
無
證
一

證
已
於
二

生
死
岸
頭
一

得
二

大
自
在
一

六
道
四
生

遊
戯
三
昧
矣

于
時
正
徳
壬
辰
年
十
一
月
二
日
酉
刻

こ
の
と
き
、
月
の
周
り
を
星
の
よ
う
な
白
い
玉
が
回
る
と
い
う
奇
瑞
が
多
く
の
人
に
目
撃
さ
れ
て
い
る

（『
有
実
記
』、『
文
昭
院
様
御
新
葬
記
』、
新
井
白
石
『
折
た
く
柴
の
記
』
岩
波
文
庫
、
一
七
七
頁
）。

第
六
項
　
将
軍
家
と
祐
天

家
宣
亡
き
あ
と
も
、
幼
い
将
軍
家
継
を
巡
る
人
々
の
信
仰
は
祐
天
に
向
け
ら
れ
た
。

家
宣
が
薨
去
し
、
綱
吉
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
正
室
ら
が
落
飾
し
た
。
そ
の
う
ち
、
天
英
院
（
家
宣

正
室
）
と
月
光
院
（
家
継
生
母
）
の
こ
と
が
伝
記
に
登
場
す
る
。

法
会
開
白
の
翌
日
、
正
徳
二
年
十
月
二
十
一
日
形
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
天

英
院
も
月
光
院
も
落
飾
し
院
号
を
名
乗
っ
た
（『
有
実
記
』）。
し
か
し
、
月
光
院
は
本
当
に
落
飾
し
た
い
と
思

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
桂
昌
院
以
来
、
祐
天
へ
の
信
仰
は
確
実
に
奥
の
人
々
に
継
承

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。





秋
九
月
請
レ

シ
テ

師ヲ

入
レ

レ
テ

殿ニ

為シ
二

自ノ

之
戒
師
一

有リ
二

落
飾ノ

之
式
一

即チ

乞テ
二

師ノ

法
衣
﹇
割
注
﹈
金
襴
五
条
」
并

珠
数
血
脈ヲ
一

而
受ク
レ

之レ
ヲ

と
あ
る
よ
う
に
、
正
徳
三
年
月
光
院
は
祐
天
か
ら
城
内
で
剃
度
の
式
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
形
式
だ
け

の
落
飾
か
ら
真
の
落
飾
へ
、
祐
天
に
導
か
れ
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
よ
う
。
月
光
院
は
『
実
録
』
附
に

よ
れ
ば
、
享
保
六
年
三
月
家
継
七
回
忌
を
迎
え
て
、
再
び
祐
海
を
請
じ
入
れ
祐
天
の
肖
像
を
掛
け
て
落
飾
の

式
を
行
っ
て
い
る
。
祐
天
を
本
尊
の
代
わ
り
に
掛
け
た
月
光
院
の
心
の
内
に
、
祐
天
を
生
き
仏
と
し
て
見
て

い
た
信
仰
の
深
ま
り
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
年
の
九
月
は
、
文
昭
院
殿
の
霊
廟
の
上
棟
式
（
五
日
）
が
あ
り
、
御
影
の
開
眼
が
祐
天
の
導
師
で
行

わ
れ
た
（
二
十
日
）
月
で
あ
り
、
文
昭
院
殿
の
一
周
忌
を
控
え
た
月
で
あ
る
（『
有
実
記
』）。
残
念
な
が
ら
直

接
祐
天
が
登
城
し
た
記
録
は
出
て
こ
な
い
が
、『
略
記
』
の
書
か
れ
た
七
年
前
の
話
で
あ
り
、『
略
記
』
自
体

が
綱
吉
と
の
問
答
以
後
の
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
の
ち
の
天
英
院
の
話
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、

こ
の
落
飾
式
は
ほ
ぼ
史
実
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
月
光
院
の
立
場
か
ら

内
々
に
事
が
運
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

前
後
す
る
が
、
月
光
院
は
正
徳
三
年
の
夏
に

乞フ
テ

師
所
持ノ

弥
陀
佛ノ

倚イ

像
一
躯
﹇
割
注
﹈
長
一
尺
六
寸
」
邀
二

ム
カ
ヘ
テ

之レ
ヲ

都
城ニ
一

為ス

幼
君
大



顕誉祐天の研究

（『
略
記
』）

（『
略
記
』）



樹
家
継
公ノ

﹇
割
注
﹈
今
諡
二

ス
ル
ハ

有
章
院
殿ト
一

者
是レ

也ナ
リ

」
之
守
護
マ
モ
リ

本
尊ト
一

と
あ
る
よ
う
に
、
家
継
の
た
め
に
守
護
本
尊
を
迎
え
た
。
こ
の
年
は
家
継
は
元
服
（
三
月
二
十
六
日
）
し
、

将
軍
の
宣
下
（
四
月
二
日
）
を
受
け
た
年
で
あ
る
（『
有
実
記
』）。
将
軍
宣
下
の
祝
い
も
最
後
の
ほ
う
と
な
り
、

二
十
五
日
に
天
台
宗
の
僧
侶
が
、
二
十
六
日
に
諸
宗
の
僧
が
拝
賀
し
て
い
る
。
祐
天
は
二
十
六
日
に
登
城
し
、

天
英
院
と
月
光
院
に
お
祝
い
を
差
し
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
翌
二
十
七
日
に
も
猿
楽
を
見
る
こ
と
を
許
さ
れ

日
光
准
后
公
弁
法
親
王
ら
と
と
も
に
拝
観
し
た
。『
有
実
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
以
外
に
夏
祐
天
が
増
上

寺
に
昇
る
の
は
暑
中
お
伺
い
の
六
月
十
三
日
だ
け
で
あ
る
。
家
継
の
守
護
本
尊
は
お
そ
ら
く
将
軍
宣
下
の
祝

い
と
し
て
、
四
月
に
祐
天
が
納
め
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

月
光
院
の
落
飾
の
翌
月
、
家
宣
の
一
周
忌
が
三
日
祐
天
導
師
の
も
と
開
白
さ
れ
た
。
こ
の
前
日
別
時
念
仏

が
修
さ
れ
、
こ
れ
も
祐
天
が
導
師
を
勤
め
て
い
る
（『
有
実
記
』）。

綱
吉
の
と
き
と
比
較
す
る
と
、
綱
吉
の
一
周
忌
の
法
会
は
東
叡
山
と
増
上
寺
の
両
方
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、

廟
所
の
あ
る
東
叡
山
が
主
体
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
法
親
王
や
門
跡
が
導
師
を
勤
め
、
増
上
寺
は
当
時
の

大
僧
正
門
周
が
導
師
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
布
施
は
、
公
弁
法
親
王
が
最
高
で
銀
千
枚
と
時
服
二
十
枚
、

門
周
は
銀
二
百
枚
で
あ
っ
た
（『
文
実
記
』）。

と
こ
ろ
が
、
家
宣
の
法
会
は
増
上
寺
だ
け
で
行
わ
れ
、
導
師
と
し
て
は
祐
天
の
名
前
し
か
出
て
こ
な
い
。

「
開
白
は
大
僧
正
祐
天
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
別
の
日
は
代
理
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
法
親
王
不
在
の
中
、





布
施
も
祐
天
が
最
高
の
銀
千
枚
を
賜
っ
た
（『
有
実
記
』）。

右
に
記
し
た
よ
う
な
法
会
の
形
に
な
っ
た
の
は
、
法
親
王
不
在
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

将
軍
家
の
人
々
の
信
仰
が
心
か
ら
祐
天
に
向
か
い
信
頼
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

し
て
、
結
願
の
あ
と
の
十
六
日
、
猿
楽
に
各
檀
林
主
だ
け
で
な
く
法
会
に
参
加
し
た
者
も
含
め
て
招
待
さ
れ

て
い
る
（『
有
実
記
』）。
そ
の
席
上
、

大
僧
正
祐
天
は
衰
老
歩
行
な
や
ま
し
き
を
も
て
。
翌
日
で
て
謝
し
奉
る
事
を
ゆ
る
さ
る
。
よ
り

て
け
ふ
宿
老
に
謁
し
て
謝
し
奉
る

と
あ
り
、
格
別
の
待
遇
を
受
け
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
十
月
、
日
付
の
記
録
が
な
い
が
、
お
そ
ら
く
一
周
忌
結
願
の
あ
と
、
天
英
院
は
祐
天
に
城
内
で
の
黒

本
尊
の
開
示
を
依
頼
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
、

此ノ

時
血
脈
数
珠
被ル
レ

奉
二

与
之ヲ
一

并ニ

法
心
院
蓮
浄
院
等ノ

尊
尼
亦タ

同ク

受ク

焉
諸
司
士
女
咸コ

ト
コ
ト
ク

随
喜シ

各く

拝
二

受シ

十
念ヲ
一

挙
二

コ
ゾ
ッ
テ

営
中
一

信
仰ス

ト

云
云

と
言
う
。
こ
の
と
き
付
与
さ
れ
た
法
名
は
（
月
光
院
は
す
で
に
付
与
さ
れ
て
い
た
が
今
挙
げ
る
）、



顕誉祐天の研究

（『
有
実
記
』）

（『
略
記
』）



天
英
院
殿
従
一
位
光
誉
和
貞
大
禅
定
尼

法
心
院
殿
性
誉
蓮
光
大
姉
　
　
　
　
　
　
（
お
す
め
の
御
方
）

蓮
浄
院
殿
台
誉
清
徳
大
姉
　
　
　
　
　
　
（
右
近
の
御
方
）

月
光
院
殿
理
誉
智
天
大
姉
　
　
　
　
　
　
（
左
京
の
御
方
）

で
あ
っ
た
（『
実
録
下
書
』
附
）。

『
略
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
「
本
尊
止
二

営
中
一

両
三
日
師
使
二

弟
子
祐
海
迎
一レ

之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

日
付
は
不
明
で
あ
る
が
、
上
記
の
こ
と
を
裏
付
け
る
文
書
が
『
増
上
寺
史
料
集
』（
一
、
四
〇
六
頁
）
に
出

る
。
奥
の
人
々
の
祐
天
に
対
す
る
心
情
が
よ
く
表
れ
て
い
る
の
で
引
用
し
て
み
た
い
。

御
ふ
ミ
下
さ
れ
候
、
ま
つ
　
　
公
方
様
御
機
嫌
よ
く
、
一
位
様
御
機
け
ん
能
な
ら
せ
ら
れ
、

め
て
た
く
思
し
め
し
候
由
、
昨
日
は
初
而
御
上
り
被
成
、
一
位
様
ゆ
る
ゆ
る
　
　
と
御
逢
あ
そ

は
し
、
く
ハ
し
く
御
先
祖
の
御
は
な
し
を
も
仰
上
ら
れ
、
御
十
念
を
も
御
さ
つ
か
り
あ
そ
は
し
、

御
家
の
御
宗
門
ニ
な
ら
せ
ら
れ
候
御
事
、
万
年
御
は
ん
し
や
う
の
御
瑞
左
右
と
、
か
た
し
け
な

く
覚
し
め
し
候
由
、
御
礼
と
も
く
ハ
し
く
仰
上
ら
れ
、
御
ふ
ミ
則
披
露
い
た
し
ま
い
ら
せ
候
、

御
満
足
に
思
し
め
し
候
、
誠
に
御
年
寄
の
行
帰
も
御
ふ
ち
ゆ
ふ
に
御
座
候
ニ
、
よ
く
そ
　
　
御

上
り
な
さ
れ
、
御
あ
い
あ
そ
は
し
候
御
事
、
お
ほ
か
た
も
御
さ
な
く
御
悦
あ
そ
は
し
候
、
昨
日





ハ
長
座
を
も
被
成
、
な
に
か
と
夕
座
ハ
さ
そ
御
く
た
ひ
れ
の
御
事
に
候
、
う
へ
わ
た
く
し
、
御

噂
申
ま
い
ら
せ
候
、
九
郎
本
尊
さ
ま
も
、
ゆ
る
　
　
と
拝
し
ら
れ
、
其
上
御
と
う
り
う
被
成
、

一
し
ほ
御
悦
ニ
覚
し
め
し
候
、幾
久
し
く
御
は
ん
し
や
う
の
御
事
と
、祝
入
せ
ら
れ
候
、な
を
　
　
、

こ
ま
　
　
と
御
礼
仰
上
ら
れ
、
御
ま
ん
そ
く
に
覚
し
め
し
候
よ
し
、
申
せ
と
の
御
事
に
御
さ
候
、

め
て
た
く
か
し
こ
、

増
上
寺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り

御
返
事
　
　
　
　
い
は
倉

大
僧
正
さ
ま
　
　
　
　
　
か
よ
　

人
〃

申
給
へ

こ
の
文
は
、
天
英
院
に
仕
え
た
年
寄
が
大
僧
正
祐
天
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
祐
天
は

黒
本
尊
を
城
内
に
奉
入
し
た
際
、
天
英
院
に
『
大
樹
帰
敬
録
』
の
話
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
手
紙
の

内
容
は
伝
記
の
内
容
と
合
う
。『
有
実
記
』
の
日
付
と
合
わ
せ
る
と
、
黒
本
尊
を
城
内
に
奉
入
し
た
の
が
十
月

十
五
日
、
手
紙
文
に
あ
る
昨
日
の
長
座
と
は
十
六
日
の
猿
楽
と
能
見
物
の
こ
と
で
、
祐
海
が
黒
本
尊
を
迎
え

に
十
七
日
祐
天
の
書
を
携
え
登
城
し
、
そ
の
返
事
を
い
た
だ
い
て
増
上
寺
に
戻
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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家
康
の
信
仰
を
再
び
江
戸
城
に
も
た
ら
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
祐
天
の
力
で
あ
っ
た
と
言
え
る
内
容
の
手

紙
で
あ
る
。

伝
記
は
さ
ら
に
続
き
、
そ
の
と
き
錦
茵
を
賜
り
祐
天
寺
本
尊
と
な
っ
た
影
像
の
敷
く
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ

と
、
乗
輿
に
て
の
昇
殿
を
許
さ
れ
た
こ
と
、
天
英
院
が
黒
本
尊
の
仏
龕
を
新
た
に
納
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
（『
略
記
』）。

将
軍
家
の
信
仰
を
一
身
に
集
め
た
祐
天
で
は
あ
る
が
、
足
の
衰
え
は
い
か
よ
う
に
も
し
が
た
く
同
じ
年
の

十
二
月
三
日
隠
居
願
い
を
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
い
ま
だ
精
神
も
た
ゞ
し
く
。
羸
廃
せ
し
身
に
も
あ
ら
ね

ば
。
寺
務
を
行
ふ
べ
し
」（『
有
実
記
』）
と
慰
留
さ
れ
る
。
二
十
四
日
に
歳
暮
の
品
を
献
じ
て
正
徳
四
年
を
迎

え
た
。

そ
の
年
は
形
式
的
な
正
月
の
参
賀
も
な
く
、
次
に
『
有
実
記
』
に
祐
天
の
名
が
登
場
す
る
の
は
、
紅
葉
山

の
文
昭
院
殿
霊
廟
の
上
棟
式
が
終
わ
り
尊
像
の
開
眼
供
養
の
あ
と
の
遷
座
式
の
と
き
で
あ
る
。
六
月
二
日
で

あ
っ
た
。
こ
の
法
要
を
最
後
に
十
九
日
老
衰
の
た
め
隠
退
を
乞
い
、
つ
い
に
退
隠
の
日
を
迎
え
た
の
で
あ
る

（『
有
実
記
』）。




