
て
如
柬

の
法
身
を
観
じ
て
、
常

に
勤
修
す

れ
ば
又
往
生
し
正
定

に

入
る
こ
と
が
出
来
る
と
言
う
勝
方
便

に
よ
る
不
退
を
得
る
道
を
説

い
て
い
る
の
に
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。
又
易
行
晶
で
は
、
仏
名
を

聞
信
し
称
念
す
る
こ
と
に
よ
る
不
退

を
説

い
て

い
る
に
対
し
て
、

起

信
論

で
は
阿
彌

仏
を
専
念
し
善
根
を
廻
向
す
る
こ
と

に
ょ
る

往
生
を
明
か
し
て
い
る
。
専
念

と
言
う
の
は
、
恐
ら
く
観
経

に
説

く
が
如
く
観
念

の
念
仏
と
思
わ
れ
る
。
次
に
法
身
観
を
併
説

し
て

い
る
か
無
相
観
で
あ
り
理
観
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今

の
専
念

は
仏

の
相
好
を
観
ず
る
有
相
観

で
あ
り
事
観
で
あ
ろ
う
。
又
注
意
す
ぺ

き
は
、
易
行
品
は
現
身
に
於
い
て
不
退

に
入
る
道
と
し
て
聞
名
称

名
を
説

い
て

い
る
が
起
信
論
で
は
不
退
を

目
標
と
す
る
こ
と
は
事

実
と
し
て
も
、
そ

の
不
退

に
至
る
前
提

と
し
て
先
ず

仏
国

に
往
生

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
即
ち
念
仏

に
よ
つ
て
往
生
し
、
往
生

に
よ

つ
て
見
仏
す
る
。
見
仏

に
よ
つ
て
不
退
を
得
、
而
し
て
徐

々

に

薩

へ
の
行
を
積
む

の
が
順
序
で
あ
る
。
以
上

の
如
く
見
る
と

起
信
論

念
仏
即
ち
、
観
念

口
称

の
両
通
を
以
づ
て
説

い
て

い
る
と

こ
ろ
は

、
今
臼
浄
土
教

に
於
け

る
称
名
念
仏

の
意
味
と
恐

ら
く
共

通
す

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

法
然
教
学

の
思
想
史
的
研
究

松

永

寿

秀

私
は

こ
の
た
び
卒
業
論
文
を
書
く

に
当

つ
で
今
年
法
然

上
人
が

往
生
さ
れ
て
か
ら
七
百
五
十
年

に
当
り
記

念
す
べ
き
年

で
も
あ
る

の
で
、
浄
土
宗
開
祖
法
然

の
教
学

に
つ
い
て
根
本
的

に
研
究
し
て

み

よ
う
と
思

つ
た
。
そ

こ
で
法

然
教
学

と

い
つ
て
も
問
題
が
非
常

に
大
き
す
ぎ
る

の
で
特
に

「
選
択
本
願
念

仏
の
義
」
を
中
心
と
し

て
思
愚
史
的

に
考
察
し
て
み
た
。

法
然

の
開

宗
運
動
が

平
安
中
期
以
来

の
浄
土
教
を
継
承
し
て
あ

ら
わ
れ

た
こ
と
は
多
く

の
学
者

に
よ

つ
て
論
ぜ
ら
れ

て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
専
修
念
仏
と

い
う
点
で
、
従
来

の
浄
土
教
と
区
別

さ
れ
る
。
従
来

の
念
仏
信
仰
は
さ
ま
ざ
ま

の
功
徳
を
併

せ
修
し
た

の
で
あ
る
が

、
法
然
は
唯
念

仏

一
行
を
専

修
し
て
、
余
行
を
こ
と

ご
と
く
捨
閉
拗
閣
す

べ
き

こ
と
を
主
張
し

て
念
仏
の
外

に
正
因
な

し
と
断
じ
た
の
で
あ

る
。

夂
従
来

の
念
仏

に
は
理
観

の
念
仏
と
か
馬
色
想
観
と
か
雑
多
な
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種
類
が

あ
つ
た
が
、
法
然

に
お
い
て
念
仏
と
は
称

名
念
仏

の
み
を

意
味
し
、
雑
行
の
道
に
た
え
ざ
る
未
世
の
凡
夫
は
散
心
の
ま
ま
仏

名
を
称

え
れ
ば
往
生
す
る
。
こ
の
外

に
往
生
の
道
が
あ
る
と
思
う

は
仏

の
本
願

に
叶
う
所
以
で
な

い
と
説
き
、
こ
れ
ま
で
念
仏

は
諸

宗
で
そ

の
本
業
の
外
に
兼
修
す
る
と
こ
ろ
で
あ

つ
た
が
、
法
然
は

浄
土
宗

と
い
う

一
宗
を
決
然
と
独
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る

新
義

の
樹
立
は
、
法
然
が
多
年

の
求
道
の
遍
歴
を
経

て
、
往
生
要

集

に
導

か
れ
、
善
導

の
観
経
疏
を
発
見
し
、
こ
れ

に
よ
つ
て
回
心

せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
法
然
は
自
分
自
身
の
求
道
、
信
仰
体
験
か

ら
前
説

を
こ
え
て
独
創
的
な
見
解

に
逮
せ
ら
れ
、

い
わ
ゆ
る

「
選

択
本
願
念
仏
義
」
を
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
り

、
革
新
的
な
主
張
と

な

つ
た
の
で
あ
る
。

法
然

は
往
生
要
集

に
導
か
れ
て
善
導

の
観
経
疏
を
発
見
し
称
名

正
因

の
典
拠
を
見
出
し
た
。
善
導
の
本
願
念
仏
と
法
然
の
選
択
本

願
念
仏
と
は
同
じ
も
の
で
は
な
く
、
法
然
は
称
名
正
因
説
を
立
て

称
名
を
正
定
業
と
し
て
念
仏
を
す
す
め
ら
れ
た
が

、
善
導

は

「
専

ら
彼
仏

の
名
を
称
し
、
彼
仏
及
び

一
切
の
聖
衆
等
を
専
念
、
専
想
、

専
礼
、
専
讃
し
て
余
業
を
雑
え
ざ
れ
」

と
述
べ
て
あ
る
の
で
、
正

行
を
並
び
修
す
る
意
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
く
、
同
じ
専
修
と

い

つ
て
も
法
然
が
阿
彌

陀
経

の
読
誦
も
や
め

、
但
信
称
名

の
行
人
と

な

ら
れ

一
向
専
修
さ
れ

た
の
と
は
こ
と
な

る
の
で
あ
る
。
更

に
万

徳
所
帰
説
、
称

名
易
行
説

に
お
い
て
は
、
善
導

の
本
願
念
仏
を
継

承
し
、
更
に

一
段
と
飛

躍
徹
底
せ
し
め
た
も

の
と

い
う
べ
き
で
あ

る
。
法
然

は
称
名
が
万
徳

に
帰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と

い
う
思
想

と
、
仏
の
本
願
は
無
智
破
戒

の
民
衆

に
も

及
ぼ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
5
自
覚

に
も
と
ず

い
て
選
択
本
願
念
仏
義
を
樹
立
さ
れ
た
。

か

か
る
法
然
自
身
の
自
覚

に
立

つ
て
は
じ

め
て
観
経
疏
を
自
己
の

も

の
と
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
万
徳
所
帰

の
説
も
念
仏
は
阿
彌
陀

仏
か
法
蔵
比
丘

の
昔
か
ら

一
切
衆
生
救
済

の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
修

行
を
成
就
し
、
其

の

一
切

の
功

徳
を
悉
く

六
字
名
号

に
包
摂
し
て

衆

生
に
回
施
し
た
ま
う
も

の
で
あ

る
と

い
う

一
切
衆
生
救
済
と

い

う
と
こ
ろ
に
主

眼
が

お
か
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
法
然
の
選
択
本

顴
念
仏
義

の
樹
立

は
貧
窮

、
因
乏
、
破
戒
無
戒

の
未
法

の
衆
生
、

罪
悪
生
死

の
凡
夫
が
我
土
か
ら
浄
土
に
往

生
す
る
方
法

の
証
得
を

求
道

の
課
題
と
し
た
法
然
独
自

の
も
の
で
あ
る
。
故

に

「
往
生
之

業
念
仏
為
先
」
は
源
信
の
説
く
と
こ
ろ
で

あ
つ
た
が
、
法
然
は
種

々
の
行
法

の
中
か
ら
念
仏
を
選
ん
だ
の
で
な
く
、
念
仏
が
念
仏
以

外

の
行
法
と
別

の
意
義

と
価
値
を
も
つ
こ

と
は
善
導

に
よ
つ
て
明

一37一



ら
か

に
さ
れ
た
の
で
あ
る
6
即

ち

「
善
導

の
意

に
よ
れ
ば
念
仏
は

こ
れ

彌

陀
の
本
願
な
り
」
と
彌
陀
の
本
願
で
あ
る
か
ら
法
然
に
と

つ
て
自
分

の
も

の
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
望
月
博
士
も

い
わ

れ
る
如
く
選
択
篥

に
示
さ
れ
た
三
重

の
選
択
も

一
面

に
於
い

て
は
上
人
信
仰
の
歴
程
を
語
る
も
の
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
法
然
求
道
の
課
題
は
彼

の
生
涯
の
鼠
標
で
も
あ
る
。

そ
れ

は
ど
こ
か
ら
出
て
来
た
"か
と
思
う

に
律
令
体
制
の
崩
壊
が
加

速
度

的

に
深
化
し
、
悪
僧
、
神
人

の
闘
争

、
嗷
訴

、
.悪
疫
、
水
難
、

火
災

、
き
き
ん
な
ど
の
継
起
、

一
方
で
は
武
士
の
興
起
と
未
法
的

な
危

機
が
激
し
く
な

つ
た
時
期
、
法
然
が
九
才

に
な

つ
た
時
、
父

は
討
た
れ
、
法
然
は
悲
劇

に
見
舞
れ

た
。
そ
し

て

「
自
分
は
と
て

も
助

ら
な
い
。
こ
の
疵

に
よ
つ
て
死
ん
で
行
く
が
、
し
か
し
決
し

て
敵

を
恨
ん
で
は
な
ら
な
い
。

も
し
お
前
が
復
讐

を
思
う
な
ら
争

は
い

つ
ま
で
も
絶
え
な

い
で
あ
ろ
う
頃

と
遺
言
さ
れ
た
。
こ
の
こ

と
は
こ
の
遺
言
を
忘
れ
ず
、
比
叡
山
で
修
学
を
続
け

た
法
然
に
と

つ
て
人
生
の
課
題
に
直
面
せ
し
め
る
結
果

と
な

つ
た
。

終
り

に
法
然

の
浄
土
宗
の
独
立
は
教
理
史
的
発
展
だ
け
で
と
ら

へ
得

る
も

の
で
な
く
古
代
よ
り
中
世

へ
の
転
換
期
に
お
け
る
社
会

変
革

と
の
関
連
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
あ

る
こ
と
を

感
じ
る
、
そ

の
点
ま
で
及
び
得
な
か

つ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
然
教
学

の
現
代
的
意
義
が
法

然
教
学
成
立
の
時
代
的

背
景
を
無
視
し
て
考
え
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
な

い
こ
と
は
否
め
な

い
事
実
で
あ
ろ
う
。
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