説
の
主
張
な
ど
、
天
台
教
学
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
山
外
派
の
学
匠
と
の

間
に
激
し
い
論
争
を
交
わ
す
こ
と
に
な
る
景
徳
元
年
（
己
宣
）
頃
か
ら
で
あ
る
。
中
で
も
別
理
随
縁
説
は
彼
の
『
十
不
二
門
指
要
紗
』
に
発

表
さ
れ
て
以
来
、
天
台
教
学
の
根
幹
を
ゆ
る
が
す
程
の
深
刻
な
課
題
を
め
ぐ
っ
て
、
山
外
派
慶
昭
の
門
下
で
あ
っ
た
継
斉
な
ど
と
論
戦
を

く
り
返
し
、
こ
の
論
戦
を
通
し
て
趙
宋
天
台
を
背
負
う
知
礼
の
責
任
と
自
信
の
強
さ
を
充
分
に
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
知
礼
の
真
骨
頂

を
知
る
に
は
、
こ
の
『
十
不
二
門
指
要
妙
』
は
必
読
の
書
で
あ
る
。
こ
の
知
礼
の
山
外
派
に
対
す
る
論
難
は
彼
の
浄
土
教
の
学
説
に
お
い

て
も
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

知
礼
が
浄
土
教
に
関
心
を
示
し
た
こ
と
は
、
大
中
祥
府
六
年
（
己
邑
、
五
十
四
才
の
と
き
に
念
仏
施
戒
会
を
結
ん
だ
こ
と
に
始
ま
る
。

当
時
遠
く
盧
山
慧
遠
命
置
ム
ョ
）
の
白
蓮
社
の
遺
風
を
慕
い
、
念
仏
結
社
を
組
織
し
て
僧
俗
と
も
に
西
方
浄
土
の
往
生
を
願
っ
て
、
浄
土

の
行
業
を
修
す
る
仏
教
界
の
風
潮
が
、
次
第
に
広
が
り
を
見
せ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
遵
式
は
早
く
よ
り
多
く
の
徒

属
と
共
に
念
仏
三
昧
を
修
し
て
お
り
、
知
礼
は
こ
れ
に
な
ら
っ
て
延
慶
道
場
に
念
仏
施
戒
会
を
設
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
知
礼
の
『
結

念
仏
会
疏
』
と
い
う
短
篇
に
よ
る
と
、
こ
の
念
仏
結
社
に
お
け
る
浄
業
は
『
阿
弥
陀
経
』
の
「
執
持
名
号
若
一
日
：
．
…
一
心
不
乱
」
と
い

う
経
説
に
よ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
号
を
執
持
し
て
念
仏
三
昧
に
没
頭
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
西
方
往
生
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

知
礼
は
そ
の
翌
年
ｇ
昼
）
五
十
五
才
の
と
き
『
観
経
融
心
解
』
を
撰
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
観
無
量
寿
経
』
の
十
六
観
法
に
つ
い
て
天

台
の
い
わ
ゆ
る
一
心
三
観
を
適
用
し
、
中
で
も
第
八
像
観
、
第
九
真
身
観
に
「
観
経
』
の
説
く
念
仏
三
昧
（
あ
る
い
は
観
仏
三
昧
）
の
究

つ
Ｊ



極
が
あ
る
と
見
、
こ
の
観
法
は
天
台
伝
統
の
円
頓
止
観
と
し
て
修
す
べ
き
こ
と
を
強
く
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
更
に
六
十
二

才
ｇ
閏
）
の
と
き
『
観
無
量
寿
経
疏
妙
宗
紗
』
を
著
わ
す
に
至
っ
て
、
「
観
経
』
の
念
仏
は
天
台
円
教
止
観
と
不
二
で
あ
り
、
天
台
の
最

も
典
型
的
な
観
法
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
内
容
と
根
拠
を
克
明
に
論
述
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
妙
宗
抄
』
は
、
智
顎
の
撰

述
と
伝
え
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
『
天
台
観
経
疏
』
の
註
釈
で
あ
る
が
、
知
礼
が
智
顎
以
来
の
天
台
浄
土
教
の
伝
統
に
立
っ
て
、
や
典
も
す
る

と
非
天
台
的
な
浄
土
教
に
流
さ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
当
時
の
天
台
学
徒
に
対
し
て
、
き
び
し
く
警
鐘
を
打
ち
鳴
ら
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
念
仏
思
想
は
趙
宋
以
後
の
天
台
浄
土
教
に
対
し
て
、
常
に
そ
の
理
念
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

遵
式
は
知
礼
よ
り
三
年
お
そ
く
、
北
宋
の
乾
徳
元
年
（
＠
＄
）
天
台
の
寧
海
に
生
れ
た
。
や
Ｌ
長
じ
て
俗
兄
に
随
い
商
業
を
営
む
こ
と
を

勧
め
ら
れ
た
が
こ
れ
を
ね
が
わ
ず
、
東
山
（
東
抜
山
）
に
往
き
出
家
し
、
二
十
才
で
具
足
戒
を
受
け
る
。
そ
し
て
翌
年
天
台
山
の
国
清
寺

に
入
っ
て
〃
天
台
を
伝
え
ん
″
こ
と
を
誓
う
。
雍
煕
元
年
（
富
ｅ
二
十
二
才
の
と
き
四
明
に
至
り
、
宝
雲
義
通
に
出
会
っ
て
そ
の
門
下
と

な
る
。
既
に
述
罰
へ
た
よ
う
に
知
礼
が
義
通
の
門
を
叩
い
て
五
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
や
が
て
義
通
示
寂
の
の
ち
再
び
天
台
に
か
え
っ
た
が
、

請
わ
れ
て
宝
雲
講
堂
に
お
い
て
『
法
華
』
『
維
摩
』
『
浬
藥
』
『
金
光
明
』
の
諸
経
を
講
じ
た
。
と
き
に
遵
式
二
十
八
才
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
頃
か
ら
遵
式
は
浄
土
教
に
強
く
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
、
至
道
二
年
お
窟
）
に
は
『
誓
生
西
方
記
」
（
現
存
せ
ず
）
を
著
わ
し
、
専

ら
浄
業
を
修
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
同
じ
頃
の
撰
述
と
伝
え
ら
れ
る
『
十
四
誓
願
』
に
よ
っ
て
は
、
彼
の
浄
土
教
に
対
す
る
学

識
や
信
仰
が
果
し
て
ど
れ
程
の
も
の
で
あ
っ
た
か
把
握
し
難
い
。
む
し
ろ
四
十
才
の
と
き
、
天
台
の
東
披
山
に
帰
っ
て
念
仏
三
味
を
修
し

た
頃
、
多
く
の
徒
属
が
集
ま
る
中
で
浄
業
を
行
じ
た
こ
と
は
注
意
す
零
へ
き
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
こ
れ
が
遵
式
に
と
っ
て
本
格
的
な
念
仏
結

社
に
よ
る
浄
士
の
行
業
実
践
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

や
が
て
彼
は
大
中
祥
府
七
年
ｇ
医
）
五
十
二
才
の
と
き
に
杭
州
に
移
り
、
晩
年
に
至
る
ま
で
こ
こ
杭
州
を
中
心
に
広
く
浄
土
教
宣
布
の

活
動
に
入
る
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
杭
州
に
移
っ
た
翌
年
天
竺
寺
に
入
っ
て
住
持
と
な
り
、
彼
の
浄
土
教
に
関
す
る
主
著
の
一
つ
で
あ
る
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ま
ず
知
礼
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

『
往
生
浄
土
俄
願
儀
』
を
治
定
す
る
。
こ
れ
は
題
名
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
浄
土
の
行
業
を
餓
法
と
願
生
の
二
面
か
ら
、
そ
の
作

法
・
行
法
を
詳
細
に
規
定
し
た
も
の
で
、
彼
の
浄
土
思
想
を
学
ぶ
必
須
の
書
で
あ
る
。
知
礼
が
『
観
経
融
心
解
』
を
著
し
た
翌
年
に
あ
た

り
、
そ
の
問
の
両
者
の
思
想
上
の
問
題
を
解
明
す
る
上
に
も
重
要
で
あ
る
。
更
に
彼
は
天
禧
元
年
（
己
弓
）
に
は
『
往
生
浄
土
行
願
二
門
』

を
撰
し
て
い
る
。
こ
れ
は
在
家
の
人
に
浄
業
を
す
ふ
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
著
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
か
ら
当
時
杭
州
の
著
名

な
在
家
信
者
へ
の
教
化
活
動
も
活
発
に
な
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
銭
唐
の
馬
亮
は
浄
土
の
行
業
を
修
し
て
い
た
が
、
遊
式
に
浄
業
に
関
す

る
教
え
を
問
う
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
上
記
の
『
行
願
二
門
』
を
撰
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
崔
育
才
の
た
め
に
施
食
の
道
を
説
い

て
短
篇
『
観
想
』
を
製
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
文
穆
公
王
欽
若
が
幕
僚
を
率
い
て
遵
式
を
山
中
に
訪
ね
た
と
き
、
『
法
華
』
及
び
『
心
仏

衆
生
三
法
如
義
』
を
講
じ
て
天
台
の
教
観
を
懇
切
に
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
在
家
信
者
に
種
々
の
善
業
を
す
上
め
、
も
っ

て
信
者
と
共
に
浄
業
に
励
み
、
そ
の
名
声
は
次
第
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
「
峨
主
」
と
称
讃
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
早
く
か
ら
餓
悔
の
法
に
対
し
て
は
格
別
の
関
心
を
抱
い
て
い
た
。

智
頒
の
『
法
華
俄
法
』
に
つ
い
て
詳
細
な
解
釈
を
施
し
た
り
、
『
識
観
音
餓
法
』
あ
る
い
は
『
金
光
明
峨
法
』
な
ど
、
単
に
こ
れ
ら
の
行
規

を
整
備
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
ら
を
俄
悔
し
自
己
の
内
面
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
求
道
精
神
は
、
大
い
に
注
意
す
べ
き
で
あ

る
一
。
彼
の
深
い
俄
悔
を
通
し
て
西
方
往
生
を
求
め
る
姿
勢
が
、
当
時
の
僧
俗
に
強
く
訴
え
る
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
後
世
多
く
の
浄
土
教
研
究
者
は
浄
土
往
生
を
願
っ
た
高
僧
の
一
人
と
し
て
、
必
ら
ず
遵
式
の
名
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
ま
こ
と

に
当
然
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
生
涯
を
送
っ
た
こ
の
両
人
は
、
ど
の
よ
う
な
浄
土
教
、
と
く
に
「
念
仏
」
に
関
す
る
学
説
を
表
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
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知
礼
の
『
結
念
仏
会
疏
』
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
僧
俗
男
女
一
万
人
が
集
ま
り
、
畢
世
に
わ
た
っ
て
阿
弥
陀
仏
６

を
称
念
し
、
菩
提
心
を
発
し
て
西
方
浄
土
に
生
れ
る
こ
と
を
求
め
、
且
つ
毎
年
二
月
十
五
日
に
は
四
明
の
延
慶
院
内
に
道
場
を
建
立
し
て
、

三
宝
を
供
養
し
、
帝
寿
を
祝
延
し
、
軍
民
を
利
福
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
往
生
浄
土
を
願
う
思
想
の
根
拠
は
、

『
無
量
寿
経
』
や
「
阿
弥
陀
経
』
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
乗
托
し
、
執
持
名
号
の
功
徳
を
も
っ
て
往
生
の
因
と
す
る
、
と
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
彼
の
往
生
の
思
想
は
、
す
で
に
遵
式
が
数
年
前
に
天
台
の
東
披
山
に
て
念
仏
結
社
を

結
び
、
僧
俗
と
も
に
浄
業
を
修
し
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
そ
れ
と
同
様
に
称
名
念
仏
を
人
々
に
勧
め
て

念
仏
三
昧
を
修
し
、
西
方
往
生
を
願
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
知
礼
は
『
結
念
仏
会
疏
』
を
著
し
た
翌
年
に
は
『
観
経
融
心
解
』
を
発
表
し
、
更
に
七
年
後
に
は
『
観
経
疏
妙
宗
抄
』
を
著

し
て
、
専
ら
「
観
経
』
の
研
究
に
集
中
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
害
に
お
い
て
彼
は
『
結
念
仏
会
疏
』
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
観
仏

三
味
の
思
想
を
徹
底
的
に
追
求
し
、
そ
の
結
果
天
台
浄
土
教
の
本
質
を
、
伝
統
的
な
天
台
止
観
と
完
全
に
一
致
す
る
念
仏
三
昧
に
あ
り
と

す
る
に
至
る
。
そ
し
て
彼
の
浄
土
教
の
本
領
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
『
観
経
』
に
よ
る
念
仏
三
昧
に
見
ら
れ
る
の
で
、
つ
ぎ
に
そ
の
観
法
を

『
天
台
観
経
疏
』
に
は
、
「
心
観
を
も
っ
て
宗
と
為
す
」
と
耐
う
。
つ
ま
り
『
観
経
』
の
経
題
は
「
観
仏
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
行

人
の
観
法
実
践
に
お
い
て
は
行
者
自
身
の
心
を
観
察
す
る
「
心
観
」
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
直
ち
に
「
観
仏
」
を

「
心
観
」
で
あ
る
と
解
釈
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
観
法
に
関
す
る
疑
問
が
生
じ
て
来
る
。
そ
こ
で
知
礼
は
こ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
し
て

い
く
。
小
乗
仏
教
に
お
い
て
観
仏
と
云
え
ば
、
仏
陀
の
相
好
で
あ
る
三
十
二
相
、
つ
ま
り
仏
の
姿
形
を
観
想
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
仏

は
わ
が
心
と
直
接
の
つ
な
が
り
は
な
い
と
解
釈
す
る
。
し
た
が
っ
て
観
察
の
対
象
で
あ
る
仏
は
わ
が
心
の
外
か
ら
来
る
仏
を
観
察
せ
よ
と

い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
し
大
乗
の
行
人
は
、
わ
が
一
心
に
仏
性
を
具
足
し
て
い
る
こ
と
を
初
め
か
ら
知
っ
て
い
る
。
今
の
『
観
経
』
の

十
六
観
法
は
阿
弥
陀
仏
の
依
正
に
託
し
て
修
観
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
が
心
性
に
具
足
し
て
い
る
極
楽
の
依
正
が
心
性

す
る
に
至
る
。
そ
し
て
彼
〈

た
ず
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。



の
上
に
発
生
し
、
仏
の
相
好
が
顕
現
し
て
来
る
。
だ
か
ら
弥
陀
の
依
正
は
「
心
具
而
生
」
で
あ
る
と
云
い
、
わ
が
心
の
す
等
へ
て
が
阿
弥
陀

仏
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
す
熱
へ
て
が
わ
が
心
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
常
散
心
の
状
態
に
あ
っ
て
は
到
底
自
覚
す
る
に
至
ら
な
い
け
れ
ど

も
、
仏
と
心
と
の
不
二
で
あ
る
と
い
う
原
理
を
強
調
し
、
終
日
観
仏
す
る
こ
と
は
そ
の
ま
些
終
日
観
心
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
知
礼
は
云

い
切
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
徹
底
的
に
仏
の
内
在
を
明
か
し
、
従
来
や
坐
も
す
る
と
阿
弥
陀
仏
を
超
越
的
な
実
在
と
受
け
と
め

勝
ち
な
行
者
に
対
し
て
厳
し
く
誠
し
め
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
善
導
な
ど
は
深
い
凡
夫
の
自
覚
に
立
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
は
わ
が
心
に
内

在
す
る
と
す
る
「
己
身
の
弥
陀
」
と
い
う
思
想
を
批
判
し
て
お
り
、
恐
ら
く
こ
の
影
響
を
受
け
る
当
時
の
天
台
学
徒
に
対
し
て
、
知
礼
は

警
告
を
発
す
る
意
味
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
知
礼
は
「
己
身
の
弥
陀
」
を
強
く
主
張
し
、
経
題
の
「
観
仏
」
と
『
天
台
観
経

疏
』
の
「
心
観
」
と
が
、
名
目
の
違
い
は
あ
っ
て
も
そ
の
内
容
は
完
全
に
一
致
す
る
と
云
う
の
で
あ
る
。

知
礼
に
よ
る
と
、
こ
の
「
観
仏
」
と
「
観
心
」
と
が
不
二
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
理
解
し
た
上
で
、
こ
れ
を
観
法
実
践
の
上
で
実
証
す

る
方
法
は
「
観
経
』
の
第
八
像
観
の
観
仏
三
昧
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
観
法
を
克
明
に
説
明
し
て
い
る
。
『
観
経
』

像
観
の
初
め
に
「
諸
仏
如
来
は
是
れ
法
界
身
に
し
て
一
切
衆
生
の
心
想
の
中
に
入
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
知
礼
は
こ
の
如
来
が
衆
生
心

想
の
中
に
入
る
と
い
う
経
文
を
、
観
仏
三
味
を
行
ず
る
行
人
が
禅
定
に
よ
っ
て
見
仏
を
体
験
す
る
内
容
と
解
釈
し
た
。
つ
ま
り
見
仏
三
昧

が
深
ま
り
、
そ
の
結
果
阿
弥
陀
仏
が
自
己
の
心
中
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
行
人
が
仏
を
求
め
る
感
と
、
仏
が
そ
れ
に
応
え
て
現
わ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
感
応
道
交
の
心
境
を
云
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
三
味
に
よ
る
一
種
の
神
秘
的
な
体
験
の
こ
と
で
あ
る
。
自
己
と
阿
弥
陀
仏
と

が
一
つ
に
な
っ
た
と
い
う
歓
喜
に
満
ち
た
禅
体
験
と
云
っ
て
も
よ
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
禅
定
に
止
ま
る
限
り
ま
だ
不
完
全
で
あ
る

何
故
な
ら
わ
が
心
中
に
応
現
し
て
来
た
仏
は
心
外
の
実
在
で
あ
っ
て
、
外
仏
が
内
心
に
入
っ
て
来
た
と
い
う
分
別
意
識
が
は
た
ら
い
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、
仏
と
自
己
と
が
不
二
で
あ
る
と
い
う
道
理
に
背
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
観
解
を
用
い
て
、
自
己
と
仏
と
が
一
境
三
諦
の
理
に
違
背
す
る
こ
と
な
く
一
体
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
認
識
し
、
仏

の
全
体
が
衆
生
の
色
心
依
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
心
外
の
仏
が
衆
生
心
中
に
入
っ
て
来
た
と
い
う
誤
り
を
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是
正
す
る
。
こ
れ
を
解
入
相
応
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
知
礼
は
感
応
道
交
と
解
入
相
応
の
二
釈
に
よ
っ
て
入
衆
生
心
想
中
の
語
を
解
釈
し
た
。
こ
れ
は
感
応
道
交
と
い
う
神
秘

体
験
を
、
更
に
解
入
相
応
と
い
う
教
理
上
の
認
識
に
裏
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
定
か
ら
慧
へ
の
展
開
で
あ
る
。
あ
る
い
は
パ
ト
ス
か
ら
ロ

ゴ
ス
へ
の
飛
躍
と
い
え
よ
う
か
。
こ
と
に
解
入
相
応
は
天
台
円
教
の
実
相
認
識
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

さ
て
こ
の
実
修
過
程
を
知
礼
は
更
に
「
観
経
』
の
「
是
心
作
仏
、
是
心
是
仏
」
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
確
証
す
る
。
即
ち
「
是
の
心
、

仏
と
作
る
」
と
は
、
第
一
に
自
己
の
浄
心
が
よ
く
他
方
の
仏
を
感
得
す
る
こ
と
、
第
二
に
わ
が
三
昧
が
成
就
し
て
仏
果
に
到
達
し
た
と
自

覚
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
い
ま
だ
自
己
と
仏
と
は
別
個
の
実
在
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
残
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
「
是
の
心
、
是
れ
仏
な
り
」
と
は
、
第
一
に
わ
が
心
性
が
本
来
仏
で
あ
り
仏
と
は
わ
が
心
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
自
覚
す

る
。
第
二
に
も
と
も
と
わ
が
心
は
そ
の
ま
ま
果
仏
で
あ
っ
て
、
三
昧
の
成
就
を
ま
つ
こ
と
な
く
、
衆
生
心
中
に
如
来
が
結
珈
跣
坐
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
未
来
の
果
仏
を
期
待
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
知
礼
は
作
・
是
の
原
理
に
基
づ
い
て
、
『
観
経
」
の

観
仏
は
自
己
と
仏
と
が
不
二
一
体
で
あ
る
と
の
道
理
を
徹
底
的
に
体
証
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

念
仏
が
、
は
じ
め
心
外
の
仏
を
縁
じ
て
や
が
て
心
即
仏
で
あ
る
と
さ
と
り
、
そ
れ
が
天
台
円
教
の
円
融
三
諦
と
い
う
実
相
原
理
と
一
致
す

る
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
理
観
の
念
仏
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

知
礼
は
以
上
の
第
八
像
観
の
観
法
は
、
さ
ら
に
十
六
観
す
零
へ
て
に
わ
た
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
『
観
経
』
は

一
貫
し
て
理
観
の
念
仏
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

遵
式
は
す
で
に
述
尋
へ
た
よ
う
に
、
餓
法
す
な
わ
ち
峨
悔
の
法
に
心
を
砕
い
た
人
で
あ
っ
た
。
智
韻
が
す
で
に
規
定
し
て
い
た
各
種
の
餓

法
を
も
と
に
、
遵
式
は
自
ら
仏
道
実
践
を
す
典
め
る
に
は
、
常
に
餓
法
を
行
じ
て
自
ら
の
罪
業
俄
悔
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今
彼

出
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の
浄
土
教
の
思
想
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
充
分
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
彼
の
浄
土
思
想
を
窺
う
に
は
『
往
生
浄
土
骸
願
儀
』
『
往
生
浄
土
決
疑
行
願
二
門
』
が
現
存
し
、
更
に
い
く
つ
か
の
短
篇
が
あ
る
。

既
述
の
よ
う
に
彼
は
三
十
二
才
の
頃
か
ら
西
方
浄
士
へ
の
往
生
に
強
い
関
心
を
も
ち
、
四
明
や
天
台
な
ど
に
あ
っ
て
多
く
の
僧
俗
と
共
に

念
仏
結
社
を
設
け
て
、
自
ら
の
浄
業
に
専
心
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
に
も
こ
れ
を
広
く
勧
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
五
十
三
才
杭
州

の
天
竺
寺
に
入
っ
て
よ
り
、
い
よ
い
よ
彼
の
往
生
浄
土
の
思
想
は
円
熟
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

遵
式
は
知
礼
と
異
な
り
、
そ
の
生
涯
を
浄
土
教
の
確
立
に
捧
げ
た
人
で
あ
る
。
し
か
も
難
解
な
教
理
や
観
法
を
追
求
す
る
よ
り
も
、
僧

俗
と
も
に
西
方
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
の
実
践
行
を
ひ
た
す
ら
探
究
し
た
の
で
あ
る
。
今
そ
れ
を
彼
の
念
仏
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
し
て

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
知
礼
の
念
仏
一
二
味
は
天
台
の
一
心
三
観
に
よ
る
理
観
と
完
全
に
一
致
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
最
高
究
寛
の
禅
法

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
遵
式
の
念
仏
に
お
い
て
も
、
『
般
舟
三
昧
経
』
や
『
観
経
』
の
像
観
の
観
法
を
採
り
入
れ
て
、

阿
弥
陀
仏
を
現
見
す
る
と
い
う
目
的
に
向
っ
て
坐
禅
法
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
述
は
き
わ
め
て
簡
略
で
あ
る
。
む
し
ろ

彼
が
浄
業
を
達
成
す
る
た
め
に
強
く
人
々
に
す
す
め
た
行
法
は
、
仏
名
を
口
称
す
る
念
仏
で
あ
っ
た
。
彼
の
短
篇
『
示
人
念
仏
方
法
』
に

よ
る
と
、
大
覚
世
尊
は
四
種
の
法
を
も
っ
て
諸
衆
生
を
度
す
、
と
云
い
、
日
相
好
を
示
現
、
口
説
法
を
示
現
、
同
化
事
を
示
現
、
口
名
号

を
十
方
に
流
布
、
と
い
う
こ
と
を
取
り
あ
げ
る
。
日
１
日
は
衆
生
教
化
の
た
め
の
仏
の
応
同
の
あ
り
方
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

四
を
つ
け
加
え
て
仏
の
名
号
を
聞
く
者
に
執
持
、
繋
念
せ
し
め
て
、
衆
生
の
罪
を
減
し
度
脱
を
得
し
め
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ

み
よ
』
フ
。

㈲
専
ら
阿
弥
陀
仏
の
三
十
二
相
を
縁
じ
、
繋
心
、
得
定
す
る
、
と
い
う
観
仏
の
念
仏

口
名
号
を
称
え
て
執
持
し
、
心
を
不
散
な
ら
し
め
る
、
と
い
う
口
称
の
念
仏

と
が
あ
り
、
わ
が
宋
国
に
お
い
て
は
多
く
仏
の
名
号
を
称
え
る
を
上
と
為
す
、
と
い
う
。
そ
し
て
口
称
念
仏
を
鼓
吹
す
る
根
拠
と
し
て
、
９

の
念
仏
の
方
法
に
つ
い
て



さ
て
遵
式
が
人
禽
に
口
称
念
仏
、
中
で
も
高
声
に
念
仏
す
る
こ
と
を
勧
め
た
こ
と
は
、
彼
の
浄
土
教
を
非
常
に
特
色
あ
る
も
の
に
し
た

と
云
え
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
が
易
行
の
口
称
念
仏
を
殊
更
重
視
し
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
が
凡
夫
往
生
の
道
を
ひ
た
す
ら

求
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
彼
は
『
往
生
浄
土
餓
願
儀
』
を
述
作
し
た
理
由
に
つ
い
て
「
沙
門
遵
式
は
『
大
無
量
寿
経
』
及
び

『
称
讃
浄
土
経
』
な
ど
の
諸
大
乗
経
を
採
り
、
慨
悔
・
願
生
の
方
法
を
集
め
、
こ
れ
を
後
に
流
布
し
て
普
く
浄
縁
を
結
ぶ
た
め
で
あ
る
」

と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
中
に
浄
土
正
修
の
意
を
明
か
し
て
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
五
念
門
こ
そ

が
浄
業
の
中
心
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
更
に
儀
悔
を
加
え
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
と
云
う
。
そ
の
餓
侮
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
「
我

れ
及
び
衆
生
、
無
始
よ
り
常
に
三
業
・
六
根
の
重
罪
に
障
せ
ら
れ
て
諸
仏
を
見
ず
、
出
要
を
知
ら
ず
。
但
だ
生
死
に
順
じ
て
妙
理
を
知
ら

ず
。
我
れ
い
ま
知
る
と
雌
も
、
一
切
衆
生
と
と
も
に
同
じ
く
一
切
重
罪
に
障
せ
ら
れ
る
。
い
ま
弥
陀
。
十
方
仏
前
に
対
し
て
、
普
く
衆
生

の
た
め
に
帰
命
餓
悔
す
。
唯
願
わ
く
は
加
護
し
、
障
を
し
て
消
滅
せ
し
め
た
ま
え
」
と
い
っ
て
、
流
血
・
雨
露
・
披
露
罪
根
の
い
わ
ゆ
る

彼
は
『
往
生
正
信
偶
』
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、
『
無
量
寿
経
』
第
十
八
願
の
文
に
お
け
る
「
十
念
」
と
は
十
念
に
阿
弥
陀
仏
名
を
称
す

る
こ
と
で
あ
り
、
『
観
無
量
寿
経
』
に
は
「
五
逆
の
衆
生
も
十
念
称
仏
せ
ぱ
即
ち
往
生
す
。
」
と
説
か
れ
、
「
大
悲
経
』
に
は
「
昼
夜
一
日
、

仏
名
を
称
し
て
精
進
不
断
な
れ
ば
、
臥
中
に
仏
を
夢
見
て
往
生
す
」
と
説
か
れ
る
な
ど
、
諸
大
乗
経
に
多
く
仏
名
を
口
称
す
る
功
徳
に
つ

い
て
説
か
れ
て
い
る
、
と
力
説
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
遵
式
は
こ
の
口
称
念
仏
を
修
す
る
に
は
、
一
心
一
意
に
行
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
求

め
た
。
つ
ま
り
彼
の
主
張
す
る
口
称
念
仏
は
専
心
に
称
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
や
が
て
往
生
を
可
能
に
す
る
念
仏
三
昧
に
至
る
方
便
と

し
て
、
そ
の
功
徳
が
甚
だ
勝
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
層
有
効
な
念
仏
と
し
て
、
彼
は
高
声
に
念
仏
す
る
こ
と
を
勧
め

た
。
高
声
念
仏
は
す
で
に
懐
感
が
「
大
集
経
』
の
所
説
に
基
づ
い
て
提
唱
し
て
お
り
、
永
明
延
寿
も
こ
れ
を
受
け
継
い
で
い
た
も
の
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
智
顎
を
は
じ
め
、
天
台
系
の
浄
土
教
に
お
い
て
は
高
声
念
仏
を
主
張
し
た
者
は
な
く
、
恐
ら
く
遵
式
が
初
め
て
で
あ
ろ
う
。

彼
は
僧
俗
と
も
ど
も
に
浄
業
を
実
修
す
る
際
、
阿
弥
陀
仏
を
専
念
す
る
た
め
に
最
も
効
果
あ
ら
し
め
る
の
が
高
声
に
念
仏
す
る
こ
と
で
あ

る
と
考
え
た
に
違
い
な
い
。
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三
種
餓
悔
を
せ
よ
、
と
い
う
。
あ
る
い
は
「
：
：
．
復
た
（
三
界
に
お
い
て
）
極
悪
業
を
造
る
。
四
重
・
五
逆
・
一
悶
提
に
し
て
、
大
乗
を

非
殺
し
三
宝
を
誇
破
し
、
諸
仏
無
し
と
誇
っ
て
般
若
を
学
す
る
を
断
つ
」
「
内
に
過
失
を
覆
い
、
外
に
威
儀
を
現
ず
」
な
ど
、
悪
業
の
衆

生
と
し
て
の
自
己
、
中
で
も
『
無
量
寿
経
』
に
い
う
五
逆
や
誹
誇
正
法
、
更
に
は
一
關
提
で
あ
る
自
己
を
深
く
餓
悔
せ
よ
、
と
教
え
て
い

る
こ
と
は
注
意
す
尋
へ
き
で
あ
ろ
う
。
事
実
彼
は
五
逆
罪
を
は
じ
め
重
罪
の
消
滅
を
願
い
『
観
経
』
の
下
中
品
、
下
下
品
の
所
説
に
よ
っ
て
、

悪
業
の
凡
夫
に
と
っ
て
の
滅
罪
・
往
生
の
問
題
を
鋭
く
追
求
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
誇
法
の
衆
生
が
往
生
し
得
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

そ
の
可
能
性
を
明
示
し
た
経
典
が
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
は
古
来
多
く
の
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
遵
式
は
「
定
心

に
十
念
せ
ぱ
、
逆
誘
も
往
生
で
き
る
」
と
い
う
。
彼
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
天
台
実
相
論
に
照
ら
し
て
、
一
切
の
重
罪
も
実
相
に
非
ざ

る
な
し
と
す
る
原
理
か
ら
す
れ
ば
、
誇
法
の
衆
生
も
往
生
で
き
る
道
が
開
か
れ
て
い
る
尋
へ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
遵
式
は
罪
業
の
凡
夫
往
生
に
つ
い
て
、
天
台
の
理
論
に
立
ち
な
が
ら
も
弥
陀
の
本
願
摂
受
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

往
生
の
可
能
性
を
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
が
浄
業
に
身
を
捧
げ
た
本
心
が
、
ど
こ
ま
で
も
悪
業
衆
生
の
救
済
に
あ
っ
た
こ

と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
天
台
教
学
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
そ
の
上
で
一
切
衆
生
が
救
済
さ
れ
る
仏
法
を
、
彼
は
多
く
の

大
乗
経
典
か
ら
学
び
と
り
、
凡
夫
往
生
の
道
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
い
よ
い
よ
天
台
本
来
の
止
観
体
系
か
ら
遠
去
か
る

こ
と
を
敢
え
て
主
張
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
遵
式
の
苦
悶
が
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
知
礼
と
遵
式
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
浄
土
教
、
中
で
も
念
仏
三
昧
思
想
の
特
徴
を
述
令
へ
て
来
た
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
両
者
の
思

想
上
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
知
礼
は
、
智
顎
以
来
の
天
台
教
学
が
誇
る
円
頓
止
観
の
体
系
の
中
に
『
観
経
』
の
念
仏
三
昧
を
位
置
づ
け
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
唐

代
以
来
の
多
様
な
浄
土
念
仏
の
頂
点
に
立
つ
浄
業
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
た
め
こ
の
念
仏
三
昧
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
菩
薩
の
究
極
の
道

五
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智
顔
の
天
台
止
観
に
つ
い
て
は
、
古
今
の
名
著
の
一
つ
で
あ
る
『
摩
訶
止
観
』
に
具
さ
に
述
令
へ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
具
体
的
な

観
法
と
し
て
四
種
三
昧
や
十
境
十
乗
観
法
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
行
者
が
『
法
華
経
』
に
説
か
れ
る
実
相
の
究
極
を
修
証
す
る
方

法
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
観
法
の
原
理
は
、
い
わ
ゆ
る
コ
心
三
観
」
と
い
う
天
台
特
有
の
理
念
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。
．
心
三
観
」
と
は
従
仮
入
空
観
、
従
空
入
仮
観
、
中
道
第
一
義
諦
観
の
三
観
、
つ
ま
り
空
・
仮
・
中
の
三
諦
の
真
理
を

一
心
の
内
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
空
・
仮
・
中
と
は
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
矛
盾
し
合
う
よ
う
な
真
理
で
あ
る
が
、
相

互
に
他
を
自
己
の
う
ち
に
具
足
す
る
と
い
う
不
思
議
な
あ
り
よ
う
を
指
し
て
お
り
、
智
顎
は
そ
こ
に
実
相
の
所
在
を
つ
き
と
め
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
別
の
観
点
か
ら
云
え
ば
、
仏
と
衆
生
、
迷
と
悟
、
生
死
と
浬
梁
な
ど
価
値
的
に
は
互
い
に
敵
対
す
る
両
極
も
絶
対
的

に
不
二
で
あ
り
、
唯
一
で
あ
る
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
浄
土
教
を
問
題
と
す
る
と
き
は
、
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
は
不
二
で
あ
り
、

ま
た
浄
土
と
稜
土
と
の
差
別
を
見
な
い
と
い
う
よ
う
な
法
界
観
と
な
っ
て
来
る
。
天
台
の
止
観
は
以
上
の
よ
う
な
実
相
の
究
極
を
目
指
し
、

そ
の
観
法
の
本
質
を
「
一
心
三
観
」
と
い
う
理
観
に
あ
り
と
し
た
の
で
あ
る
。

知
礼
は
こ
の
よ
う
な
天
台
止
観
の
本
質
に
基
づ
い
て
、
『
観
経
』
の
念
仏
三
昧
を
追
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
具
体
的
な

実
践
法
と
し
て
、
感
応
道
交
と
い
う
神
秘
体
験
と
、
解
入
相
応
と
い
う
智
慧
の
完
成
に
至
る
道
を
明
か
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ

し
く
難
行
中
の
難
行
と
い
っ
て
も
よ
い
。
知
礼
自
身
『
観
経
融
心
解
』
に
「
こ
の
一
心
三
観
を
本
質
と
す
る
『
観
経
』
の
念
仏
三
昧
は
、

上
根
の
者
に
つ
い
て
正
行
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
」
と
云
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
弓
観
経
』
の
力
用
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
な
る
機
も
摂
せ

ざ
る
者
は
な
く
、
小
乗
の
行
法
も
世
間
の
慈
善
も
す
べ
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
も
い
う
。
こ
の
よ
う
に
知
礼
は
『
観

経
』
が
下
品
往
生
を
説
く
点
に
つ
い
て
配
慮
し
て
い
た
こ
と
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
が
、
彼
の
浄
土
教
は
ど
こ
ま
で
も
天
台
最
高
の
円
頓
止

観
と
し
て
『
観
経
』
の
観
法
を
把
握
す
る
こ
と
に
心
血
を
注
い
だ
の
で
あ
り
、
天
台
止
観
の
根
本
理
念
で
あ
る
．
心
三
観
」
と
完
全
に

一
致
す
る
こ
と
を
高
ら
か
に
調
い
あ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
知
礼
が
『
観
経
」
の
念
仏
を
「
一
心
三
観
」
と
い
う
理
観
と
同
質
で
あ
る
と
主

を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
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張
し
た
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
当
時
の
天
台
学
徒
が
多
く
他
の
教
学
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
た
め
天
台
の
独
自
性
が
次
第
に
見
失
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
浄
土
教
に
限
っ
て
云
え
ば
、
唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
慈
悪
、
善
導
、
懐
感
さ
ら
に

延
寿
な
ど
、
浄
土
教
は
多
様
な
展
開
を
遂
げ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
浄
土
思
想
も
決
し
て
一
様
で
は
な
か
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
専
門
の

僧
侶
の
み
で
な
く
、
一
般
庶
民
の
間
に
も
た
や
す
く
受
容
で
き
る
易
行
と
し
て
、
念
仏
の
流
行
を
う
な
が
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

天
台
学
徒
に
も
影
響
し
、
『
観
経
』
の
十
六
観
法
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
事
観
を
主
と
す
る
比
較
的
安
易
な
観
法
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
傾

向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
知
礼
は
こ
う
い
っ
た
傾
向
に
対
し
て
強
く
反
擁
し
、
こ
こ
に
改
め
て
天
台
止
観
の
本
来
性
を
、
『
観
経
』
の
観

法
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
発
見
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
不
屈
の
護
法
精
神
が
、
以
上
の
よ
う
な
傾
向
に

流
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
天
台
学
徒
と
の
厳
し
い
対
決
を
避
け
る
こ
と
な
く
、
貫
ぬ
い
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
彼
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

一
方
遵
式
は
智
顎
の
円
頓
止
観
の
体
系
、
と
く
に
常
行
三
昧
と
し
て
組
織
さ
れ
た
般
舟
三
昧
と
は
、
か
な
り
内
容
の
異
な
る
念
仏
三
昧

を
提
唱
し
た
。
も
っ
と
も
遵
式
に
お
い
て
も
天
台
の
実
相
論
哲
学
を
ど
こ
ま
で
も
基
本
に
お
い
て
浄
土
教
の
行
法
を
組
織
し
よ
う
と
し
た

こ
と
は
、
彼
の
『
往
生
浄
土
決
疑
行
願
二
門
』
の
疑
法
の
中
に
強
く
訴
え
て
い
る
し
、
『
往
生
浄
土
蝋
願
儀
』
中
の
坐
禅
法
に
は
、
「
摩
訶

止
観
』
の
般
舟
三
昧
の
行
法
を
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
既
に
述
罰
へ
た
よ
う
に
彼
の
浄
土
教
が
広
く
人
々
に
受
容
さ
れ
た
の

は
口
業
に
よ
る
念
仏
と
い
う
易
行
を
も
っ
て
往
生
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
念
仏
三
味
は
、
天
台

伝
統
の
止
観
学
説
を
か
な
り
逸
脱
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
遵
式
が
こ
の
よ
う
な
念
仏
思
想
を
展
開
し
た
の
は
、
知
礼

と
は
逆
に
当
時
の
仏
教
界
、
と
く
に
浄
土
教
の
風
潮
に
影
響
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
云
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
と
に
善
導
な
ど
が
凡
夫

往
生
の
浄
土
教
と
し
て
、
仏
教
の
中
で
一
つ
の
独
立
し
た
地
位
を
獲
得
す
る
ま
で
に
至
っ
た
こ
と
は
、
彼
を
大
い
に
刺
戟
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
彼
は
天
台
学
徒
と
し
て
き
び
し
く
自
己
を
律
し
て
い
く
中
で
、
社
会
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
苦
悩
す
る
衆
生
が
ひ
と
し

く
西
方
浄
土
を
願
生
す
る
可
能
性
を
追
求
し
て
止
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
誰
に
で
も
行
じ
得
る
浄
業
の
方
規
と
し
て
口
称

念
仏
を
す
す
め
る
と
共
に
、
罪
業
の
自
覚
を
強
く
う
な
が
す
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
天
台
の
仏
教
が
、
一
方
で
知
礼
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に
見
ら
れ
る
よ
う
な
最
高
の
菩
薩
道
と
し
て
止
観
の
完
成
を
遂
げ
る
こ
と
も
勿
論
大
切
な
課
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
に
お
い
て
一
仏

乗
の
仏
教
と
し
て
、
悪
業
に
苦
し
む
す
尋
へ
て
の
衆
生
が
同
じ
く
仏
性
を
完
全
に
具
備
し
て
い
る
と
い
う
哲
理
か
ら
す
れ
ば
、
具
体
的
に
救

済
さ
れ
る
ゞ
へ
き
修
道
を
探
究
す
る
こ
と
も
、
天
台
に
と
っ
て
最
も
緊
要
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
知
礼
と
連
式
と
い
う
趙
宋
天
台
を
代
表
す
る
二
人
の
浄
土
思
想
に
つ
い
て
、
と
く
に
念
仏
三
昧
の
あ
り
よ
う
を
考
察
し
て
来
た
。

そ
し
て
こ
の
二
人
の
思
想
は
互
い
に
相
補
っ
て
広
く
天
台
教
学
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
云
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
事
実
、
知

礼
は
天
台
の
純
粋
性
を
固
守
す
る
点
で
は
極
め
て
厳
格
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
遵
式
と
は
終
生
相
携
え
て
教
学
興
隆
に
努
力
し
た
人
で

あ
る
。
遵
式
に
し
て
も
知
礼
を
こ
よ
な
く
敬
愛
し
、
側
面
か
ら
知
礼
に
協
力
し
た
人
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
人
は
互
い
に
単
な

る
友
情
以
上
の
も
の
を
感
じ
て
い
た
に
相
違
な
く
、
少
な
く
と
も
教
学
上
対
立
を
生
じ
た
と
い
う
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

後
に
天
台
浄
土
教
を
真
剣
に
学
ん
だ
一
人
で
あ
る
晃
説
之
は
、
「
遵
式
の
教
行
、
知
礼
の
観
智
」
と
い
っ
て
、
両
学
僧
を
讃
嘆
し
て
い

る
。
と
共
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
晃
説
之
の
言
葉
は
、
単
に
両
者
を
比
較
す
る
の
で

な
く
、
二
人
の
す
ぐ
れ
た
思
想
家
を
先
輩
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
の
で
き
る
喜
び
を
伝
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
浄
土
思
想
を
通

し
て
、
天
台
仏
教
の
思
想
展
開
の
あ
り
よ
う
、
ひ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
仏
教
思
想
研
究
の
方
向
性
を
探
る
一
つ
の
手
掛
か
り
を
汲
み
取
る

な
く
、
二
人
の
す
ぐ
れ
た
思
想
産

し
て
、
天
台
仏
教
の
思
想
展
開
（

こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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