
天
台
大
師
智
頻
の
教
学
思
想
は
教
観
二
門
を
兼
備
し
、
そ
の
教
学
的
基

盤
は
広
く
か
つ
深
い
。
実
相
の
当
処
の
透
徹
し
た
説
明
に
加
う
る
に
、
そ

れ
の
観
得
に
途
を
開
く
観
法
を
も
指
示
し
、
綜
合
的
に
体
系
化
さ
れ
た
教

説
を
呈
示
し
て
み
せ
る
。
そ
れ
だ
け
に
智
顎
に
つ
な
が
る
学
系
は
、
中
国

佛
教
史
上
大
き
な
流
れ
を
形
成
す
る
。
し
か
も
そ
の
展
開
は
佛
教
思
想
の

他
の
系
譜
の
動
向
と
絡
み
つ
つ
、
幅
広
い
様
相
を
呈
し
も
す
る
。
智
顔
を

去
る
こ
と
時
間
的
隔
り
が
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
系
潜
的
に
元
来
智
頻

に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
異
質
な
教
学
思
想
が
天
台
の
系
統
に
潜
入
し
、
天

台
思
想
の
教
学
的
基
盤
に
幅
の
広
さ
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
天
台
学
の
研
究
に
は
自
ら
豊
か
な
学
問
的
素
養
が
要
求
さ
れ
る
。

本
書
の
著
者
故
安
藤
俊
雄
博
士
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
条
件
を
満
た
し
て
お

ら
れ
た
学
者
で
あ
る
。
博
士
が
中
国
天
台
を
中
心
と
し
て
、
佛
教
学
の
広

汎
な
領
域
に
亘
る
数
多
く
の
研
究
成
果
を
遺
さ
れ
え
た
の
も
、
幅
広
い
学

問
的
素
養
と
鋭
い
洞
察
力
に
負
う
と
こ
ろ
大
き
い
・

本
書
は
安
藤
博
士
の
遺
稿
を
編
集
し
た
遺
稿
集
で
あ
る
。
「
序
」
お
よ

び
「
あ
と
が
き
」
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
に
は
、
博
士
畢
生

安
藤
俊
雄
著

「
天
台
学
論
集
」

ｉ
止
観
と
浄
土
Ｉ

新
田
雅
章

の
研
究
課
題
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
に
そ
の
研
究
業
績
の
ま
と
ま
っ

た
発
表
の
な
か
っ
た
天
台
浄
土
教
に
関
す
る
論
文
が
収
め
ら
れ
る
一
方
で
、

禅
思
想
お
よ
び
止
観
に
関
連
の
諸
論
文
、
そ
れ
に
多
年
に
渉
る
博
士
の
学

問
的
関
心
の
中
心
を
な
す
天
台
実
相
論
に
関
係
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。
本
書
の
体
裁
は
、
量
的
に
圧
倒
的
に
大
き
く
、
内
容
的
に
も
独
自
の

構
想
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
「
観
無
量
寿
経
疏
妙
宗
抄
概
論
」
を
別
出

の
上
第
一
部
と
し
て
組
み
こ
み
、
他
の
十
篇
の
論
文
を
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り

扱
わ
れ
て
い
る
内
容
の
時
代
的
順
序
に
し
た
が
っ
て
配
列
し
て
第
二
部
に

位
置
づ
け
る
、
と
い
う
か
た
ち
か
ら
な
っ
て
い
る
。
本
書
に
収
め
ら
れ
た

論
文
は
い
ず
れ
も
専
門
的
課
題
を
扱
っ
た
研
究
論
文
ば
か
り
で
あ
り
、
こ

れ
ら
を
通
読
す
れ
ば
、
博
士
の
学
問
的
関
心
の
所
在
と
そ
の
具
体
的
成
果

を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
部
「
観
無
量
寿
経
疏
妙
宗
紗
概
論
」
は
天
台
宗
第
十
四
祖
、
四
明

知
礼
の
著
『
妙
宗
妙
」
の
内
容
概
説
を
通
じ
て
、
知
礼
の
浄
土
教
の
解
明

を
狙
い
と
す
る
。
筆
者
は
知
礼
の
浄
土
教
の
特
質
を
㈲
生
佛
不
二
、
㈲
理

観
の
念
佛
、
㈲
本
性
弥
陀
・
唯
心
浄
土
の
教
学
思
想
の
三
点
に
み
い
だ
し
、

そ
う
し
た
特
質
を
七
章
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
は
じ
め

に
「
妙
宗
妙
」
の
撰
述
の
動
機
を
尋
ね
、
そ
れ
が
、
指
方
立
相
の
西
方
浄

土
の
教
説
と
称
名
念
佛
の
教
え
を
掲
げ
、
当
時
大
き
な
影
響
力
を
示
し
つ

つ
あ
っ
た
善
導
系
浄
土
教
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
な
が
ら
、
知
礼
浄
土
教
の
核
心
へ
と
迫
る
。
筆
者
に
よ
る
と
、
知
礼

浄
土
教
の
構
造
的
特
徴
は
、
佛
の
依
正
を
心
外
の
実
在
と
は
み
ず
、
衆
生

と
佛
と
を
本
質
的
に
一
体
と
見
倣
す
人
間
観
を
背
景
に
、
佛
を
自
己
の
心

性
に
本
具
せ
る
．
も
の
と
観
じ
（
約
心
観
佛
）
つ
つ
、
弥
陀
を
他
な
る
佛
と
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し
て
で
は
な
く
、
自
己
の
修
行
の
果
徳
を
示
す
も
の
と
自
覚
す
る
（
是
心

是
佛
）
と
こ
ろ
に
み
い
だ
さ
れ
る
、
と
い
う
。
こ
う
し
て
知
礼
に
お
い
て

弥
陀
を
念
ず
る
い
わ
ゆ
る
念
佛
が
、
外
な
る
佛
の
念
想
と
し
て
で
は
な
く
、

内
な
る
佛
を
観
ず
る
と
い
う
形
式
、
す
な
わ
ち
観
心
の
形
式
を
と
っ
て
あ

ら
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
理
由
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
も
筆
者
は
、
こ

の
念
佛
が
法
・
報
・
応
の
一
体
三
身
の
弥
陀
の
相
好
を
念
ず
る
よ
り
も
、

そ
れ
の
尊
特
相
の
本
質
で
あ
る
無
縁
の
慈
悲
の
内
容
を
な
す
即
空
即
仮
即

中
の
一
境
三
諦
の
理
を
観
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ

て
い
る
点
を
明
確
に
す
る
。
こ
う
し
て
、
一
境
三
諦
の
理
の
徹
見
を
目
指

す
観
心
の
念
佛
が
、
そ
れ
を
果
し
え
て
、
迷
い
か
ら
悟
り
へ
と
行
者
を
導

き
入
れ
、
そ
こ
に
自
己
の
本
性
が
実
は
弥
陀
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
境
三
諦

の
理
を
み
て
と
っ
た
自
ら
の
主
体
的
あ
り
か
た
が
ま
さ
に
浄
土
そ
の
も
の

で
あ
る
、
と
の
宗
教
的
確
信
が
成
立
す
る
関
係
が
論
究
さ
れ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。
筆
者
は
、
生
佛
不
二
の
思
想
を
根
拠
に
、
理
観
の
念
佛
、
本
性
弥

陀
・
唯
心
浄
土
の
思
想
教
学
を
構
想
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
善
導
の
浄
土
教

に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
知
礼
の
浄
土
教
の
特
質
を
み
ご
と
に
描
き
上
げ
て

い
る
。第

二
部
の
最
初
の
論
文
「
東
晋
佛
教
学
に
お
け
る
浄
土
の
理
念
」
は
東

晋
末
葉
ま
で
の
中
国
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
佛
教
受
容
期
の
浄
土
教
の
形
成

の
動
向
を
教
学
的
な
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ

の
時
期
の
佛
教
の
動
向
を
示
す
資
料
の
乏
し
さ
を
十
分
考
慮
し
て
、
ま
ず

浄
土
教
関
係
諸
経
典
の
訳
出
の
経
過
を
整
理
し
、
そ
こ
に
、
般
若
学
を
基

軸
と
し
て
成
り
た
つ
こ
の
時
期
の
浄
土
教
学
の
一
般
的
性
格
を
推
定
す
る
。

よ
う
や
く
直
接
資
料
に
あ
た
り
う
る
よ
う
に
な
る
東
晋
の
佛
教
に
つ
い
て
、

筆
者
は
慧
影
の
『
大
智
度
論
疏
」
や
道
緯
の
『
安
楽
集
』
を
手
掛
か
り
に
、

こ
の
時
期
の
浄
土
教
学
の
組
織
的
な
確
立
に
途
を
拓
い
た
人
物
と
し
て
符

泰
の
釈
道
安
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
彼
の
浄
土
観
が
、
弥
陀
の
浄
土
を
最
重

視
す
る
そ
の
後
の
道
紳
や
善
導
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
『
般
若
経
』
の
理

解
と
、
安
世
高
禅
学
の
業
報
と
生
天
の
思
想
か
ら
の
影
響
と
に
よ
っ
て
導

き
だ
さ
れ
た
兜
率
浄
土
の
信
仰
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
、
と
の
推
定
を
下
す
。
浄
土
の
内
容
に
ち
が
い
は
あ
っ
て
も
、
理
想

世
界
と
し
て
の
浄
土
の
存
在
に
注
意
を
促
す
道
安
の
主
張
は
、
そ
の
後
の

中
国
に
お
け
る
浄
土
教
の
発
展
に
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
と
し
て
注
目
に
価

す
る
と
の
見
解
が
の
ゞ
へ
ら
れ
て
も
い
る
。

つ
ぎ
の
論
文
「
噴
山
慧
遠
の
禅
思
想
」
は
直
接
に
は
慧
遠
の
禅
思
想
の

解
明
を
目
的
と
し
つ
つ
も
、
彼
の
教
学
思
想
の
内
容
的
特
徴
お
よ
び
そ
の

歴
史
的
意
義
の
解
明
、
さ
ら
に
は
羅
什
を
中
心
と
す
る
長
安
佛
教
の
動
向

の
究
明
を
も
狙
い
と
す
る
論
文
で
あ
り
、
内
容
豊
か
で
あ
る
。
慧
遠
の
教

学
思
想
の
な
か
に
占
め
る
禅
思
想
の
比
重
の
大
き
さ
を
見
通
し
た
上
で
、

筆
者
は
彼
の
禅
思
想
が
中
国
禅
思
想
の
二
大
潮
流
を
形
成
し
て
き
た
安
世

高
系
の
小
乗
禅
と
支
識
系
の
大
乗
禅
と
の
統
合
体
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ

た
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
た
だ
し
彼
に
お
け
る
両
者
の
統
合
は
、
見
佛

の
神
秘
的
体
験
を
重
視
す
る
小
乗
禅
に
よ
り
傾
斜
し
て
お
り
、
羅
什
系
に

お
い
て
重
視
さ
れ
た
、
無
堀
の
正
智
た
る
般
若
の
体
得
を
導
く
般
舟
三
昧

の
性
格
は
彼
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
は
い
な
い
と
論
ず
る
。
筆

者
は
慧
遠
の
禅
思
想
の
な
か
に
、
般
若
思
想
を
強
く
掲
げ
て
広
範
な
浸
透

を
み
せ
は
じ
め
た
羅
什
系
大
乗
思
想
に
触
れ
て
苦
悩
す
る
小
乗
系
盧
山
佛

教
の
動
揺
を
み
て
と
る
の
で
あ
る
。
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「
智
顎
の
実
相
論
」
。
こ
れ
は
天
台
智
顔
の
思
想
教
学
が
構
造
的
に
有
す

る
す
ぐ
れ
て
組
織
的
体
系
的
な
特
徴
を
実
相
の
捉
え
方
の
な
か
に
み
い
だ

し
、
彼
に
お
い
て
了
解
さ
れ
た
実
相
の
内
的
性
格
を
、
二
諦
論
さ
ら
に
そ

れ
か
ら
発
展
的
に
展
開
す
る
三
諦
論
に
し
た
が
っ
て
構
造
的
に
え
ぐ
り
出

す
狙
い
を
も
っ
て
書
か
れ
た
論
文
で
あ
る
。
は
じ
め
に
実
相
の
基
本
的
性

格
が
概
観
さ
れ
、
そ
の
あ
と
二
諦
、
三
諦
に
し
た
が
っ
て
さ
ら
に
突
込
ん

で
吟
味
さ
れ
て
ゆ
く
。
二
諦
、
三
諦
に
し
た
が
っ
て
実
相
を
示
せ
ば
、
筆

者
の
説
く
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
二
に
し
て
而
も
不
二
な
る
円
融
相
即
せ
る
真

俗
二
諦
と
し
て
表
示
さ
れ
う
る
境
で
あ
り
、
ま
た
相
互
に
円
融
す
る
空
・

仮
・
中
の
三
諦
と
し
て
表
詮
さ
れ
う
る
境
界
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

か
く
て
筆
者
は
、
実
相
が
有
無
の
対
立
を
超
え
、
「
存
在
の
全
体
的
本
質

と
現
象
を
・
目
ら
の
う
ち
に
統
一
す
る
」
も
の
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
円
融
せ

る
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
、
全
体
的
な
も
の
、
弁
証
法
的
な
も
の
と
呼
ぶ
。

多
年
に
渉
る
筆
者
の
智
顎
の
実
相
論
研
究
の
特
質
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
た
論

文
で
あ
る
。

、
続
く
論
文
「
性
具
説
の
根
本
精
神
」
で
は
、
人
間
存
在
の
す
今
へ
て
が
自
ら

の
も
っ
と
も
否
定
的
な
あ
り
か
た
と
し
て
の
地
獄
の
性
か
ら
、
理
想
態
と

し
て
つ
ね
に
希
求
さ
れ
る
佛
性
に
い
た
る
ま
で
の
十
種
の
あ
り
よ
う
（
十

界
）
を
内
に
具
し
て
い
る
事
情
を
明
か
す
性
具
説
の
構
想
さ
れ
た
動
機
を

尋
ね
な
が
ら
、
そ
の
教
説
の
内
容
の
よ
り
的
確
な
理
解
を
う
る
た
め
の
努

力
が
払
わ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
そ
の
動
機
を
、
修
道
を
無
視
し
て
安
易

な
現
状
肯
定
に
堕
す
る
世
間
主
義
と
堕
落
し
き
っ
た
教
団
に
対
す
る
批
判

に
み
い
だ
し
、
性
具
説
が
厳
粛
な
修
道
精
神
の
昂
揚
と
熱
烈
な
教
団
改
革

を
意
図
し
て
構
想
さ
れ
た
教
説
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
性
具
説

と
い
う
一
つ
の
教
説
の
形
成
な
り
そ
の
意
味
内
容
を
時
代
的
な
諸
状
況
と

の
関
連
の
な
か
で
解
明
し
よ
う
と
企
図
す
る
筆
者
の
態
度
に
は
、
啓
発
さ

れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
な
お
本
論
文
に
は
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
智
韻

の
性
具
説
の
理
解
に
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
『
観
音
玄
義
」
の
扱
い
に
つ

い
て
の
評
者
の
素
朴
な
疑
問
を
の
。
へ
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
多
年
に
渉
り

『
観
音
玄
義
」
の
智
韻
撰
述
説
の
論
証
に
努
め
て
こ
ら
れ
た
一
人
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
評
者
に
は
こ
の
種
の
問
題
の
説
得
力
あ
る
解
答
が
い
ま

だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
「
修
悪
」
「
性
悪
」

と
い
っ
た
概
念
を
創
作
し
て
性
具
思
想
の
明
快
な
説
肌
を
展
開
す
る
「
観

音
玄
義
」
の
論
調
は
、
た
し
か
に
三
大
部
所
説
の
性
具
説
関
連
の
文
言
に

内
容
的
に
接
続
す
る
意
趣
を
含
意
し
て
い
る
。
し
か
し
両
者
を
対
比
し
て

み
る
と
、
『
観
音
玄
義
』
に
用
い
ら
れ
る
「
修
悪
」
「
性
悪
」
と
い
っ
た

概
念
は
あ
ま
り
に
も
概
念
的
に
整
理
さ
れ
す
ぎ
た
感
を
与
え
、
そ
れ
だ
け

に
『
観
音
玄
義
」
と
「
三
大
部
」
と
の
同
一
作
者
に
よ
る
撰
述
に
疑
問
を

挾
み
う
る
余
地
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
種
の

問
題
を
め
ぐ
る
検
討
は
今
後
も
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
た
だ
し
『
観
音
玄
義
』
の
作
者
い
か
ん
に
拘
ら
ず
、
性
具
説
が
智
顔

の
教
学
思
想
を
特
徴
づ
け
る
教
説
で
あ
る
こ
と
は
、
何
人
も
否
定
で
き
な

い
。

つ
ぎ
の
「
法
華
経
と
天
台
教
学
」
は
数
多
く
存
在
す
る
法
華
経
釈
の
う

ち
、
智
顎
の
法
華
釈
に
最
優
位
性
を
認
め
、
そ
し
て
そ
う
し
た
認
定
が
決

し
て
間
違
い
で
な
い
事
由
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
智
顎
の
法
華
釈
の
内

容
を
簡
明
に
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
智
頴
の
法
華
釈
に
最
優
位
の
位
置

が
与
え
ら
れ
て
お
か
し
く
な
い
理
由
は
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
複
雑
な
内
容
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か
ら
な
り
経
の
本
意
の
不
明
確
な
『
法
華
経
」
の
経
意
を
、
体
系
的
統
一

的
に
明
示
し
て
み
せ
る
点
で
、
智
顎
の
法
華
釈
に
勝
る
も
の
が
な
く
、
ま

た
、
経
の
極
意
の
証
得
と
い
う
こ
れ
ま
た
だ
れ
も
が
な
し
え
な
か
っ
た
方

法
的
な
問
題
に
関
し
て
、
観
心
と
い
う
方
法
の
提
示
に
よ
っ
て
智
顎
の
み

が
実
に
見
事
に
応
え
え
た
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し

た
筆
者
の
論
旨
は
勿
論
支
持
さ
れ
る
、
へ
き
で
あ
る
が
、
た
だ
『
法
華
経
』

が
内
容
的
に
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
側
面
を
内
包
し
て
い
る
た
め
に
、
経
意

の
理
解
な
り
、
観
心
と
い
う
行
の
方
法
の
提
示
に
あ
た
り
、
智
韻
に
お
い

て
『
般
若
経
』
な
り
『
中
論
」
さ
ら
に
は
『
櫻
略
経
』
「
華
厳
経
」
等
の

各
種
の
典
籍
が
十
分
に
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。

「
天
台
佛
身
観
の
主
体
的
性
格
」
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
佛
が
内
容
的
に

法
・
報
・
応
の
三
身
に
し
た
が
っ
て
理
解
さ
れ
て
間
違
い
で
は
な
い
も
の

の
、
佛
の
真
実
相
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
三
身
は
三
身
即
一
身
と
い

う
か
た
ち
で
、
相
即
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の

智
韻
の
独
自
の
佛
身
観
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
あ
と
そ
う
し
た
佛
身
観

の
成
立
の
背
景
に
三
諦
円
融
思
想
が
働
い
て
い
る
事
情
が
論
究
さ
れ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
伽
の
真
実
相
は
観
心
に
お
い
て
は
じ
め
て
も

っ
と
も
明
確
に
把
捉
さ
れ
う
る
、
と
の
主
体
的
な
佛
身
観
が
智
顎
に
お
い

て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
智
顎
の
佛
身
観
を
智
顎

思
想
の
基
本
と
の
関
連
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
た
論
文
と
し
て
益
多
い
。

こ
の
あ
と
に
続
く
論
文
「
治
病
と
し
て
の
天
台
止
観
」
は
、
智
顎
の
止

観
の
法
が
た
ん
に
宗
教
的
行
法
と
し
て
の
実
践
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
ぐ

れ
て
医
学
的
な
関
心
を
背
景
に
創
説
さ
れ
た
綜
合
的
な
行
法
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
そ
の
医
学
的
側
面
を
体
系
的
に
整
理
し
て
論
じ
た

注
目
を
引
く
論
文
で
あ
る
。
円
触
の
妙
境
の
観
得
を
究
極
の
目
標
と
す
る

止
観
の
行
は
、
当
然
に
そ
の
目
的
の
達
成
の
過
程
に
障
害
と
し
て
現
出
す

る
病
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
智
顔
に
お
い

て
は
病
の
問
題
が
そ
の
原
因
お
よ
び
対
治
の
方
法
を
尋
る
か
た
ち
で
究
明

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
う
し
た
側
面
に
関
す
る
智
顔
の
説
明

を
項
目
別
に
整
理
し
て
ま
と
め
上
げ
つ
つ
、
さ
ら
に
智
頷
の
医
学
的
知
識

の
構
造
的
な
特
徴
を
明
確
に
し
よ
う
と
努
め
る
。
筆
者
に
よ
る
と
智
顎
の

医
学
的
知
識
は
佛
教
医
学
と
漢
方
医
学
の
綜
合
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る

と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
大
五
調
の
結
合
に
よ
っ
て
生
ず
る
縁
起
生
の

身
体
は
、
そ
の
た
め
に
生
死
の
必
然
性
か
ら
自
由
で
あ
り
え
ず
、
し
た
が

っ
て
久
遠
常
住
の
法
身
の
観
得
を
可
能
に
す
る
智
慧
の
獲
得
こ
そ
治
病
の

理
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
解
す
る
佛
教
医
学
を
基
礎
に
、
一
方
で

陰
陽
思
想
や
不
老
長
寿
を
希
求
す
る
神
仙
思
想
を
軸
に
豊
か
な
展
開
を
み

せ
る
漢
方
医
学
の
知
識
を
も
十
分
に
摂
取
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
た
つ
の
が

智
韻
の
医
学
的
知
識
の
特
徴
で
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
筆
者
は
、
肉
体
的

疾
患
と
精
神
と
の
密
接
な
相
互
関
係
を
み
る
智
騏
の
医
学
的
知
紬
の
な
か

に
、
現
代
の
精
神
病
理
学
に
連
な
る
内
容
を
読
み
と
り
、
そ
の
内
容
の
豊

か
さ
を
評
価
し
て
も
い
る
。
筆
者
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
こ
う
し
た
側
面

か
ら
の
禅
思
想
の
研
究
は
こ
れ
か
ら
も
様
会
の
角
度
か
ら
な
さ
れ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

「
雪
川
仁
岳
の
異
議
」
。
こ
れ
は
、
四
明
知
礼
と
の
訣
別
、
山
外
派
の

教
学
思
想
へ
の
接
近
と
い
う
軌
跡
を
歩
ん
だ
仁
岳
の
思
想
的
転
換
の
理
由

の
解
明
を
狙
い
と
す
る
。
筆
者
は
、
知
礼
の
も
と
か
ら
の
仁
岳
の
退
去
が
、
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伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
観
心
観
佛
の
原
理
に
つ
い
て
の
知
礼
と
彼
と
の
間
に

生
じ
た
理
解
の
違
い
と
い
う
単
純
な
問
題
か
ら
発
し
た
の
で
は
な
く
、
知

礼
の
教
学
の
根
幹
に
対
す
る
疑
問
か
ら
生
ま
れ
た
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、
知
礼
の
性
悪
説
に
潜
む
悪
の
実
体
論
的
な
理
解
と
そ
れ
か
ら

生
ず
る
倫
理
的
問
題
に
対
す
る
仁
岳
の
疑
義
が
、
原
因
の
最
大
の
も
の
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
疑
問
が
仁
岳
を
し
て
や
が
て
、
実

相
の
真
精
妙
元
に
し
て
性
浄
明
心
な
る
さ
ま
を
説
く
一
方
で
、
煩
悩
を
客

塵
と
解
し
、
無
明
染
法
の
現
実
の
根
源
的
生
起
に
つ
い
て
の
思
弁
を
行
お

う
と
し
な
い
「
首
拐
厳
経
」
へ
の
親
近
感
を
抱
か
し
め
、
そ
れ
が
契
機
と

な
っ
て
、
さ
ら
に
理
総
事
別
の
華
厳
的
な
教
学
思
想
へ
の
接
近
、
と
り
も

な
お
さ
ず
山
外
派
へ
の
傾
斜
へ
と
導
い
て
い
っ
た
、
と
転
換
の
経
緯
を
説

明
す
る
。
こ
こ
で
の
筆
者
の
説
明
は
明
快
で
、
か
つ
鋭
い
。
ま
た
こ
こ
で

の
論
述
は
、
天
台
、
華
厳
両
思
想
の
絡
み
合
う
宋
代
の
佛
教
界
の
入
り
組

ん
だ
思
想
的
動
向
を
も
浮
き
彫
り
に
し
て
み
せ
て
く
れ
て
興
味
深
い
。

続
く
「
恵
心
僧
都
と
四
明
知
礼
」
は
源
信
を
中
心
と
す
る
日
本
天
台
の

学
僧
た
ち
と
知
礼
を
頂
点
と
す
る
中
国
天
台
の
指
導
層
と
の
交
渉
を
扱
っ

た
論
文
で
あ
る
。
相
互
に
と
り
か
わ
さ
れ
た
著
述
や
質
疑
、
答
釈
等
を
克

明
に
拾
い
あ
げ
、
交
渉
の
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
と
り
わ
け
山
外

派
の
源
清
の
「
十
六
観
経
記
』
に
対
す
る
源
信
の
破
文
と
そ
れ
へ
の
源
清

の
破
文
、
お
よ
び
知
礼
に
対
す
る
源
信
の
二
十
七
条
か
ら
な
る
質
疑
と
そ

れ
へ
の
知
礼
の
決
答
の
内
容
を
紹
介
し
、
交
渉
の
経
過
を
内
面
か
ら
照
ら

し
出
す
努
力
が
払
わ
れ
、
天
台
教
学
の
核
心
に
迫
ろ
う
と
す
る
両
国
の
天

台
学
僧
の
真
蟄
な
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
最
後
に
「
往
生
要
集
』
の
四

明
浄
土
教
に
対
す
る
影
響
の
有
無
が
問
わ
れ
、
山
外
派
の
異
義
と
対
抗
し
、

純
正
な
天
台
義
の
確
立
に
追
わ
れ
た
知
礼
に
『
往
生
要
集
」
の
影
響
が
認

め
ら
れ
ず
と
も
不
思
議
で
は
な
い
、
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
二
部
最
後
の
論
文
「
俊
栃
律
師
と
趙
宋
天
台
」
は
、
円
密
戒
浄
の
諸

宗
に
通
じ
、
「
楽
邦
文
類
』
の
将
来
者
と
し
て
も
著
名
な
、
鎌
倉
期
の
傑

出
せ
る
学
僧
、
俊
杭
法
師
の
教
学
的
基
雛
と
な
っ
た
天
台
教
学
の
理
解
の

特
質
の
解
明
を
狙
い
と
す
る
。
筆
者
は
こ
う
し
た
作
業
を
、
俊
補
自
身

の
体
系
的
な
著
述
が
残
存
し
な
い
た
め
に
、
彼
が
入
宋
中
師
事
し
た
北
峰

宗
印
の
著
『
北
峰
教
義
」
を
手
掛
か
り
に
推
し
進
め
る
。
こ
の
方
法
は
、

俊
初
が
「
北
峰
教
義
」
に
引
用
の
文
章
を
原
本
に
あ
た
り
一
々
検
索
し
て

「
三
千
義
備
捻
」
を
つ
く
り
、
並
々
な
ら
ぬ
北
峰
へ
の
傾
倒
を
示
し
て
い

る
だ
け
に
、
不
自
然
で
は
な
い
。
北
峰
の
教
学
思
想
は
、
筆
者
に
よ
る
と
、

山
家
山
外
の
思
想
的
抗
争
の
延
長
上
に
あ
ら
わ
れ
、
天
台
義
の
正
し
い
理

解
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
礼
の
性
具
説
を

実
体
論
に
堕
す
る
も
の
と
批
判
し
た
仁
岳
の
性
具
説
の
解
釈
が
、
一
方
で

三
千
を
俗
諦
に
、
心
性
を
一
切
の
差
別
を
含
ま
ぬ
清
浄
な
る
存
在
と
解
し
、

互
融
の
関
係
に
立
つ
は
ず
の
心
と
三
千
の
関
係
の
把
握
に
か
え
て
失
敗
し

て
い
る
点
を
正
し
く
み
て
と
っ
て
表
示
さ
れ
た
の
が
、
北
峰
宗
印
の
天
台

義
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
筆
者
は
俊
補
の
天
台
義
の
正

当
性
を
推
定
す
る
。
な
お
筆
者
は
こ
の
あ
と
、
俊
初
撰
す
る
と
こ
ろ
の

『
三
千
備
捻
』
の
校
訂
し
た
も
の
を
附
し
て
い
る
。

こ
の
論
集
は
さ
き
に
も
記
し
た
よ
う
に
安
藤
俊
雄
博
士
の
遺
稿
集
で
あ

る
。
本
書
を
通
読
し
て
み
る
と
、
博
士
の
学
問
的
底
辺
の
広
さ
と
理
解
力

の
確
か
さ
を
あ
ら
た
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
対
象
と
す
る
領
域
が
、
南

北
朝
時
代
と
い
う
中
国
に
お
け
る
佛
教
の
い
わ
ば
受
容
期
か
ら
、
天
台
智
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韻
の
思
想
、
そ
れ
か
ら
宋
代
の
入
り
組
ん
だ
佛
教
の
動
向
、
さ
ら
に
は
日 

本
天
台
に
ま
で
及
び
、
し
か
も
内
容
的
に
未
開
拓
の
分
野
で
の
新
た
な
成 

果
を
包
含
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
学
会
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も 

の
が
あ
ろ
う
し
、
ま
た
編
集
の
妙
を
え
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

今
後
は
も
は
や
博
士
の
新
た
な
学
問
的
成
果
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
が
で 

き
の
な
く
な
っ
た
こ
と
が
惜
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

(

昭
和
五
十
年
五
月
、
平
楽
寺
書
店
、A

五
版
、
八
、
〇
〇
〇
円)
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