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は
じ
め
に

自
己
と
世
界
あ
る
い
は
他
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
仏
教
思
想
、
主
に
天
台
教
学
の
立
場
か
ら
現
代
に
も
通
ず
る
見
解
を
提
示
し
よ

う
と
試
み
る
の
が
本
論
の
趣
旨
で
あ
る
。
思
う
に
仏
教
そ
の
も
の
に
唯
心
論
的
傾
向
が
強
く
、
例
え
ば
『
俱
舎
論
』
等
に
説
く
一
切
法

を
分
類
し
た
五
位
七
十
五
法
で
は
色
法
は
十
一
を
数
え
る
が
、
そ
の
う
ち
色
境
〜
触
境
の
み
が
外
界
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
あ
く
ま

で
も
眼
根
〜
身
根
の
対
境
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
。
一
切
法
と
い
え
ど
も
自
己
の
心
や
身
体
か
ら
全
く
独
立
し
た
世
界
は
想
定
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
天
台
教
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
言
う
唯
心
論
的
傾
向
に
つ
い
て
、
唯
物
史
観
的
な
立
場
か
ら
の
指
摘
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
任
継
愈
は
こ
う

述
べ
る
。

か
れ
ら
か
ら
見
れ
ば
世
界
の
多
様
性
、
複
雑
性
と
は
一
念
心
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
主
観
的
思
惟
が
な

け
れ
ば
こ
の
変
化
あ
る
豊
か
な
世
界
は
存
在
し
な
い
（「
こ
の
三
千
は
一
念
心
に
在
り
、
若
し
心
無
く
ん
ば
已
む
。
介
爾
（
わ
ず

か
の
意
）
も
心
有
ら
ば
即
ち
三
千
を
具
す
」）
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
露
骨
な
唯
心
論
で
あ
る(1
)。

※
傍
線
は
筆
者
（
以
下
同
）

「
世
界
の
多
様
性
、
複
雑
性
」
が
、
そ
れ
を
知
る
あ
る
い
は
体
験
す
る
主
体
と
切
り
離
さ
れ
た
客
観
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
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い
う
の
が
彼
の
主
張
で
あ
り
、
そ
の
立
場
よ
り
天
台
の
一
念
三
千
の
教
義
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
一
般
的
な
世
界
理
解

に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
納
得
で
き
る
面
は
確
か
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
共
通
認
識
が
あ
っ
て
こ
そ
現
代
社
会
や
人
間
関
係
、

さ
ら
に
は
自
然
と
の
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
一
応
理
解
で
き
る
。
し
か
し
天
台
教
学
に
お
い
て
は
正
反
対
の
方
向
よ

り
自
己
の
心
身
と
世
界
の
関
係
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
台
で
は
一
切
法
を
衆
生
法
・
仏
法
・
心
法
の
三
法
に
分
類
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
自
己
と
世
界
（
他
者
）
の
関
係
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
は
、
特
に
衆
生
法
の
考
察
が
重
要
と
思
わ
れ
る
。

衆
生
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
は
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
生
命
あ
る
も
の
」
と
い
う
程
の
意
味
で
使
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
生
物
全
般
な
の
か
、
人
間
な
の
か
、
人
間
社
会
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
乗
菩
薩
の
重
要
な
徳
目
と
し
て
、「
下
化

衆
生
」「
済
度
衆
生
」
等
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
最
澄
の
言
う
「
忘
己
利
他
」
は
、
自
分
の
こ
と
は
さ
て
お
い
て
他
人
の
利
益

や
幸
福
を
求
め
る
と
い
う
意
味
に
と
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
利
他
と
は
単
な
る
自
己
犠
牲
や
奉
仕
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
自
他
の
分

別
を
越
え
て
仏
知
見
に
入
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
自
己
と
衆
生
と
は
客
観
的
存
在
物
と
し
て
対
立
的
に
考
え
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
衆
生
そ
の
も
の
が
何
を
意
味
し
ど
の
よ
う
な
属
性
を
有
す
る
も
の
か
と
い
う
問
題
と
と
も
に
、
自
己
と
の
関
係
に
お
い

て
も
単
純
な
解
釈
で
は
把
握
し
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

衆
生
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
五
陰
入
界
等
の
法
な
り
。
こ
の
実
法
を
攬
り
て
も
っ
て
身
と
な
し
、
衆
生
と
（
名
づ
く
）
な
り
。

（『
維
摩
文
疏
』
卍
続
蔵
、
通
巻
二
八
、
〇
二
六
八
）

と
あ
る
よ
う
に
天
台
教
学
で
は
、
陰
入
界
が
衆
生
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
台
の
教
学
に
お
い

て
は
、
衆
生
と
は
客
観
的
存
在
と
し
て
の
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
で
は
な
い
。
五
陰
あ
る
い
は
六
根
と
し
て
主
観
的
に
捉
え
ら
れ

る
一
切
世
界
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
三
諦
三
観
の
思
想
や
十
界
十
如
の
実
相
の
思
想
が
縦
横
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
心
」
と
「
身
」
と
「
世
界
」
の
関
係
を
、
陰
入
界
と
い
う
あ
り
方
で
捉
え
た
天
台
の
衆
生
観
に
よ
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
現
代
的
認
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識
に
対
し
て
「
古
く
て
新
し
い
」
提
言
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
切
法
は
陰
入
界
を
通
し
て
我
わ
れ
の
心
が
把
握
し
た
限
り
で
の

一
切
で
あ
る
。
そ
れ
を
観
心
と
い
う
局
面
で
追
究
す
る
の
が
心
法
で
あ
り
、
自
己
の
向
上
を
目
指
す
と
と
も
に
そ
れ
を
保
証
す
る
の
が

仏
法
で
あ
る
。
表
面
的
に
見
る
な
ら
ば
、
単
な
る
唯
心
論
に
堕
ち
入
っ
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
ろ
う
が
、
慎
重
に
考
察
し
て
い
く
な
ら

ば
「
私
」
と
切
り
離
さ
れ
た
「
世
界
」
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
禅
定
や
瞑
想
に
も

と
づ
く
身
体
的
体
験
的
理
解
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

以
下
、
天
台
教
学
の
衆
生
観
、
六
根
五
陰
観
、
止
観
に
お
け
る
六
根
清
浄
等
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

な
お
本
論
は
、
日
本
佛
教
学
会
共
同
研
究
の
二
〇
一
七
年
度
の
サ
ブ
テ
ー
マ
「
仏
教
か
ら
見
る
「
人
間
」
定
義
の
新
次
元
」
に
沿
っ
た

論
考
で
あ
り
、
現
代
社
会
へ
の
提
言
的
な
方
向
で
論
じ
て
い
る
こ
と
を
お
含
み
お
き
い
た
だ
き
た
い
。

一
、
衆
生
と
は

ま
ず
衆
生
と
は
何
で
あ
る
か
、
仏
教
に
お
け
る
そ
の
一
般
的
解
釈
を
示
し
て
お
き
た
い(2)。
辞
典
類
に
も
と
づ
き
衆
生
の
定
義
を
ま
と

め
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
よ
う
。

①
広
義
の
全
般
的
意
味
で
の
衆
生
：
生
き
て
い
る
も
の
、
生
あ
る
も
の
、
多
く
の
生
き
も
の
、（
想
像
的
な
存
在
も
含
め
た
）
生
存

す
る
も
の
。
特
に
人
間
、
人
々
、
世
間
の
多
く
の
人
々

②
そ
の
語
義
や
属
性
を
も
っ
て
解
釈
し
た
場
合
の
衆
生
：
多
く
の
人
と
と
も
に
生
ず
る
も
の
、
多
く
の
法
が
和
合
し
て
生
ず
る
も
の
、

多
く
の
生
死
を
流
転
す
る
も
の

③
迷
悟
の
観
点
よ
り
見
た
衆
生
：
凡
夫
よ
り
仏
菩
薩
ま
で
を
含
む
存
在
、
特
に
煩
悩
に
覆
わ
れ
た
凡
夫
、
仏
菩
薩
の
教
化
の
対
象

こ
の
よ
う
に
衆
生
と
は
か
な
り
広
い
意
味
を
含
む
語
で
あ
り
、
衆
生
と
漢
訳
さ
れ
た
後
に
そ
の
漢
語
の
持
つ
意
義
か
ら
付
加
さ
れ
た
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と
思
え
る
解
釈
も
あ
る
。

衆
生
と
い
う
語
は
、
用
例
は
多
く
な
い
が
も
と
も
と
中
国
の
古
典
に
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
（
例
え
ば
『
礼
記
』
祭
義
、『
荘
子
』
徳

充
符
な
ど
）。
そ
の
意
味
は
本
来
は
文
字
通
り
「
多
く
の
生
き
も
の
」
で
あ
る
が
、
狭
義
に
は
「
群
生
」「
群
有
」「
蒼
生
」「
黎
元
」

「
民
庶
」「
蒸
庶
」
な
ど
と
同
様
、「
多
く
の
人
々
」
を
漠
然
と
示
す
語
と
し
て
使
わ
れ
る
。
衆
生
と
い
う
語
で
訳
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
梵

語
は
、
主
に
sattva・
jantu・
bahujana
な
ど
で
あ
ろ
う
。

初
期
の
主
要
訳
経
者
で
あ
る
支
讖
・
支
謙
・
竺
法
護
等
は
、
こ
れ
ら
の
梵
語
を
経
典
の
文
脈
に
よ
っ
て
、
様
々
な
表
現
を
用
い
て
苦

心
し
な
が
ら
訳
し
て
い
る
跡
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
結
果
「
蜎
飛
蠕
動
」（
虫
や
鳥
や
蛇
の
類
）
等
、
動
物
を
強
く
意
識
し
た
訳
（
例

え
ば
『
正
法
華
経
』
大
正
九
、
六
九
ｃ
等
）、「
人
」「
人
民
」
等
は
っ
き
り
人
間
に
限
定
し
た
訳
、「
衆
生
」「
群
生
」「
蒼
生
」
等
ど
ち

ら
を
も
漠
然
と
含
む
訳
、
こ
の
三
種
類
の
漢
訳
語
が
不
統
一
に
使
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
漢
訳
仏
典
で
は
、
羅
什
以
前
の
漢
訳
で
も
も

ち
ろ
ん
衆
生
の
語
は
使
わ
れ
て
い
る
し
、
羅
什
以
後
も
群
生
・
蒼
生
の
語
も
使
用
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
羅
什
の
翻
訳
活
動
に
お
い
て

衆
生
と
い
う
語
に
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
衆
生
は
玄
奘
の
新
訳
で
は
「
有
情
」
で
あ
り
、
こ
の
漢
訳
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
主
に
天
台
教
学
に
関
し
て
論
ず
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
措
く
。

と
こ
ろ
で
特
に
仏
道
の
対
象
と
し
て
の
衆
生
に
畜
生
等
が
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
い
ま
『
法
華
文
句
』
を
引
用
す

る
と
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

今
日
、
仏
あ
り
、
ま
た
衆
生
あ
り
、
い
か
ん
。
仏
い
わ
く
。
止
み
な
ん
止
み
な
ん
。
我
れ
前
に
言
う
と
こ
ろ
は
、
人
身
を
得
た
者

の
み
と
。
も
し
五
道
を
し
て
同
日
に
成
仏
せ
し
め
ん
と
発
願
せ
る
も
の
あ
り
や
い
な
や
。
仏
い
わ
く
。
器
に
あ
ら
ざ
る
も
の
の
身

を
も
っ
て
無
上
道
を
成
ず
べ
か
ら
ず
。
か
な
ら
ず
先
ず
三
趣
を
化
し
て
人
天
を
得
せ
し
め
、
し
か
し
て
後
に
す
な
わ
ち
願
の
ご
と

く
す
べ
し
。
三
趣
は
善
道
に
あ
ら
ず
、
な
ん
ぞ
よ
く
成
仏
せ
ん
。
人
、
宝
聚
を
求
め
る
に
、
空
中
に
お
い
て
求
め
ざ
る
が
ご
と
し
。

（『
法
華
文
句
』
大
正
三
四
、
五
六
ａ
）
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こ
れ
は
、『
菩
薩
瓔
珞
経
』（
大
正
一
六
、
三
六
ｃ
）
の
説
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
成
仏
と
い
う
観
点
か
ら
衆
生
を
見
る
な

ら
ば
、
仏
の
教
化
に
よ
っ
て
も
一
切
衆
生
が
す
べ
て
そ
の
ま
ま
成
仏
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
、
人
身
に
限
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
初
期
仏
教
以
来
の
「
人
身
は
得
難
い
」（
例
え
ば
『
法
句
経
』
一
八
二
等
）
と
い
う
考
え
の
延
長
線
上
に
あ
る
思
想
で
あ
る
が
、
注

意
す
べ
き
は
「
先
ず
三
趣
を
化
し
て
人
天
を
得
せ
し
め
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
間
以
外
の
衆
生
を
切
り
捨
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
仏
教
の
生
物
観
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
広
義
の
衆
生
、
狭
義
の
衆
生
等
、
衆
生
の
語
の
多
義
性
が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

二
、
一
切
法
と
し
て
の
衆
生

上
述
し
た
よ
う
に
、
衆
生
の
語
が
定
着
す
る
と
と
も
に
多
義
を
含
み
若
干
曖
昧
な
概
念
と
な
っ
て
き
た
感
が
あ
る
。
天
台
教
学
で
は

あ
る
意
味
で
観
点
を
転
換
し
、
衆
生
を
「
衆
生
法
」
と
し
て
も
の
ご
と
の
あ
り
方
、
い
わ
ば
範
疇
と
捉
え
た
の
で
あ
る(3)。
周
知
の
ご
と

く
智
顗
は
『
華
厳
経
』「
唯
心
偈
」
に
よ
り
、
心
・
仏
・
衆
生
の
三
法
を
立
て
、
こ
れ
を
一
切
法
と
し
た
。
も
っ
と
も
「
南
岳
師
三
種

を
挙
ぐ
。
謂
く
衆
生
法
、
仏
法
、
心
法
な
り
」（
大
正
三
三
、
六
九
三
ａ
）
と
智
顗
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
考
え
は
智
顗

の
師
で
あ
る
南
岳
慧
思
の
発
想
を
受
け
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
法
華
玄
義
』
に
は
、

今
、
三
法
に
よ
っ
て
更
に
広
く
分
別
す
べ
し
。
も
し
衆
生
法
を
広
く
せ
ば
、
一
往
通
じ
て
諸
の
因
果
お
よ
び
一
切
法
を
論
ず
。
も

し
仏
法
を
広
く
せ
ば
、
こ
れ
す
な
わ
ち
果
に
拠
る
。
も
し
心
法
を
広
く
せ
ば
、
こ
れ
す
な
わ
ち
因
に
拠
る
。（
大
正
三
三
、
六
九

三
ｂ
）

と
述
べ
、
衆
生
法
を
広
義
に
理
解
す
れ
ば
、
因
（
心
法
）、
果
（
仏
法
）
を
含
ん
だ
一
切
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
一
切

法
と
は
『
法
華
経
』
の
意
に
よ
れ
ば
十
如
是
等
で
あ
る
と
し
、
法
と
し
て
の
十
如
是
の
解
釈
が
述
べ
ら
れ
る
。
華
厳
の
「
唯
心
偈
」
は
、
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心
は
工
画
師
の
如
し
、
種
種
の
五
陰
を
画
く
。
一
切
世
界
中
、
法
と
し
て
造
ら
ざ
る
無
し
。
心
の
如
く
仏
も
ま
た
爾
り
、
仏
の
如

く
衆
生
も
然
り
。
心
仏
及
び
衆
生
、
こ
の
三
、
差
別
無
し
。（
大
正
九
、
四
六
五
ｃ
）

と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
心
・
仏
・
衆
生
が
特
に
「
法
」
と
は
言
わ
れ
て
い
な
い
。
心
が
一
切
世
界
中
の
法
を
作
る
と
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
衆
生
法
・
仏
法
・
心
法
の
三
法
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
智
顗
の
『
法
華
玄
義
』
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
法
華
玄
義
』
の
こ
の
部
分
が
、「
妙
法
蓮
華
経
」
と
い
う
経
題
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
「
法
」
を
取
り
上
げ
、

そ
の
解
釈
の
一
環
と
し
て
「
唯
心
偈
」
を
援
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
法
＝
一
切
法
の
究
明
に
あ
た
り
、
心
・

仏
・
衆
生
の
三
つ
の
範
疇
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
三
つ
は
常
に
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お

り
、
衆
生
法
の
み
を
切
り
離
し
て
別
個
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
衆
生
法
と
は
一
切
法
を
三
つ
の
観
点

よ
り
把
握
し
た
時
、
衆
生
と
い
う
あ
り
様
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
一
往
通
じ
て
」
で
は
あ
る

が
、
こ
の
衆
生
法
に
一
切
法
を
摂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
衆
生
と
は
言
っ
て
も
、
世
界
観
的
意
味
あ
い
が
強
い
。
一
切
世
界
の
あ
り
様
を
衆
生
法
と
い
う
表
現
で
示
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
そ
れ
と
同
時
に
悟
り
の
世
界
（
仏
法
＝
果
）
と
凡
夫
の
世
界
（
心
法
＝
因
）
と
が
重
層
的
に
展
開
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
な
ぜ
衆
生
法
が
一
切
法
に
な
る
か
。
そ
し
て
衆
生
法
と
は
具
体
的
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
衆
生

陰
界

入

一
切
と
い
う
形
で
、「
陰
入
界
」
と
い
う
も
の
が
介
在
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、
陰
界
入
と
し
て
の
衆
生

智
顗
は
衆
生
を
陰
入
界
す
な
わ
ち
五
陰
・
六
根
・
十
二
入
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
現
代
的
表
現
で
言
え
ば
世
界
認
識
・
世
界
体
験
の

一
切
と
す
る
と
と
も
に
、
観
心
修
行
の
基
本
的
な
「
場
」
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
五
陰
と
六
根
・
十
二
入
・
十
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八
界
は
も
と
も
と
別
の
系
列
に
属
す
る
範
疇
で
あ
る
。
さ
ら
に
六
根
と
六
入
（
六
処
）
も
成
立
的
に
は
別
の
系
列
で
あ
る(4)。
し
か
し
智

顗
の
著
述
に
お
い
て
は
、
厳
密
な
区
別
は
さ
れ
て
お
ら
ず
「
陰
界
入
」「
陰
入
界
」「
陰
界
」
等
と
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
さ
れ
て
、
広
い

意
味
で
の
認
識
・
体
験
の
法
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。『
摩
訶
止
観
』
十
境
の
「
陰
入
界
境
」
な
ど
そ
の
好
例
で
あ
る
。
た

だ
こ
こ
で
は
主
に
六
根
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
五
陰
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
を
分
け
て
、
衆
生
法
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
て
い
る
か
、
以
下
に
考
察
し
て
み
た
い
。

1
、
六
根
と
し
て
の
衆
生

ま
ず
慧
思
の
『
法
華
経
安
楽
行
儀
』
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

問
う
て
曰
わ
く
。
云
何
が
衆
生
妙
と
名
づ
く
。
云
何
が
復
た
衆
生
法
と
名
づ
く
る
や
。
答
え
て
曰
わ
く
。
衆
生
妙
と
は
、
一
切
の

人
身
六
種
の
相
、
妙
な
り
。
六
自
在
王
の
性
、
清
浄
な
る
が
故
に
。
六
種
の
相
と
は
即
ち
こ
れ
六
根
な
り
。
人
あ
り
て
、
道
を
求

め
、
法
華
を
受
持
し
読
誦
し
修
行
す
る
に
、
法
性
空
な
る
を
観
じ
、
十
八
界
に
所
有
の
性
な
き
を
知
る
。
深
き
禅
定
を
得
て
、
四

種
の
妙
安
楽
行
を
具
足
し
、
六
神
通
を
得
れ
ば
、
父
母
所
生
の
清
浄
の
常
眼
な
り
。
こ
の
眼
を
得
る
と
き
、
善
く
一
切
諸
仏
の
境

界
を
知
り
、
ま
た
一
切
衆
生
の
業
縁
、
色
心
の
果
報
を
知
る
。
生
死
、
出
没
、
上
下
、
好
醜
、
一
念
に
悉
く
知
る
。
眼
通
中
に
お

い
て
、
十
力
、
十
八
不
共
、
三
明
、
八
解
を
具
足
す
。
一
切
神
通
、
悉
く
眼
通
に
あ
り
て
、
一
時
に
具
足
す
。
こ
れ
豈
に
こ
れ
衆

生
眼
の
妙
に
あ
ら
ざ
る
や
。
衆
生
眼
、
妙
な
れ
ば
す
な
わ
ち
ち
仏
眼
な
り
。（
大
正
四
六
、
六
九
八
ｃ
）

こ
こ
で
は
衆
生
が
妙
で
あ
る
と
は
人
身
や
六
根
が
妙
に
な
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
衆
生
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

眼
根
に
こ
と
よ
せ
て
主
張
し
て
い
る
。「
妙
」
と
い
う
概
念
を
介
し
て
い
る
の
で
直
接
的
で
は
な
い
が
、
衆
生
が
六
根
と
し
て
見
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
妙
と
な
っ
た
六
根
で
捉
え
た
世
界
は
、
仏
が
捉
え
る
そ
れ
と
等
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

智
顗
の
『
維
摩
文
疏
』
に
は
、
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諸
の
衆
生
は
ま
さ
に
い
か
な
る
国
を
も
っ
て
菩
薩
根
を
起
こ
す
べ
き
か
に
随
っ
て
仏
土
を
取
る
、
と
は
衆
生
が
仏
智
慧
に
入
る
に

要
ず
六
根
に
法
を
受
け
、
法
に
よ
り
て
行
を
修
す
る
に
よ
り
て
ま
さ
に
仏
慧
に
入
る
。
菩
薩
は
諸
衆
生
の
眼
等
の
六
根
の
い
ず
れ

の
根
が
偏
え
に
利
な
る
か
を
観
て
、
も
し
耳
根
が
偏
え
に
利
に
し
て
、（
そ
れ
を
）
起
こ
し
て
道
に
入
る
に
堪
え
れ
ば
、
す
な
わ

ち
声
を
用
い
て
仏
事
を
な
す
。
一
切
法
は
声
に
趣
く
に
こ
の
趣
は
過
ぎ
ず
。
声
が
三
諦
の
理
を
詮
す
れ
ば
、（
菩
薩
は
）
す
な
わ

ち
声
を
用
い
て
四
教
を
宣
べ
、
一
段
の
衆
生
の
耳
根
を
起
こ
し
て
菩
薩
の
根
と
な
し
、
一
国
に
聚
置
し
、
菩
薩
も
し
成
仏
す
る
時
、

す
な
わ
ち
音
声
を
も
っ
て
仏
事
を
な
す
な
り
。
ま
た
衆
生
の
余
根
の
偏
え
に
利
な
る
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
余
塵
を
用
い
て
そ
の
根

性
を
起
こ
し
て
、
一
国
に
聚
置
し
、
菩
薩
の
成
仏
の
時
、
色
塵
を
仏
事
と
な
し
、
な
い
し
香
味
触
法
塵
等
を
も
っ
て
仏
事
と
な
す
。

こ
れ
に
例
し
て
知
る
べ
し
。（
卍
続
蔵
、
通
巻
二
七
、
〇
九
四
五
）

※
（

）
内
は
筆
者
の
補
い
（
以
下
同
）

こ
こ
で
「
菩
薩
根
」
と
は
経
典
の
意
か
ら
言
え
ば
、
菩
薩
の
機
根
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
僧
肇
も
「
菩
薩
根
と
は
六
住
己
下
の
菩
提

心
な
り
」（『
注
維
摩
詰
経
』
大
正
三
八
、
三
三
五
ａ
）
と
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
智
顗
の
解
釈
で
は
、
機
根
の
根
と
い
う

よ
り
も
六
根
の
根
と
し
て
こ
れ
を
捉
え
、
衆
生
が
菩
薩
の
教
化
に
よ
り
仏
慧
に
入
る
た
め
の
手
だ
て
、
あ
る
い
は
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る

も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
衆
生
は
か
な
ら
ず
六
根
に
よ
っ
て
法
を
知
り
修
行
す
る
、
換
言
す
れ
ば
六
根

六
境

六
識

に
お
い
て
こ
そ
仏
慧
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
慧
思
の
見
解
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

同
様
な
論
述
は
、

ま
さ
に
知
る
べ
し
、
衆
生
の
類
こ
れ
菩
薩
の
仏
土
な
り
と
。
法
性
法
海
の
六
塵
（
六
根
）
を
も
っ
て
後
身
は
菩
薩
の
類
を
起
こ
し
、

み
な
常
寂
光
土
に
入
る
な
り
。（
卍
続
蔵
、
通
巻
二
七
、
〇
九
四
六
）

こ
の
衆
生
を
化
せ
ん
が
た
め
に
、
有
余
土
の
浄
穢
を
も
っ
て
調
伏
し
、
調
伏
し
て
正
し
く
仏
慧
に
入
る
が
た
め
に
、
す
な
わ
ち
十

法
界
の
六
塵
を
も
っ
て
そ
の
諸
根
を
起
こ
し
て
、
諸
塵
に
お
い
て
通
達
し
、
滞
り
な
く
常
寂
光
の
理
を
見
さ
し
む
。（
同
前
）
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声
も
て
仏
事
を
な
し
て
、
耳
根
を
起
こ
す
、
な
い
し
意
根
。
た
だ
こ
の
中
の
衆
生
は
、
六
根
た
が
い
に
用
い
一
塵
が
一
根
を
起
こ

す
に
随
っ
て
、
す
な
わ
ち
六
根
を
起
こ
す
な
り
。
も
し
、
円
教
を
稟
け
る
衆
生
は
無
為
縁
集
を
断
じ
て
ま
さ
に
尽
き
ん
と
な
さ
ば
、

常
寂
光
国
を
取
り
六
塵
を
も
っ
て
仏
事
を
な
し
、
六
根
を
起
こ
す
は
、
み
な
こ
れ
寂
照
の
六
根
を
起
こ
し
て
玅
覚
の
眼
根
な
い
し

意
根
を
成
ぜ
し
む
。（
同
、
〇
九
四
八
）

こ
れ
ら
の
説
は
、
四
土
説
の
う
ち
常
寂
光
土
の
様
相
を
解
説
す
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
り
、
衆
生
や
六
根
そ
の
も
の
に
つ
い
て
直
接
的

に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
常
寂
光
土
の
衆
生
が
ひ
と
え
に
六
根
の
あ
り
方
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

『
法
華
玄
義
』
に
も
、

一
眼
に
諸
眼
の
用
を
具
す
は
す
な
わ
ち
仏
眼
な
り
。
こ
れ
は
こ
れ
今
経
に
衆
生
法
妙
を
明
か
す
文
な
り
。
大
経
に
い
わ
く
、
大
乗

を
学
ぶ
者
は
肉
眼
あ
り
と
い
え
ど
も
、
名
づ
け
て
仏
眼
と
な
す
と
。
耳
、
鼻
の
五
根
も
例
し
て
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
殃
掘
に
い

わ
く
、
い
わ
ゆ
る
か
の
眼
根
は
、
諸
如
来
に
お
い
て
常
な
り
。
具
足
し
て
無
減
に
修
す
に
了
了
分
明
に
見
る
と
。
な
い
し
意
根
も

ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
大
品
に
い
わ
く
、
六
自
在
王
と
は
性
清
浄
な
る
が
ゆ
え
な
り
と
。（
大
正
三
三
、
六
九
三
ａ
）

と
あ
り
、
諸
経
論
を
引
用
し
て
衆
生
法
が
妙
と
な
る
の
は
と
り
も
な
お
さ
ず
六
根
が
妙
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
先
の
『
維
摩
文

疏
』
で
は
常
寂
光
土
、
こ
こ
で
は
妙
と
い
う
高
度
な
境
地
よ
り
の
論
述
で
あ
る
が
、
衆
生
法
そ
の
も
の
は
六
根
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

2
、
五
陰
と
し
て
の
衆
生

次
に
主
に
五
陰
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
を
紹
介
し
よ
う
。
五
陰
が
衆
生
で
あ
る
と
い
う
の
は
『
摩
訶
止
観
』
に
、

五
陰
を
攬
っ
て
通
じ
て
衆
生
と
称
す
る
も
、
衆
生
は
同
じ
か
ら
ず
。（
大
正
四
六
、
五
二
ｃ
）

62



一
日
一
夜
に
凡
そ
幾
許
百
千
億
の
陰
を
生
ず
。
一
一
の
五
陰
は
す
な
わ
ち
こ
れ
衆
生
な
り
。
日
夜
既
に
爾
り
。
何
ぞ
況
や
一
世
を

や
、
何
ぞ
況
や
無
量
世
を
や
。（
同
、
一
三
九
ｂ
）

等
と
述
べ
と
い
る
よ
う
に
、
智
顗
に
と
っ
て
基
本
的
認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
初
に
紹
介
し
た
よ
う
に
『
維
摩
文
疏
』
に
は
、

衆
生
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
五
陰
入
界
等
の
法
な
り
。
こ
の
実
法
を
攬
り
て
も
っ
て
身
と
な
し
、
衆
生
と
（
名
づ
く
）
な
り
。

（
卍
続
蔵
、
通
巻
二
八
、
〇
二
六
八
）

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
入
界
」
も
含
め
て
い
る
が
、
五
陰
が
衆
生
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
実
法
と
言
っ
て
い
る
が
、

五
陰
等
は
も
と
よ
り
因
縁
所
生
法
で
あ
る
の
で
、
常
住
不
変
の
実
法
の
意
味
で
は
な
く
、
現
実
に
形
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
と
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
。
智
顗
は
こ
れ
に
続
け
て
、
毘
曇
（
有
部
）、
犢
子
部
、
成
実
論
、
方
広
道
人
の
説
を
列
挙
し
て
い
る
。
各
説
の
論
点
は
、

所
成
の
衆
生
と
能
成
の
法
が
実
（
有
）
で
あ
る
か
空
（
無
）
で
あ
る
か
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
を
紹
介
し
た
上
で
、
次

の
よ
う
な
問
答
を
設
け
て
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。

問
い
て
い
わ
く
、
も
し
幻
の
ご
と
く
す
な
わ
ち
空
な
ら
ば
、
方
広
道
人
の
所
説
と
何
ぞ
異
な
ら
ん
。
答
え
て
い
わ
く
。
か
れ
如
幻

等
即
空
と
明
か
す
は
、
空
相
を
取
り
て
戯
論
し
て
慧
眼
を
破
す
。
な
お
空
の
真
に
入
る
を
得
ず
。
あ
に
真
空
の
中
道
に
入
る
を
得

ん
や
。
こ
の
経
に
は
三
諦
を
観
じ
て
源
を
窮
め
、
性
を
尽
く
す
こ
と
を
明
か
す
。
義
も
て
推
す
に
す
な
わ
ち
三
種
の
衆
生
あ
り
。

一
に
俗
諦
の
衆
生
。
二
に
真
諦
の
衆
生
。
三
に
中
道
の
衆
生
。
も
し
俗
諦
の
衆
生
は
分
段
の
五
陰
を
攬
り
て
、
も
っ
て
仮
名
の
衆

生
を
成
ず
。
み
な
幻
夢
の
ご
と
し
。
も
し
真
諦
を
見
れ
ば
、
ま
た
変
易
の
五
陰
を
攬
り
て
、
も
っ
て
衆
生
を
成
ず
。
も
し
中
道
を

見
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
れ
法
性
の
五
陰
を
（
攬
り
て
）
も
っ
て
衆
生
を
成
ず
。
ゆ
え
に
大
涅
槃
に
明
か
す
、
衆
生
の
仏
性
は
六
法

を
離
れ
ず
と
。
智
度
論
に
い
わ
く
、
衆
生
の
無
上
は
仏
こ
れ
な
り
、
法
の
無
上
は
涅
槃
こ
れ
な
り
と
。
今
、
中
道
は
す
で
に
こ
れ

法
性
の
五
陰
な
り
。
な
ん
の
意
ぞ
、
称
し
て
衆
生
を
観
ず
る
と
な
す
を
得
ざ
ら
ん
。
衆
生
の
源
を
尽
く
し
、
三
諦
の
衆
生
を
窮
む

る
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
菩
薩
の
観
衆
生
の
義
な
り
。（
同
前
）
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と
論
じ
て
い
る
。
経
文
（『
維
摩
経
』）
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
受
け
と
れ
ば
、
確
か
に
空
の
み
に
執
着
す
る
方
広
道
人
と
同
じ
立
場
に

な
っ
て
し
ま
う
。
智
顗
は
三
諦
の
思
想
に
よ
っ
て
三
種
の
衆
生
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
文
中
に
、

『
涅
槃
経
』
の
六
法
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
色
・
受
・
想
・
行
・
識
の
五
陰
と
我
の
六
を
指
す
（
大
正
一
二
、
八
〇
二
ｃ
）。

中
道
の
法
性
の
五
陰
と
、
我
を
加
え
た
仏
性
と
し
て
の
六
法
を
同
一
に
論
ず
る
の
は
問
題
が
あ
ろ
う
が
、
中
道
の
五
陰
つ
ま
り
仏
と
し

て
の
五
陰
を
述
べ
る
た
め
に
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

智
顗
は
衆
生
が
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
三
諦
三
種
の
衆
生
を
明
か
し
て
い
る
。
し
か
し
経
文
で
衆
生
の
畢
竟
空
を

説
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
三
種
の
衆
生
を
立
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経
文
で
は
第
五
の
大
の
よ
う
に
、
衆
生
が
空
で
あ

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
真
諦
に
入
る
こ
と
の
み
を
述
べ
て
お
り
、
変
易
の
五
陰
（
衆
生
）
な
ど
の
こ
と
は
説
い
て
い
な
い
。
ど
う
し
て
こ

れ
ら
の
こ
と
を
論
ず
る
の
か
、
と
自
問
し
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

真
諦
（
空
）
を
観
ず
れ
ば
、
第
五
の
大
の
よ
う
に
俗
諦
（
仮
）
の
衆
生
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
空
を
体
得
し
た
真
諦
に
住

す
る
衆
生
（
変
昜
の
五
陰
）
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
菩
薩
が
空
を
観
ず
る
場
合
、
二
乗
と
異
な
り
衆
生
空
（
人
空
）
と
と
も

に
涅
槃
空
（
法
空
、
こ
こ
で
は
真
諦
も
ま
た
空
で
あ
る
こ
と
）
を
も
観
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
真
諦
を
空
じ
た
中
道
が
成
立
す

る
が
、
中
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
計
す
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
疾
病
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
中
道
も
ま
た
空
で
あ
る
観
ず
る
の
で
あ

る
。
空
観
に
入
る
と
は
三
諦
が
す
べ
て
空
で
あ
る
と
知
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
空
は
断
滅
論
で
は
な
く
、
真
の
中
道
を
見

る
者
は
一
心
に
万
行
が
具
わ
る
。
菩
薩
は
二
乗
と
同
じ
く
空
の
一
切
智
に
入
る
と
い
え
ど
も
、
三
諦
を
見
、
三
智
を
具
足
す
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
経
文
の
意
に
従
い
入
空
と
い
う
こ
と
か
ら
述
べ
た
が
、
実
に
は
空
に
入
る
と
い
う
時
に
、
同
時
に
三
観
が
具

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
後
に
説
か
れ
る
慈
、
悲
、
喜
、
捨
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。（
卍
続
蔵
、
通
巻
二
八
、
〇
二
六

八

〇
二
六
九
、
取
意
）

と
論
じ
て
い
る
。
智
顗
が
先
に
三
諦
の
衆
生
を
立
て
た
の
は
、
方
広
道
人
等
の
説
を
破
し
て
三
諦
の
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
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が
、
三
諦
そ
れ
ぞ
れ
が
実
は
空
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
主
張
し
、
さ
ら
に
空
と
は
言
っ
て
も
断
滅
論
で
は
な
く
、
三
観
が
具
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
は
不
思
議
円
融
の
三
諦
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

智
顗
に
お
い
て
は
五
陰
の
仮
和
合
で
あ
る
衆
生
が
単
に
空
な
る
も
の
と
し
て
静
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
重
層
的
な
三

諦
の
あ
り
様
の
中
で
、
常
に
動
的
主
体
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

上
述
し
た
よ
う
に
智
顗
は
五
陰
と
六
入
と
を
区
別
し
な
い
で
、
陰
入
界
等
の
語
で
示
し
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
厳
密
さ
に
欠
け
る

が
、
衆
生
の
世
界
の
一
切
を
陰
入
界
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
々
お
お
ま
か
に
言
え
ば
、
五
陰
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
存
在

の
法
で
あ
り
、
六
根
は
認
識
に
属
す
る
法
で
あ
る
。
衆
生
と
は
五
陰
と
し
て
あ
る
（
存
在
す
る
）
も
の
で
あ
り
、
六
根
と
し
て
あ
る

（
認
識
さ
れ
る
）
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
意
識
的
に
結
び
付
け
て
陰
入
界
と
称
し
、
衆
生
の
世
界
を
摂
括
し
ま
た
限
定
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
基
本
的
あ
り
様
の
上
に
、
三
諦
三
観
・
十
界
十
如
等
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
衆

生
法
の
意
味
が
あ
ら
た
め
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四
、
六
根
清
淨

六
根
や
五
陰
が
智
顗
の
仏
教
の
基
本
的
な
「
場
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
実
践
面
に
お
い
て
も
、
十
乗
観
法
の
第
一
が

「
陰
入
界
境
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
確
で
あ
る
が
、
非
行
非
坐
三
昧
（
覚
意
三
昧
・
歴
縁
対
境
止
観
）
で
六
受
す
な
わ
ち
六
根
が
観
境

と
し
て
、
行
動
様
式
で
あ
る
六
事
と
と
も
に
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
さ
ら
に
天
台
の
止
観
実
習
の
ひ
と
つ
の
法
儀
で
も
あ
る

懺
法
の
中
心
と
な
る
六
根
懺
悔
、
六
根
清
浄
が
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
非
行
非
坐
三
昧
の
対
境
と
し
て
『
摩
訶
止

観
』
に
、
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若
し
諸
塵
あ
ら
ば
須
く
六
受
を
捨
つ
べ
し
。
若
し
財
物
な
く
ん
ば
須
く
六
作
を
運
ぶ
べ
し
。
捨
、
運
と
も
に
論
ず
る
に
十
二
事
あ

り
。
初
に
眼
が
色
を
受
く
る
時
を
論
ず
る
に
、
未
見
、
欲
見
、
見
、
見
已
の
四
運
心
は
皆
な
見
る
べ
か
ら
ず
、
ま
た
見
ざ
る
を
得

ず
。（
中
略
）
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
色
を
覚
す
れ
ば
畢
竟
じ
て
空
寂
な
り
。
所
観
の
色
は
空
と
等
し
く
能
観
の
色
は
盲
と
等
し
。

乃
至
、
意
が
法
を
縁
ず
る
も
、
未
縁
、
欲
縁
、
縁
、
縁
已
の
四
心
は
皆
な
不
可
得
な
り
。（
中
略
）
こ
れ
を
六
受
を
覚
す
る
の
観

と
な
す
。（
大
正
四
六
、
一
五
ｃ
）

縁
に
歴
り
、
境
に
対
し
陰
界
を
観
ず
る
と
は
、
縁
は
六
作
を
謂
い
、
境
は
六
塵
を
い
う
。（
同
、
一
〇
〇
ｂ
）

等
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
例
え
ば
眼
で
も
の
を
見
る
時
の
あ
り
様
を
四
運
心
に
よ
っ
て
観
察
し
、
そ
こ
に
「
見
る
べ
か
ら
ず
」

（
空
）、「
ま
た
見
ざ
る
を
得
ず
」（
仮
）
と
い
っ
た
境
地
を
観
ず
る
。
陰
入
は
「
現
前
」（
同
、
四
九
ｂ
）
す
る
も
の
と
言
わ
れ
て
お
り
、

我
わ
れ
の
体
験
の
一
切
で
あ
る
。
一
切
法
と
し
て
の
衆
生
法
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
ま
ず
観
察
の
対
境
に
し
て
止
観
の
実
践
を
深
め
て

い
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
『
法
華
経
』
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
た
六
根
懺
悔
を
主
眼
と
す
る
法
華
懺

法
が
説
か
れ
る
。

法
華
に
約
し
て
ま
た
方
法
と
勧
修
を
明
か
す
。
方
法
と
は
身
の
開
遮
、
口
の
説
黙
、
意
の
止
観
な
り
。
身
を
開
し
て
十
と
な
す
。

一
厳
浄
道
場
、
二
浄
身
、
三
三
業
供
養
、
四
請
仏
、
五
礼
仏
、
六
六
根
懺
悔
、
七
遶
旋
、
八
誦
経
、
九
坐
禅
、
十
証
相
な
り
。
別

に
一
巻
あ
り
て
法
華
三
昧
と
名
づ
く
。
こ
れ
天
台
師
の
著
す
と
こ
ろ
に
し
て
世
に
流
伝
す
。
行
者
こ
れ
を
宗
と
せ
よ
。
こ
れ
則
ち

説
黙
を
兼
ね
れ
ば
、
ま
た
別
し
て
論
ぜ
ざ
る
な
り
。
意
の
止
観
と
は
、
普
賢
観
に
云
く
、
専
ら
大
乗
を
誦
し
て
三
昧
に
い
ら
ず
。

日
夜
六
時
に
六
根
の
罪
を
懺
す
。
安
楽
行
品
に
云
く
、
諸
法
に
お
い
て
行
ず
る
と
こ
ろ
な
く
、
ま
た
不
分
別
を
行
ぜ
ず
。（
同
、

一
四
ａ
）

と
『
摩
訶
止
観
』
は
述
べ
る
。
こ
れ
は
『
法
華
経
』
に
、
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そ
の
時
、
仏
は
常
精
進
菩
薩
摩
訶
薩
に
告
ぐ
、
も
し
善
男
子
善
女
人
あ
り
て
、
こ
の
法
華
経
を
受
持
し
、
も
し
は
、
読
み
、
も
し

は
誦
し
、
も
し
は
解
説
し
、
も
し
は
書
写
せ
ん
。
こ
の
人
は
、
ま
さ
に
八
百
の
眼
の
功
徳
、
千
二
百
の
耳
の
功
徳
、
八
百
の
鼻
の

功
徳
、
千
二
百
の
舌
の
功
徳
、
八
百
の
身
の
功
徳
、
千
二
百
の
意
の
功
徳
を
得
べ
し
。
こ
の
功
徳
を
も
っ
て
、
六
根
を
荘
厳
し
て
、

み
な
清
浄
な
ら
し
め
ん
。（
大
正
九
、
四
七
ｃ
）

と
説
か
れ
、
あ
る
い
は
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
に
、

普
賢
菩
薩
は
、
行
者
の
た
め
に
六
根
清
浄
懺
悔
の
法
を
説
か
ん
。
か
く
の
如
く
懺
悔
す
る
こ
と
、
一
日
よ
り
七
日
に
至
ら
ん
。
諸

仏
現
前
三
昧
の
力
を
も
っ
て
の
故
に
、
普
賢
菩
薩
の
説
法
荘
厳
の
故
に
、
耳
に
漸
漸
に
障
外
の
声
を
聞
き
、
眼
に
漸
漸
に
障
外
の

事
を
見
、
鼻
に
漸
漸
に
障
外
の
香
を
聞
か
ん
。（
大
正
九
、
三
九
〇
ｃ

三
九
一
ａ
）

等
と
説
か
れ
て
い
る
の
を
受
け
て
法
華
懺
法
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
六
根
の
清
浄
が
言
わ
れ
る
が
、
上
述
し
た
よ

う
に
広
く
見
る
な
ら
ば
、
陰
界
入
の
清
浄
、
さ
ら
に
一
切
法
と
し
て
の
衆
生
法
が
清
浄
に
な
る
と
敷
衍
し
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

世
界
認
識
・
世
界
体
験
と
し
て
の
一
切
が
観
心
修
行
の
「
場
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
摩
訶
止
観
』
に
は
、

円
教
は
仮
名
、
五
品
、
観
行
等
の
位
は
真
を
去
る
こ
と
猶
お
遥
か
な
る
を
も
っ
て
遠
の
方
便
と
名
づ
け
、
六
根
清
浄
、
相
似
は
真

に
隣
る
を
近
の
方
便
と
名
づ
く
。（
大
正
四
六
、
三
五
ｃ
）

と
あ
る
よ
う
に
六
根
清
浄
は
「
真
」（
仏
の
境
地
）
に
ま
で
に
は
至
ら
な
い
が
、
非
常
に
高
い
境
地
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

衆
生
法
と
し
て
の
六
根
が
い
わ
ば
縦
方
向
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
、

結

び

以
上
の
よ
う
に
天
台
教
学
で
は
、
衆
生
と
は
、
単
に
客
観
的
存
在
と
し
て
の
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
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五
陰
で
あ
り
六
根
（
入
界
）
で
あ
り
、
一
切
と
し
て
の
「
衆
生
法
」
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
仏
教
全
般
に
通
じ
る
こ
と
で
も
あ
る

が
、
そ
れ
は
（
自
分
の
身
体
も
含
め
て
）
己
心
に
捉
え
ら
れ
た
限
り
の
陰
入
界
で
も
あ
る
、
す
な
わ
ち
「
心
法
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
陰
入
界
に
反
映
さ
れ
た
も
の
ご
と
は
、
現
代
的
感
覚
で
の
客
観
的
事
物
あ
る
い
は
世
界
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
り
、
眼

等
の
六
根
で
も
の
や
他
者
を
認
識
す
る
場
合
も
、（
特
に
凡
夫
の
場
合
は
）
す
で
に
煩
悩
等
に
よ
る
あ
る
種
の
「
思
惑
」
や
「
価
値
判

断
」
が
一
体
的
に
付
随
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
認
識
す
る
個
々
の
心
と
切
り
離
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、
よ
り
善
い

自
己
の
向
上
を
目
指
す
（
従
因
向
果
的
）
と
と
も
に
、
そ
れ
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
向
果
従
因
的
）
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
「
仏
法
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

天
台
教
学
で
は
象
徴
的
に
「
こ
の
三
千
の
世
界
は
己
心
の
一
念
心
に
あ
っ
て
、
も
し
心
が
な
け
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
、
わ
ず
か
な
心
の

動
き
が
あ
れ
ば
三
千
の
世
界
を
具
足
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
み
に
拘
泥
し
て
「
ま
っ
た
く
露
骨
な
唯
心

論
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
智
顗
に
し
て
も
一
人
の
歴
史
的
存
在
と
し
て
、
日
常
的
さ
ら
に
社
会
的

政
治
的
な
活
動
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
放
生
池
」
設
置
な
ど
を
提
唱
し
、
魚
介
類
と
い
う
衆
生
や
漁
民
と
い
う
衆
生

を
救
済
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
観
心
修
行
ば
か
り
に
生
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
言
う
な
ら
ば
世
俗
諦
あ
る
い
は
仮
の
立
場
で

行
動
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
全
く
の
唯
心
論
に
ひ
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
こ
と
も
含
ん
だ
上

で
の
、
五
陰
六
根
観
・
衆
生
観
な
の
で
あ
る
。

仏
教
で
あ
る
以
上
「
信
」
の
側
面
は
切
り
離
せ
な
い
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
「
心
」
お
よ
び
「
身
」

と
「
世
界
」
の
関
係
の
基
本
構
造
は
、
現
代
的
な
意
義
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。
私
は
客
観
的
世
界
や
身
体
が
ま
ず
あ
っ
て
自
己
心
が

あ
る
、
と
い
う
見
方
を
全
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
反
対
の
思
惟
方
法
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
目
を
向
け
る
こ
と

が
必
要
か
と
思
う
。
例
え
ば
海
を
眺
め
る
場
合
を
想
定
し
て
み
る
と
、
東
日
本
大
震
災
で
津
波
の
被
害
に
あ
っ
た
人
、
山
国
育
ち
で
海

を
見
る
機
会
が
少
な
い
人
、
海
を
仕
事
場
と
し
て
い
る
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
印
象
は
か
な
り
違
う
で
あ
ろ
う
。
み
な
そ
の
人
が
六
根

68



に
よ
っ
て
捉
え
た
限
り
で
の
海
で
し
か
な
い
。
他
者
理
解
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
我
わ
れ
は
客
観
的
な
存
在
と
し
て
他
人

を
捉
え
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
が
、
実
は
己
心
の
六
塵
に
よ
っ
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
煩
悩
が
ま
と
わ
り
つ

い
た
六
根
を
主
体
的
に
浄
め
て
い
く
こ
と
が
、
そ
の
対
境
つ
ま
り
こ
の
世
界
や
他
者
を
清
浄
に
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ

う
。
現
代
社
会
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
考
え
を
う
ま
く
応
用
し
て
い
け
ば
、
そ
れ
が
生
か
さ
れ
る
場
面
は
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註(1
)
任
継
愈
「
天
台
宗
哲
学
思
想
概
論
」（『
中
国
仏
教
思
想
論
集
』
古
賀
英
彦
訳
、
東
方
書
店
、
一
九
八
〇
、
八
三
頁
）。

(2
)
拙
稿
「
中
国
初
期
仏
教
に
お
け
る
衆
生
義
」（『
仏
教
文
化
の
展
開
』
大
久
保
良
順
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
、
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
九

四
）
の
本
文
と
注
記
参
照
。

(3
)
藤
井
教
公
「
中
国
隋
唐
仏
教
に
お
け
る
衆
生
観

天
台
・
三
論
を
中
心
に

」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
一
巻
第
二
号
、
二

〇
〇
三
）
参
照
。

(4
)
拙
稿
「
菩
薩
行
に
お
け
る
衆
生
の
問
題

智
顗
の
六
根
説
を
め
ぐ
っ
て

」（『
天
台
学
報
』
第
三
六
号
、
一
九
九
四
）
参
照
。

キ
ー
ワ
ー
ド

天
台
教
学
、
衆
生
観
、
六
根
、
五
陰
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