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と
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見

る
こ

と

と

見

え

る

こ

と

聖
書
の
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
」
の
第
一
三
章
第
一
二
節
に
は
、

「
わ
た
し
た
ち
は
、
今

は
、
鏡

に
映
し
て
見
る
よ
う
に
お
ぼ
ろ
げ

に
見
て
い

る
。
し

か
し
そ

の
時
に
は
、
顔
と
顔
と

を
合
わ
せ
て
、
見
る
で

あ
ろ
う
」
と

語

っ
て
い
る
。
イ

エ
ス
の
説
く
世
界

は
譬
え
が
多
く
、
そ
の
こ
と

ご
と
く
が

こ
の
世

の
否
定
で
あ
り
、
逆
説

口
調
で
あ

る
。
た
と
え
て
い
え

ば
、
見
え

る

と
思
う
人
に
は
見

え
な
く

、
見
え
な
い
と
思
う
人

に
は
見
え

る
よ
う
に
な
る
、

そ
う
い
う
常
識
否
定

の
世
界
を
説
く
の
で
あ
る
。
「

ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」

第
九
章
第
三
九
―
四
二
節
は
、
見
事
に
そ
の
意
を
「
そ
こ
で
イ
エ
ス
は
言
わ

れ
た
、
『
わ
た
し
が
こ
の
世

に
き
た
の

は
、
さ
ば
く
た
め
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

見

え
な
い
人
た
ち
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
見
え

る
人

た
ち
が
見
え
な
い
よ

う
に
な
る
た
め
で
あ
る
』
。
そ
こ
に
イ

エ
ス
と
一
緒

に
い
た

あ

る
パ
リ
サ
イ

人
た
ち
が
、
そ

れ
を
聞
い
て
イ

エ
ス
に
言

っ
た
、
『
そ
れ
で

は
、
わ
た

し

た

ち
も
盲
な
の
で
し

ょ
う
か
』
。
イ
エ
ス
は
彼
ら
に
言
わ
れ
た
、
『
も
し
あ
な
た

が
盲
人
で
あ
っ
た
な
ら
、
罪
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
あ
な
た

が
た
が

『
見
え

る
』
と
言
い
張
る
と

こ
ろ
に
、
あ
な
た
が
た
の
罪
が
あ
る
』
」

と
教
示

し
て
い
る
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
見

る
こ
と
を
望
み
欲
望
す
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
真
実
に
見
る
こ
と
を
望

ん
で
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、
そ

れ
を
見
れ
ば
わ
れ
わ
れ

の
望
み
が
真
実

に
満
た
さ
れ
る

よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
一
体
何
か
。

宗
教
的
人
間

に
限

っ
て
い
え
ば
、
ま
た
永
遠

の
生
命
を
得

た
い
と
求
め
る

者
に
お
い
て
は
、
そ
れ

は
言

う
迄
も
な
く
「
悟
り
」
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い

て
は
生
死
流
転
か
ら
の
解
脱
を
な
し
西
方
極
楽
浄
土
往
生
を
意
味
す
る
し
、

一
方
、
キ
リ
ス
ト
教

に
お
い
て
は
、
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
死
と



そ

の
復
活

を
信
じ
、
父
と
子
と
精
霊
の
御
名

に
よ

っ
て
永
遠

の
生
命
を
得
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
救
済
の
次
元
の
問
題
に
な
っ
て
く

る
と
、
明
ら
か

な
よ
う

に
「
見

る
」
こ
と

は
必
ず

し
も
視
覚

の
問
題
で
は
な

く
な
る
。
つ
ま
り
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ゆ
る
感
覚
だ
け
の
問
題

に
限

っ
て
論
じ

た
り
捉
え
た
り
す
る
こ
と

は
で
き

な
く

な
る
。
そ
こ

に
は
心

眼
真
眼

を
必
要
と
す

る
し
、
他
方
、
精
霊

の
力

に
よ
っ
て
汚

れ
た
罪
人
の
心

の
眼
を
浄
化

さ
れ
る
こ
と

が
不
可

欠
の
条

件
と

な
っ
て

く
る
。
し

た
が

っ
て

キ
リ
ス
ト
教

に
お
け

る
眼

の
塵
・
埃
・
汚

れ
・

垢
等
、
ま
た
不
浄
と
さ
れ
る

一
切
の
も
の
を
浄
化
清
浄
に
す
る
た
め
に
は
、
天
な
る
神
の
御
霊
が
人
に
働

か
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ

ゆ

え
、
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
第
八
章
第

五
―
九
節
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
く
の
で
あ
る
。
「
肉
に
従
う
者
は
肉
の

こ
と
を
思

い
、
霊

に
従
う
者
は
霊
の
こ
と
を
思

う
か
ら
で

あ
る
。
肉
の
思
い

は
死
で
あ

る
が
、
霊

の
思

い
は
、
い
の
ち
と
平
安

と
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

肉

の
思

い
は
神

に
敵
す

る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
神

の
律
法

に

従

わ
ず

、
否

、
従
い
得

な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
肉
に
あ
る
者
は
、
神
を
喜

ば
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
し

か
し
、
神
の
御
霊
が
あ
な
た
が
た
の
内

に
宿

っ
て
い
る
な
ら
、
あ
な
た
が
た
は
肉
に
お

る
の
で

は
な
く
、
霊
に
お
る
の
で

あ
る
」

と
。
ま
た
、
「
コ
リ
ン
ト
人
へ

の
第
二

の

手
紙
」
第
一
章
第
二
二
節

で

も
「
神
は
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
に
証
印
を
お
し
、
そ
の
保
証

と
し
て

、
わ

た
し
た
ち
の
心
に
御
霊
を
賜

わ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
言

っ
て
い
る
。
そ

れ
は

神

の
約
束
が
実
現
す
る
に
は
、
御
霊

の
働
き
を
抜
き
に
し
て
考
え
ら
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
聖
書

は
肉
の
内

に
あ

る
限
り
は
、
人
間

に
は
善
な
る
も
の
が
宿

っ

て
い
な
い
と
説

く
。
な
ぜ
な
ら
善
を
し
よ
う
と
す

る
意
志
は
あ

っ
て
も
、
そ

れ
を
す
る
力

が
人
間

の
側
に
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
パ
ウ

ロ

は
自
己
の
心

の
中

を
反
省
し
て
、
自
己
の
心

に
は
た
し

か
に
善
を
し
よ
う
と

欲
す
る
心
は
認

め
る
が
、
そ
れ

に
対
抗
し
て
己

れ
の
肢
体
に
は
罪

の
法
則
が

敵
対
し
て
お
り
、
自
分
を
と
り
こ
に
し
て
い
る
と
告
白
す
る
（
「
ロ
ー
マ
人
へ

の
手
紙
」
第
七
章
第
一
七
―
二
三
節
）
。
そ
う
す
る
と
仏
教
で
「
自
性
清
浄
心
、

客
塵
煩
悩
染
」
と
い
い
、
人
間

の
心
は
生
ま
れ
な
が
ら
本
来
清
浄

で
あ

る
が
、

た
ま
た
ま
偶
発
的
に
外

か
ら
と
り
つ
い
た
塵
の
ご
と
き
煩
悩

に
よ
っ
て
染

め

ら
れ
汚

さ
れ
て
い
る
（
染
汚
）

の
だ
、
と
説
明
す

る
こ
と
と
根
本

的
本
質
的

に
解
釈
が
違

っ
て
く
る
。
適
確

に
い
え
ば
、
中
国
禅
僧
南
嶽
懷
譲
が
六
祖

に

「
修
証

は
即
ち
無
き
に
は
あ
ら
ず
、
汚

染
せ
ば
即
ち
得
ず

（
も
と

も

と
修
証

は
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
身
心
の
汚
れ
が
あ
れ
ば
、
修
証
を
得
る
こ
と
は

で
き
な
い
）
」
と
答
え
、
そ

の
思
考
を
受

け
継
い
だ
道
元

の
「
不
染
汚

の

修

証
」
観
に
説
く
こ
と
、
ま
た
煩
悩
即
菩
提
と
い
い
、
身
体
や
心
を
悩
ま
せ
、

か
き
乱
し
、
煩
ら
わ
せ
、
惑
わ
し
汚
す
精
神
作
用

は
、
菩
提
心
を
も
っ
て
す

れ
ば
仏
の
正
覚
で
あ
る
悟
り
の
知
慧
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
説
く
大
乗

仏
教
思
想
と
異
質
で
あ
る
。

し

か
し

パ
ウ
ロ
は
、
「
使
徒
行

伝
」

に
お
い
て
は
、
「
神
は
、
ど
ん
な
人
間

を
も
清
く
な
い
と
か
、
汚
れ
て
い
る
と

か
言

っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
わ
た
し

に
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
」
（
第
一
〇
章
第
二
八
―
二
九
節
）
と
か
「
『
…
…
わ
た

し
は
今
ま
で
に
、
清
く
な
い
も
の
や
汚
れ
た
も
の
を
口
に
入
れ
た
こ
と
が
一



度
も

ご
ざ
い
ま
せ
ん
』
。
す
る
と

、
二
度

目
に
天

か
ら
声
が
か
か

っ
て

き

た
。

『
神

が
き
よ

め
た
も
の
を
、
清
く
な
い
な
ど
と
言

っ
て

は
な
ら
な
い
』
」
と
語

り

、
人
間
自
体
を
清
い
と

か
汚

れ
て
い
る
と

論
議
す

る
こ
と
を
禁
じ
、
ま
た

外

か
ら
取

る
飲
食
す
る
物
を
清
く
な
い
な
ど
と
も
言
う
こ
と

を
戒

め
て
い
る
。

結
局

は
、
こ

の
世
の
被
造
物
は
、
天

地
創
造
の
時

、
神

が
創
造
し
て
そ
れ
を

見

て
良
し
と

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
汚

れ
て

い
る
と
言
う
こ
と

は
神
の
創
造
自
体
を
完
全
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
己
矛
盾

に
な

る
か
ら

で

あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
根
本
問
題
は
イ

エ
ス
に
対

す
る
人
間

の
信
仰
に
あ

る
。
す

な
わ
ち
罪
人
で
あ
る
人
間
の
終
極
は
、死

で
あ

る
が
、
し
か
し
自
分
自

身

を
神

に
さ
さ
げ
、
神
の
教

え
に
従
順
で
あ
れ
ば
、
信
仰

に
よ

っ
て
強
め
ら

れ
、
神

の
栄
光

に
与
か
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、「
す
べ
て
信

仰

に
よ
ら

な
い
こ
と
は
、
罪

で
あ
る
」
（「

ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
第
一
四
章
第
二

三
節
）。
そ
し
て
精
霊
は
自

ら
の
苦
行
修
行

に
よ
っ
て
得

る
も
の
で
は
な
く
、

つ
ま
り
「
そ

れ
は
人
間
の
意
志
や
努
力

に
よ

る
の
で
は
な
く
、
た
だ
神

の
あ

わ
れ
み
に
よ
る
の
で
あ
る
」
（
同
上
、
第
九
章
第
一
六
節
）
と

説
く
通

り
で
あ

る
。

他
方
、
道
元

の
『
正
法
眼
蔵
』
「
即
心
是
仏
」
の
巻
で
「
物

は

去
来

し

、
境

は
生
滅
す

れ
ど
も
、
霊
知
は
つ
ね
に
あ
り
て
不
変
な
り
。
此
霊
知

、
ひ

ろ
く

周
遍
せ
り
。
…
…
こ
れ
を
覚
者
智
者
の
性
と
い
ふ
。
こ
れ
を
ほ
と
け
と
も
い

ひ
、
さ
と

り
と
も
称
ず
」
と
説
く
霊
知

は
、
精
霊
と
一
見
似

て
い
る
よ
う

だ

が
、
宗
教
思
想
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
文
化
背
景
の
歴
史
か
ら
い
っ
て
も
異
質

で
あ
り
全
く
符
合
す
る
こ
と
は
な
い
。
決
定
的
な
点
は
、
道
元

の
詭
く
霊
知

は
む
し
ろ
人
間
の
側
に
所
属
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方

の
精
霊
は
神
の
側
に
属

し
、
そ

の
意
味
で
は
神
と
人
間
は
断

絶
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
結
び
役
が
精
霊

な
の
だ
。

更
に
、
聖
書
で

「
し

か
し
今
や
、
あ
な
た
が
た

は
罪
か
ら
解
放

さ
れ
て
神

に
仕
え
、
き
よ
き

に
至

る
実
を
結

ん
で
い
る
。
そ

の
終
極
は
永
遠

の
い
の
ち

で
あ
る
。
罪
の
支

払
う
報
酬

は
死
で
あ
る
。
し

か
し
神
の
賜
物

は
、
わ
た
し

た
ち

の
主
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
お
け
る
永
遠
の
い
の
ち
で
あ
る
」
（
同
上
、

第
六
章
第
二
二
―
二
三
節
）
、
又
「
す
べ
て
は
信
仰
に
よ
る
の
で
あ
る
」
（
同
上
、

第
四
章
第
一
五
節
）
と
説
く
場
合
で
も
、
簡

単
に
神

の
あ
わ
れ
み
賜
物
と
し
て

の
御
霊
は
得
ら
れ
る
と

は
決
し
て
教
え
な
い
の
で
あ
る
。
如
何

に
神

の
栄
光

に
あ
ず
か
る
希
望

を
も

っ
て
、
艱
難
に
も
耐
え
、
か
え
っ
て
喜
び
と
な
し
、

忍
耐
を
つ
づ
け

た
と
こ

ろ
で
、
ま
た
聖
書
で

「
そ
し
て
、
希
望

は
失
望
に
終

る
こ
と
は
な
い
」
（
同
上
、
第
五
章
第
五
節
）
と
説
い
て
も
、
最

後
は
「
わ
た
し

た
ち
は
忍
耐
し
て
、
そ

れ
を
待
ち
望
む
の

で

あ

る
」
（
同
上
、
第
八
章
第
二
五

節
）
と

パ
ウ

ロ
が
教
え
る
処
に
重
大

な
意
義
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ

ろ
で
、
目
に
見

え
る
望
み

は
キ
リ
ス
ト
教
徒

に
と

っ
て
は
決
し
て
望

み
と

は
な
り
え
な
い
。
そ
の
救

い
（
悟
り
）

の
構
造
の
中
核
は
聖
霊

に
依

る

が
、
そ
れ
に
は
以
下

の
文
章

に
記

さ
れ
た
意
味
が
あ

る
。
「
わ
た
し
た

ち

も

以
前

に
は
、
無
分
別
で
、
不
従
順

な
、
迷

っ
て
い
た
者
で
あ

っ
て
、
さ
ま
ざ

ま
の
情
欲
と
快
楽
と
の
奴
隷
に
な
り
、
悪
意
と
ね

た
み
と
で
日

を
過

ご
し

、

人

に
憎
ま
れ
、
互
に
憎
み
合
っ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
た
ち
の
救
主

な
る
神

の
慈
悲
と
博
愛
と
が
現

れ
た
と
き
、
わ
た
し
た
ち
の
行

っ
た
義

の
わ

ざ
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
た
だ
神

の
あ
わ
れ
み
に
よ
っ
て
、
再

生
の
洗
い
を



受

け

、

聖

霊

に

よ

り
新

た

に
さ

れ

て

、

わ

た

し

た

ち

は

救

わ

れ

た

の

で

あ

る
」
（
「
テ
ト
ス
ヘ
の
手
紙
」
第
三
章
第
三
ー
六
節
）
。
ま
た
更
に
は
清
い
人
と
汚

れ

て

い

る

人

の

違

い

は

、

ど
こ

に
あ

る

か

に
つ

い
て

、

聖

書

で

は

、

そ

れ

は

信

仰

者

・
不

信

仰

者

に

よ

っ
て

決

定

さ

れ

る
こ

と

を
暗

に
説

き
示

し

て

い

る

。

云

く

、
「
き

よ

い

人

に

は

、
す

べ
て

の
も

の

が
き

よ

い
。

し

か

し

、
汚

れ

て

い

る

不

信

仰

な

人

に

は

、
き

よ
い

も

の

は
一

つ

も

な
く

、

そ

の

知

性

も
良

心

も

汚

れ

て

し

ま

っ
て

い

る

。
彼

ら

は
神

を

知

っ
て

い

る

と

、

口

で

は
言

う

が

、

行
い
で
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
」
（
同
上
、
第
一
章
第
一
五
―
一
六
節
）
。

ま

た

他

方

、
「

ヘ

ブ

ル
人

へ

の

手

紙

」

第

二

一
章

第

一

四

節

に

「
す

べ

て

の

人
と

相

和
し

、

ま
た

、

自

ら

き

よ

く

な

る

よ

う

努

め

な

さ

い

。
き

よ
く

な

ら

な
け

れ

ば

、

だ

れ
も

主

を

見

る

こ

と

は

で

き

な

い
」

と

著

す

こ

と

に
関

し

、

前

半

の
語

句

に

は
仏

教

の

説

く
自

浄

心

に
励

む
事

を

唱
え

る

に
相

通

ず

る

主

張

が
窺

え

る
。

同

時

に

、

後
半

の
語

句

に

お

い
て

は

「
主

」

を

「
仏

」

に
置

き

換

え

て

読

み

直

し

た

時

、

こ

の

一
行

文

は

、
間

違

い

な
く

道

元

が

『
正

法

眼

蔵

』
「
見

仏

」

の

巻

で

示
衆

す

る
内

容

と

軌

を

一

に
し

て

い

る
。

と

こ

ろ
で

神

の
光

に

照

ら

さ

れ

、

心
眼

又

は
心

の
鏡

に
映

し

出

さ

れ

捉

え

ら

れ
た

悟

道

的

境

地

に

お

け

る
文

章

で

、
解

釈

の
仕

様

に
拠

っ
て

は

禅

的
体

験

の
妙

趣

又

は
根

本

思

想

に
大

変

類

似
し

た
箇

所

を
取

り

あ

げ

る

と

、

次

の

各

文

が

示

さ
れ

る

。

「
事

実

、

神

は

わ

れ

わ

れ
ひ

と

り

び
と

り

か
ら

遠

く

離

れ

て

お

い
で

に

な

る

の
で

は

な

い

。

わ

れ
わ

れ

は
神

の
う

ち

に
生

き

、

動

き

、
存

在

し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（
「
使
徒
行
伝
」
第
一
七
章
第
二
七
―
二
八
節
）

「
か
ら

だ
は
一
つ
、
御
霊
も
一
つ
で
あ

る
。
あ
な
た
が
た
が
召
さ
れ
た

の
は
、
一

つ
の
望
み
を
目
ざ
し
て
召
さ
れ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
主
は

一
つ
、
信
仰
は
一
つ
、

バ
プ
テ

ス
マ
は
一
つ
。
す

べ
て
の
も
の
の
上

に

あ
り
、
す

べ
て
の
も
の
を
貫
き

、
す
べ
て
の
も
の
の
内
に
い
ま
す

。
す

べ
て
の
も
の
の
父

な
る
神

は
一
つ
で

あ
る
」
（「
エ
ペ
ソ
人
へ
の
手
紙
」
第

四
章
第
四
―
六
節
）

ま

た
更

に
は
、
見
る
こ
と

は
知
る
事
で
あ
る
と
も
い
え

る
。
同
時

に
知

る

事

は
知
慧
を
知
る
こ
と

に
も
繋

が
っ
て
行
く
。
「
見

る
」
こ

と
自
体

は
、
物

事

の
認
識
に
は
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
必
須
条
件
で

は
あ

る
が
、
た
ん
に
経
験
や

思
考

の
は
じ
ま
り
に
く

る
前
提
的
基
本
的
な
働
き
で
あ
る
と
い
っ
て
済
ま
さ

れ
る
問
題
で
は
な
い
。
思
想
的
な
視
点
か
ら
述

べ
る
と
、
あ
る
意
味
で
は
す

べ
て
の
思
考

や
探
求
が
そ
れ
を
め
ざ
し
て
営

な
ま
れ
る
終
極
目
標
で
あ
り
、

「
見

る
」

こ
と

に
よ
っ
て
目
的
が
達
せ
ら
れ

る
と

い

う
、
深
い
哲
学
的
意

味

が
隠
さ
れ
て
も
い
る
。

翻
っ
て
、
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
七
章
第
三
―
五
節
で
は
「
な
ぜ
、

兄
弟
の
目
に
あ

る
ち
り
を
見
な
が
ら
、
自
分

の
目

に
あ
る
梁
を
認
め
な
い
の

か
。
自
分

の
目

に
梁
が
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
兄
弟
に
む

か
っ
て
、
あ
な
た

の
目

か
ら
ち
り

を
取
ら
せ
て
下

さ
い
、
と
言
え
よ
う
か
。
偽
善
者
よ
、
ま
ず

自
分

の
目

か
ら
梁
を
取
り
の
け
る
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
は
っ
き
り
見

え

る
よ
う
に
な

っ
て
、
兄

弟
の
目
か
ら
ち
り
を
取
り
の
け

る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
」
と
語
り
、
ま
ず
自
ら
が
自
分
自
身

の
心
の
中
に
あ

る
煩
悩
（
客
塵
）

を
取

り
除
く
こ
と
が
先

決
問
題

だ
と
説
く

の
で
あ
る
。



一
方

、
道
元

の
禅

に
お
い
て

は
ど
う
で
あ

っ
た
か
。
道
元
で

は
、
心
の
塵

を
払

い
尽
く
す
こ
と

が
、
と

り
も

な
お
さ
ず
同
時
媒
体
的
に
仏
祖
と
の
相
見

を
意
味
し
た

。
し

か
も

『
正
法
眼
蔵
』
「
見
仏
」

の
巻
で

は
、
現
代

語
訳

に

す

る
と
「
元
来
、
見
仏
と
い
う
の

は
、
自
己
の
方

か
ら
仏
を
見

よ
う
と
す
る

の
で

は
な
く
、
仏

の
方
か
ら
将
来
さ
れ
て
見

仏
が
現

成
す
る
の
で

あ
る
。
た

と
え
自
分
は
見
仏
を
隠
そ
う
と
考
え
て
も
見

仏
の
事

実
が
先

験
し
て

現
成
せ

し
め
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
見
仏
の
道
理
で

あ
る
」
と

説
示

し
て

い
る
。
こ

の
よ

う

に

仏

か

ら

将

来

さ

れ

て

、
見

仏

が
適

え

ら

れ

、
心

塵

が
取

り

除

か
れ

清

浄

心
と

な

る

こ

の
解

釈

は

、
構

造

的

に

は

キ
リ

ス

ト
教

に

も
類

似

し

て

窺

え

る

も

の
で

あ

る

。
す

な

わ

ち

、
「
い

っ
た

ん

光

を

受

け

て

天

よ

り

の
贈

物

を
味
わ
い
、
聖
霊
に
あ
ず
か
る
者
」
（
「
ヘ
ブ
ル
人
へ
の
手
紙
」
第
六
章
第
四
節
）
、

又

「
あ

ら

ゆ

る
良

い
贈

り

物

、
あ

ら

ゆ

る

完

全

な

賜

物

は
、

上

か
ら

、
光

の

父

か

ら
下

っ
て

来

る
」
（
「

ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
第
一
章
第
一
七
節
）
と

語

る
こ

と

が

顕

著

に
そ

の
謂

を

伝

え

て

い

る
と

想

わ

れ

る

。

二

『
六

祖

壇

経
』

に

み

る
神

秀

と

慧
能

の

清

浄

観

『
六
祖
壇
経
』
に
は
神
秀
と
慧
能
の
悟
り
の
偈
が
五
祖
弘
忍
大

師
（
六
〇
一

―
六
七
四
）
に
示
さ
れ
、
そ
の
間
の
や
り
と
り
の
話
が
著
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
神
秀
が
大
梵
寺
の
講
堂

に
、
し
か
も
大
衆

の
面

前
に
お
い
て
、
回
廊
の

壁
に
悟
り
の
見
解
を
示
し
た
。

身
是
菩
提
樹

、
心
如
明
鏡
台
、
時
時
勤
払
拭
、
勿
使
惹
塵
埃

。
（
身

は

是

れ
菩
提
樹

、
心

は
明

鏡
台
の
如

し
、
時
時

に
勤
め
て

払
拭
せ
よ
。
塵

埃

を
惹

か
し
む

る
こ
と
勿
れ
）

す

な
わ
ち
こ

の
偈
の
意
味
の
大
意

は
、
わ
れ
わ
れ
の
身
心
は
本
来
清
浄
で

あ
っ
て

、
染
汚

は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
身
は
修

学
の
基
と
な
る
も

の
で

、
心

は
一
切

を
照
ら
す
鏡
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ

に
は
つ
ね

に
そ

の
鏡

に
塵
埃
が
か
か
っ
て
い
る
か
ら
、
そ

れ
を
勤

め
て
払
拭

し
、
塵
埃

の
か
か
ら
な
い
よ
う
に
、
努
力
修
行

せ
よ
と

い
う
も

の
で
あ
る
。

こ
れ

に
よ
っ
て

、
神
秀

の
偈
は
修
行
の
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
必
要
性
を
説
い
て

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
神
秀

の
仏
教
観
乃
至
は
清
浄

観
は
少
し
ず
つ
悟

っ
て
（
清
浄

に
な

っ
て
）
行
く
漸
修
漸
悟
褝
を
説
い
て
い

る
。そ

れ
は
、
慧
能
の
弟
子
荷
沢
神
会
（
六
六
八
―
七
六
〇
）
の
系
統
の
圭
峰
宗
密

（
神
会
下
五
世
、
七
八
〇
―
八
四
一
）
の
こ
と
ば
を
か
り
る
と
、
「
払
塵
看
浄
」
と

い
う
こ
と
に
尽

き
る
。
宗
密

の
説
く
払
塵
看
浄
と

は
、
煩
悩
（
客
塵
）
本
無

の
立
場
を
棄
て
、
煩
悩
を
実
有
と
見
、
こ
れ
を
徐

々
に
払
拭
（
払
塵
）
し
て

行

っ
て
、
や
が
て
覚
性
全
露
（
客
塵
に
覆

わ

れ

て

い

た
覚
性
が
全
現
す
る

謂
）
の
仏
地
界

に
到
達
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
神
秀
は
修
行
と
い
う

現
実
的
な
立
場
を
重
視
し
て
、
煩
悩
妄
念
を
か
り

に
実
有
な
も
の
と
し
て
、

俗
諦
の
説
を
と

っ
て
、
こ
れ
を
徐
々
に
修
行
努
力
し
て
取

り
払

っ
て
行
く
と

い
う
道
で
あ
る
。

他
方

、
で
は
南

宗
の
頓
悟
禅
を
標
榜
す
る
大
鑑
禅
師
慧
能

の
偈
と
は
何

か
。

す

な
わ
ち
、
次

に
挙
げ

る
伝
法

の
偈
の
詩
が
そ
れ
で

あ
る
。

菩
提
本
無
樹

、
明
鏡
亦
非
台
、
本
来
無
一
物
、
何
処
惹
塵
埃
。
（
菩
提
本



樹

な
し
、
明
鏡
亦
台

に
非
ず
、
本
来
無
一
物
、
何
れ
の
処
に
か
塵
埃
を

惹

か
ん
）

こ

の
慧
能

の
偈

は
、
対
立

の
世
界

を
超
出

し
て
い

る
。
し

た
が

っ
て
、
菩

提
と

か
煩
悩
と
か

に
こ
だ

わ
っ
て

、
そ

れ
ら
を
比
較
す
る
次
元

の
問
題
か
ら

離
れ
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
こ

こ
で
本
来
無
一
物
と
い

っ
て
い

る

が

、
根
本

は
本
来
無
物
で
あ

る
こ
と

を
指
し
て
い

っ
て
い
る
。
し
か
し
無
物

と

い
っ
て
も

、
一
切
万
法
が
如
如
と

し
て

、
そ

の
実
相
妙
有
を
あ
ら
わ
し
て

い

る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば

、
山
あ

り
、
河
あ
り
、
大
地
あ
り
、
楼
台
あ
り

で
、
そ
こ

に
本
来

の
面
目
が
躍
如
と
し
て
活
現
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

本
地

の
風
光
、
曽
つ
て
蔵
さ
ざ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
一
点
の
塵
埃
も
な
く
、

誠

に
清
風
明
月
の
天

地
の
境
界
を
い
い
あ
ら
わ
し
た
偈
文
で

あ
る
。

三
　

身

塵

脱

落

道
元

に
お
け
る
眼
の
清
浄

に
つ

い

て
考
え

る
際
に

は
五

欲
（
財
欲
・
色

欲
・
飲
食
欲
・
名
欲
・
睡

眠
欲
）
と
五
蓋
（
貪
欲
蓋
・

瞋
恚

蓋
・
睡
眠

蓋
・

掉
悔
蓋
・
疑
蓋
）
を
、
修
行

に
よ

っ
て
離
れ
取

り
除
く
努
力

が
は
ら

わ
れ
る
。

つ
ま
り

六
根
の
身
も
心
も
清
浄
感

に
あ
ふ
れ
た
も
の
で

な
け

れ
ば
、
そ

れ
は

悟

っ
た
と

い
う
事
が
い
え
な
い
。
し

か
し
翻

っ
て
、
身

心
が
元

々
清
浄

無
垢

の
存
在
で
あ

る
事
実
に
悟
ら
さ
れ
る

の
も
、
こ
れ
も
仏
教
と

り
わ
け
禅

に
み

ら
れ

る
悟
り

の
構
造
の
特
色
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
い
ま
、
如
浄
の
説
い
た
と
さ
れ
る
「
身
心
脱
落
」

は
、
実

は
如
浄

が
道
元

に
印
可
を
与
え
る
と
き
、
「
心
塵
脱
落
」
と
言

っ
た
の
を
、彼

は
「
身

心
脱
落
」
と
理
解
し
て
聴
き
採

っ
た
と

い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
事
を
言
い
出

し
た
の
は
高
崎
直
道
氏
で

あ
り
、
梅
原
猛
氏
と

の
共
著

『
古
仏

の

ま

ね

び

〈
道
元
〉
』
で
論
拠
を
挙
げ
て
説
き
示
し
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
「
身
心
」
が
「
心
塵
」
で
あ
る
な

ら

ば
、
参
禅
の
大
悟
徹
底

の
と
き
に
如
浄
が
道
元
に
説
い
た
「
五
欲
を
離
れ
、
五
蓋
を
除
く
な
り
」
の

意
味
が
ぴ
っ
た
り
当
て

は
ま
る
。
五
欲
・
五
蓋
と
呼
ば
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
煩

悩
が
心
に
積
も
る
塵
で
あ

る
と

の
認
識
は
、
イ

ン
ド
以

来
の
仏
教

の
伝
統
的

な
理
解
で

あ
る
と
強
調

す
る
。
そ
し
て
そ

の
術
語
を
使
え

ば
、
「
自
性
清
浄

心
、
客
塵
煩
悩
染
」
と

い
い
、
人

間
の
心
は
生
ま
れ
な
が
ら
本
来
清
浄
で
あ

る
（
あ
る
い
は
白

紙
の
状
態
で
あ

る
）
が
、
た
ま
た
ま
偶
発
的
に
外

か
ら
と

り
つ
い
た
塵

の
ご
と
き
煩
悩

に
よ

っ
て

染
め
ら
れ
汚

さ
れ
て

い
る
と

い
う
こ

と
で
あ

る
。
仮

に
「
身
心
」
を
「
心
塵
」
と
換
え
直
し
て

、
心
塵
脱
落
と
し

て
両
者
間

の
商
量
問
答
、
と
り
わ
け
悟
道
徹
底
の
言
葉
を
理
解
す

る
と
き
、

よ
り
一
層
深
い
思
想
的
内
容
を
も
つ
も
の
と
な

っ
て

生
ま
れ
変
わ

る
ば
か
り

か
、
そ

の
方
の
理
解
の
方
が
中
国
の
禅
仏
教

に
お
け
る
意
義

が
明
ら

か
に
展

開

さ
れ
て
く
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

こ
こ

に
お
い
て
如
浄
の
「
心
塵
脱
落
」

を
神
秀
の
漸
修
漸
悟
と
慧
能
の
頓

悟
禅
と
照
ら
し
た
場
合
、
如
浄

の
そ
れ
は
神
秀
に
近
い
。
つ

ま
り
修
道
を
積

み

、
又
修
道
の
現
実
と
い
う
立
場
か
ら

、
す
な
わ
ち
煩
悩
妄
念

の
外
塵
・
塵

埃

に
染
ま
り
易

き
身
心
の
現
実
諸
相
を
認

め
た
上
で

、
そ

れ
ら

の
塵
や
埃
を

払
拭
し
清
浄
に
戻

る
と

い

う
考
え
方

に
立

っ
て

い

る
。
如
浄
の
「
心
塵
脱

落
」
に
は
、
禅

仏
教
で

説
く
「
非
思
量
」
と
か
「
無
」
と

い
う
超
現
実
的
で



抽
象
的
概
念

の
理
解
を
意
図
し
て

い
る
の
で

は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
理
論
的

真
理
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
実

の
打
座

の
体
験

を
通
し
て
、
修
行
に
裏
付
け
ら

れ
た
褝
道
な
り
仏
道
を
唱
え
て
い

る
と
私

は
理
解
し
た
い
。

す
な
わ
ち
言
葉
を
捉
え
て
い
え
ば
、
煩
悩
即
菩
提
と
い
う
こ
と
の
真
実
世

界

を
体
得
し
た
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ

の
心
を
照
ら
す
鏡
に
塵
埃
が
か
か
っ
て

も
、
元

々
が
身
心
は
本
来
清
浄
で
あ

る
か
ら

、
座
禅

に
よ
っ
て
再

び
真
実
体

に
戻

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し

か
も
道
元

の
説

に
従
え

ば
、
心

の
塵
を

払
い
尽

く
す
こ
と

が
、
と
り
も
直
さ
ず
同
時

に
仏
祖
と
の
相
見

を
意
味
し
た
。

（「
見
仏
」
の
巻
）
こ
こ
に
心
と
塵
と

の
関
係

に
つ
い
て
の
思
想
的
な
究
極

は
定

ま
る
の
で
あ

る
。
こ

の
点
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
に
も
、
神

を
見

る
と
い

う
点
に
関

し
て
、
禅
的
悟
道
の
見
地
か
ら
は
類
似
し
た
問
題
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
可
能

性
を
含

ん
で
い
る
。

〔
補
記
〕
　
聖

書
は
『
新

約
聖
書

』
（
一
九
五
四
年
改
訳
）
日
本
聖
書
協

会

、
昭

和

三
〇
年
発

行
を
使
用
し
た
。

（
１
）
　
伊
藤
古
鑑
訓

註
『
六
祖
法
宝
壇

経
』
其
中
堂
、
昭
和
四
二
年

、
一
四
三
頁
。

（
２
）
　
寺
田

透
・

水
野
弥
穂
子
校

注
『
道
元

』
上

（
石
本
思
想
大
系
）
岩
波
書
店
、

昭
和
四
五
年

、
八
一
一

八
二
頁

。

（
３
）
　
稲
垣
良
典

『
聖
書

の
な

か
の
人
間

』
あ

か
し
書
房

、
昭

和
五

六
年
、
一
九
頁

。

（
４
）
　
中
村
宗

一
『
全
訳
　

正
法
眼
蔵

』
（
巻
三
）
誡
信
書

房
、
昭
和
六

三

年
、
八

〇
頁
。

（
５
）

『
六
祖
法
宝
壇
経
』
二
九
頁
。

（
６
）
　
同
書
、
三
三
－

三
四
頁
。

（
７
）
　
高

崎
直
道
・
梅
原
猛
『
古
仏
の

ま
ね
び
〈
道
元
〉
』
（
仏
教
の
思
想
）
角
川
書

店

、
昭

和
四

六
年
、
四

八
－

五
二
頁
。

（
８
）
　
大
久
保
道
舟
編
『
道
元

禅
師
全
集
』
下
巻
、
筑
摩
書
房

、
昭
和
四
五
年
、
三

七
七
頁
。

（
９
）
『
古
仏
の
ま
ね
び
〈
道
元
〉
』
五
〇
頁

。

（
し
ん
ぼ
・
さ
と
る
、
日
本
思
想
史
、
姫
路
独
協
大
学
専
任
講
師
）
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