
 
 

茲
に
、
長
い
間
の
悲
願
で
あ
り
ま
す
本
堂
の
建
替
、
客

殿
新
築
を
檀
信
徒
総
会
の
総
意
を
得
ま
し
て
、
本
事
業
を

ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
当
山
は
延
文
二
年(

1357

年)

草
創
以
来
六
百
数
拾
年
の
歴

史
を
歩
み
、
真
言
密
教
の
法
灯
を
今
日
に
伝
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

現
在
の
寿
楽
院
本
堂
伽
藍
は
、
中
興
寺
閣
開
山
空
性
和
尚
の
宝
暦

年
中(

1751

～1764)
に
建
設
さ
れ
茅
葺
き
屋
根
の
も
の
で
、
そ
の
後

幾
星
霜
改
築
を
か
さ
ね
、
特
に
昭
和
二
十
八
年
大
改
築
を
し
て
今
日

の
本
堂
伽
藍
の
姿
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。 

 

そ
の
間
、
明
治
二
十
二
年
に
花
園
村
が
誕
生
し
、
寿
楽
院
は
、
明
治

二
十
五
年
か
ら
大
正
四
年
ま
で
尋
常
高
等
小
学
校
と
し
て
、
子
供
た

ち
の
学
び
舎
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。 

 

い
つ
の
時
代
で
も
、
周
辺
の
人
達
の
集
会
す
る
場
所
と
し
て
寺
を

利
用
す
る
こ
と
が
良
い
姿
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
予
期
せ
ぬ
災
害
で
の

避
難
場
所
等
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
ん
な
意
味
も
込
め
ま
し
て
、
耐
震

性
に
優
れ
た
も
の
等
最
大
限
考
慮
し
た
い
も
の
で
す
。 

  

六
月
十
五
日
は
、
お
大
師
様
の
誕
生
日
で
す
、 

 

高
野
山
で
は
、
青
葉
祭
り
と
し
て
、
祭
典
を
し
ま
す
。
こ
の
写
真
は
、

以
前
の
そ
の
情
景
の
一
コ
マ
で
す
。 

 

二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら 

 

一
輪
の
花
に
も 

無
限
の
愛
を
そ
そ
い
で
ゆ
こ
う 

 

一
羽
の
鳥
の
声
に
も 

無
心
の
耳
を
傾
け
て
ゆ
こ
う 

 

二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら 

 

一
匹
の
こ
お
ろ
ぎ
で
も 

ふ
み
こ
ろ
さ
な
い
よ
う
に 

こ
こ
ろ
し 

 

 
 

て
ゆ
こ
う 

ど
ん
な
に
か
喜
ぶ
こ
と
だ
ろ
う 

 

二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら 

一
ぺ
ん
で
も
多
く
便
り
を
し
よ
う 

 

返
事
は
必
ら
ず
書
く
こ
と
に
し
よ
う 

 

二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら 

ま
ず
一
番
身
近
な
者
た
ち
に 

 

で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
し
よ
う 

貧
し
い
け
れ
ど 

こ
こ
ろ
豊
か 

 

に 

接
し
て
行
こ
う 

 

二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら 

つ
ゆ
ぐ
さ
の 

つ
ゆ
に
も 

め
ぐ
り
あ 

 

い
の
ふ
し
ぎ
を
思
い 

足
を
と
ど
め
て 

み
つ
め
て
ゆ
こ
う 

 

ニ
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら 

の
ぼ
る
日 

し
ず
む
日 

ま
る
い
月 

 

か
け
ゆ
く
月 

四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
星
々
の
光
に
ふ
れ
て 

 

わ
が
心
を
洗
い
き
よ
め
て
ゆ
こ
う 

 

二
度
と
な
い
人
生
だ
か
ら 

戦
争
の
な
い
世
の 

実
現
に
努
力
し 

 

そ
う
い
う
詩
を 

一
篇
で
も
多
く 

作
っ
て
ゆ
こ
う 

 

わ
た
し
が
死
ん
だ
ら 

あ
と
を
つ
い
で
く
れ
る 

若
い
人
た
ち
の 

 

た
め
に 

こ
の
大
願
を 

書
き
つ
づ
け
て
ゆ
こ
う 

 

乏
し
き
に 

与
う
る
は 

富
み
て 

与
う
る
に
ま
さ
る 

 

信
あ
り
て 

施
す
は 

な
お
、
ま
さ
る 

  

人
生
は
幸
せ
探
す
長
い
旅 

命
が
け
よ
り 

心
が
け
だ 
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シ
リ
ー
ズ 

シ
リ
ー
ズ 

  

本
堂
・
客
殿
建
設
に
向
け
て 

 
 
 
 

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た 

 
 

洪
鐘

こ
う
し
ょ
う

の
響
に
随
っ
て
巻
舒

け
ん
じ
ょ

す 

  
 

●
●
●
大
き
な
釣
り
鐘
の
音
は
、
そ
れ
を
聞
く
人
の 

 
 
 
 

 
 
 

機
根
に
よ
っ
て
、
大
き
く
聞
こ
え
た
り
小
さ
く
聞 

 
 
 

こ
え
た
り
伸
び
た
り
縮
ん
だ
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
響 

 
 
 

く
。 

  
 

お
釈
迦
さ
ま
は
、
説
法
の
達
人
で
し
た
。
あ
る
人
が
、

「
あ
り
が
た
い
教
え
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん
で
き

て
も
、 

（
ま
だ
こ
の
人
に
は
、
わ
た
し
の
話
を
聞
く
機
が
熟
し
て
い

な
い
）
と
思
わ
れ
た
と
き
、 

「
縁
な
き
衆
生
は
、
度
し
難
し
」 

 

そ
の
ま
ま
黙
し
て
ひ
と
言
も
発
せ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
は
、
と
く
に
人
間
の
機
根
と
い
う
こ
と
を
大

切
に
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
す
。 

 
 
 

  今でも街角で、大きな天眼鏡
てんがんきょう

をもって

人相占いをしている人を見かけることが

ある。ただ、天眼鏡という言葉は、もうあ

まり使われないのかもしれない。若い人

には、虫めがねの大きいやつとでも言わ

なければ、きっと通じないに違いない。 

 この天眼という言葉、実は仏教の天眼
てんげん

が元になっている。普通、物を見ると言え

ば、眼で見ることを指す。ところが、眼で

見る以上のことが見える場合、肉眼と区

別して特に天眼と呼ぶのである。 

仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語 

天眼（てんげん） 


