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『
真
言
修
行
大
要
鈔
』
は
浄
厳
律
師
が
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
七
月
に
真

言
密
教
で
の
修
行
の
要
諦
を
述
べ
著
し
た
典
籍
で
あ
る
。
浄
厳
律
師
（
一
六
三

九
〜
一
七
〇
二
）
は
、
字
を
覚
彦
と
言
い
、
妙
極
堂
、
瑞
雲
道
人
と
号
し
た
江

戸
初
期
の
真
言
律
の
僧
で
あ
る
。
律
師
は
、
河
内
国
錦
部
郡
鬼
住
村
の
上
田
道

雲
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
少
か
ら
高
野
山
に
登
り
顕
密
を
修
学
し
、
後
に
密

教
の
諸
流
を
研
鑽
統
合
し
て
新
安
祥
寺
流
を
創
草
す
る
な
ど
、
特
に
密
教
事
相

の
面
で
多
大
な
功
績
を
残
し
て
い
る
。
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
は
故
郷
河

内
の
実
家
を
改
め
て
延
命
寺
を
創
建
し
、
さ
ら
に
江
戸
に
赴
き
元
禄
四
年
（
一

六
九
一
）
に
は
柳
沢
保
明
の
推
挙
に
よ
り
、
幕
府
の
助
力
に
よ
り
江
戸
湯
島
に

霊
雲
寺
を
開
創
し
、
こ
れ
を
如
法
真
言
律
の
道
場
と
し
て
多
く
の
僧
俗
に
授
戒

す
る
な
ど
、
戒
律
の
普
及
と
真
言
密
教
の
復
興
に
尽
力
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
江
戸
初
期
の
仏
教
復
興
の
流
れ
の
中
で
、
如
法
真
言
律
を
唱
え
、

関
東
を
中
心
に
真
言
宗
と
戒
律
の
布
教
を
行
っ
た
浄
厳
律
師
の
著
述
に
つ
い
て

の
一
研
究
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
特
に
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
真
言
修
行
大
要
鈔
』
を

読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
律
師
が
主
張
す
る
真
言
宗
の
修
行
の
特
徴
、
阿
字
観

や
本
不
生
に
つ
い
て
の
論
説
を
こ
こ
に
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
に
『
真
言
修
行
大
要
鈔
』（
文
献
資
料
）
を
翻
刻
し
て
、
各
節
ご
と
に
語
注

を
付
し
、
解
説
ノ
ー
ト
を
加
え
て
要
旨
を
述
べ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
真
言
修
行
大
要
鈔
、
浄
厳
律
師
、
阿
字
観
、
本
不
生

（
凡
例
）

　
　

本
文
掲
載
に
際
し
て
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
以
下
の
点
を
改
訂
し
た
。

一
、
原
文
の
旧
漢
字
は
、
極
力
新
字
体
に
置
き
換
え
、
ま
た
片
仮
名
を
平
仮
名

に
改
め
た
。

二
、
原
文
に
あ
る
振
り
仮
名
は
、
初
出
の
も
の
は
そ
の
ま
ま
平
仮
名
に
改
め
て

付
し
、
以
下
は
基
本
的
に
省
略
し
た
。
但
し
、
原
文
に
な
い
振
り
仮
名
も

読
み
に
く
い
も
の
に
は
、
適
宜
現
代
仮
名
遣
い
で
施
し
た
。

三
、
漢
字
の
皆
を
「
み
な
」、
其
を
「
そ
の
・
そ
れ
」、
此
を
「
こ
こ
、
こ
れ
、

こ
の
」、
是
を
「
こ
れ
、
こ
こ
」、
玉
を
「
た
ま
」、
下
を
「
た
ま
」、
猶
を

「
な
お
」、
唯
を
「
た
だ
」、
若
を
「
も
し
」、
に
と
そ
れ
ぞ
れ
平
仮
名
に
改

め
て
置
き
換
え
た
。

四
、
原
文
に
あ
る
割
注
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
（　

）
で
括
っ
て
標
記
し
た
。

五
、
重
要
と
思
わ
れ
る
語
句
の
頭
に
＊
を
付
け
、
後
に
そ
の
語
注
を
設
け
た
。

﹇
翻
刻
本
文
﹈

真
言
修
行
大
要
鈔

　

問
う
。
真
言
宗
の
修
行
は
機
根
に
随
う
が
故
に
そ
の
品し

な

多
し
と
聞
く
。
我
れ

今い
ま

愚
鈍
な
れ
ば
、
＊
多た

岐ぎ

に
堪た

え
ず
。
願
く
は
、
そ
の
要
を
聞
か
ん
。

　

答
う
。
真
言
修
行
の
要
道
は
、
＊
おあ

字じ

観か
ん

に
過す

ぐ
る
こ
と
な
し
。
こ
の
お
字

観
に
、
三
つ
の
別
あ
り
。
所い

わ
ゆ
る謂

、
声し

よ
うと

字じ

と
実じ

つ

相そ
う

と
な
り
。
初
め
に
声

し
よ
う
＊
と
は
、

口
に
お
字
を
唱
え
て
、
そ
の
声
に
心
を
入
れ
て
出
息
ご
と
に
唱
え
、
唱
う
る
ご

『
真
言
修
行
大
要
鈔
』
に
つ
い
て

藤　

谷　

厚　

生



藤　谷　厚　生

二

と
に
心
を
入
る
る
時
は
、
妄
想
お
の
づ
か
ら
止や

ん
で
、
心し
ん
＊
寂
滅
す
。

　

妄
心
息や

む
時
は
、
自お
の

ず
か
ら
真し
ん

智ち

生
じ
て
、
自
心
の
本
源
を
明
ら
か
に
し
、

諸
法
の
真
実
を
＊
了
達
す
る
な
り
。
次
に
字
と
は
、
先
ず
自み
ず
から
の
心む
ね

の
中う
ち

に
、
円

明
の
月
輪
を
観
じ
、
そ
の
中
に
八
葉
の
白
蓮
華
を
観
じ
、
そ
の
蓮
台
の
上
に
金

色
の
お
字
あ
り
と
観
念
す
る
な
り
。
か
く
の
如
く
念
念
相
続
し
て
余
念
な
き
時

は
、
妄
念
＊
漸ぜ
ん

漸ぜ
ん

に
退し
り
ぞき
、
＊
無む

明み
よ
う

次
第
に
尽つ

き
て
本
覚
の
心
仏
、
自じ

然ね
ん

に
顕
あ
ら
わ

る
る
な
り
。
三
つ
に
実
相
と
は
、
お
字
の
＊
実じ
つ

義ぎ

な
り
。
そ
の
実
義
を
云い

わ
ば
、

一
切
諸
法
本ほ
ん

不ぷ

生し
よ
う（
大
日
経
の
文
な
り
）
と
て
、
あ
り
と
し
あ
ら
ゆ
る
天
地
の

間
の
万
物
よ
り
、
仏
菩
薩
も
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
間
、
諸
天
も
悉
こ
と
ご
と

く
み
な
本
来
＊
本ほ
ん

有ぬ

に
し
て
、
始
め
も
な
く
終
わ
り
も
な
し
。
生
ず
る
に
似に

た

れ
ど
も
、
今い
ま

始
め
て
生
ず
る
に
あ
ら
ず
。
ま
た
昔
む
か
し

生
じ
た
る
に
も
あ
ら
ず
。
滅

す
る
に
似
た
れ
ど
も
、
今
始
め
て
滅
す
る
に
あ
ら
ず
。
後の
ち

に
必
ず
滅
す
べ
き
に

も
あ
ら
ず
。
常
住
に
し
て
動
転
す
る
こ
と
な
く
、
＊
遷せ
ん

変べ
ん

す
る
こ
と
な
し
と
知

る
。
こ
れ
を
本
不
生
の
実
義
と
云
う
な
り
。
但た
だ

し
こ
の
義
は
、
＊
甚じ
ん

深じ
ん

幽ゆ
う

玄げ
ん

に

し
て
、
＊
か
り
そ
め
に
知
ら
る
る
処
に
あ
ら
ず
。
た
だ
仏
の
み
能よ

く
こ
の
真
実

を
明
ら
め
た
ま
え
り
。
縦た
と
い使
、
文
殊
、
弥
勒
、
普
賢
、
観
音
の
如
き
大
菩
薩
も
、

自
分
に
て
は
解げ

知ち

す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
も
し
、
仏
こ
れ
を
説
き
聞
か
し
め
た

ま
う
時
は
、
そ
の
智
の
＊
分ぶ
ん

斎ざ
い

に
応
じ
て
證
得
す
る
な
り
。
こ
の
故
に
こ
の
位

は
、
法
相
（
弥
勒
の
法
門
）、
三
論
（
文
殊
の
法
門
）、
天
台
（
観
音
の
法
門
）、

華
厳
（
普
賢
の
法
門
）
の
＊
四
宗
大
乗
の
知
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
た
だ
、
真
言

一
宗
の
み
大
日
如
来
よ
り
＊
嫡ち
や
く

嫡ち
や
く

相そ
う

承じ
よ
うし
て
今
日
ま
で
伝
え
知
る
も
の
な
り
。

（
語
註
）

＊
多
岐
に
堪
え
ず
…
多
方
面
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
理
解
で
き
な
い
。

＊
お
字
観
…
阿
字
観
。
梵
字
の
お
字
を
心
中
に
観
想
す
る
密
教
の
冥
想
法
。『
大

日
経
』
に
説
か
れ
る
。

＊
寂
滅
…
妄
想
が
滅
し
て
、
寂
静
と
な
る
こ
と
。

＊
了
達
…
了
解
し
悟
り
に
達
す
る
こ
と
。　

＊
漸
漸
…
だ
ん
だ
ん
と　

＊
無
明
…
煩
悩
の
こ
と
。　

＊
実
義
…
真
実
の
意
味
。

＊
本
有
…
本
来
固
有
の
意
。
も
と
か
ら
あ
る
こ
と
。

＊
遷
変
…
別
な
状
態
に
移
り
変
わ
る
こ
と
。

＊
甚
深
幽
玄
…
大
変
奥
深
く
、
計
り
知
れ
な
い
様
。

＊
か
り
そ
め
に
知
ら
る
る
処
に
あ
ら
ず
…
凡
夫
に
と
っ
て
、
仮
に
し
て
も
、
少

し
で
も
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

＊
分
斎
…
程
度
、
範
囲
。

＊
四
宗
大
乗
…
法
相
宗
、
三
論
宗
、
天
台
宗
、
華
厳
宗
の
大
乗
教
の
四
宗
。

＊
嫡
嫡
相
承
…
師
か
ら
弟
子
へ
と
代
々
、
悟
り
の
真
髄
を
伝
え
受
け
継
い
で
行

く
こ
と
。

﹇
解
説
ノ
ー
ト
﹈

真
言
修
行
の
要
道
は
阿
字
観

　

こ
こ
で
は
、
ま
ず
真
言
宗
の
修
行
は
修
行
者
の
機
根
や
能
力
に
よ
っ
て
、
多

方
面
に
渡
る
の
で
そ
の
要
旨
を
聞
き
た
い
と
い
う
問
題
が
最
初
に
発
せ
ら
れ
る
。

そ
の
回
答
と
し
て
、
真
言
宗
の
修
行
の
要
道
は
、
阿
字
観
で
あ
る
と
明
言
さ
れ

て
い
る
。
し
か
も
、
阿
字
観
の
要
諦
と
し
て
、
声
と
字
と
実
相
の
三
側
面
が
説

か
れ
て
い
る
。
ま
ず
声
で
あ
る
が
、
口
で
「
阿
」
を
唱
え
出
息
し
な
が
ら
、
声

に
心
を
集
中
さ
せ
る
時
に
は
、
妄
想
が
消
え
て
心
が
静
寂
に
な
る
と
言
う
。
ま

た
妄
想
が
消
え
れ
ば
、
自
ず
と
智
慧
が
働
き
、
諸
法
の
真
実
義
を
了
解
し
て
悟

り
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
次
に
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
ら
の

心
（
む
ね
）
の
中
に
月
輪
を
観
じ
て
、
更
に
そ
の
中
に
八
葉
の
白
蓮
華
を
、
ま

た
そ
の
蓮
台
に
金
色
の
阿
字
を
観
ず
る
よ
う
に
習
修
す
れ
ば
、
妄
想
や
煩
悩
が

消
え
去
り
、
本
覚
の
仏
心
が
自
然
に
顕
現
す
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
第
三
に
実



『真言修行大要鈔』について

三

相
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
阿
字
の
実
義
、
つ
ま
り
こ
こ
で
は
阿
字
の
真
実
の
意
味

を
説
き
示
す
。
こ
れ
は
、「
一
切
諸
法
は
本
不
生
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、「
本
不
生
」
を
「
悉
く
み
な
本
来
本
有
に
し
て
、

始
め
も
な
く
終
わ
り
も
な
し
。」
と
あ
る
よ
う
に
、「
本
有
」
の
意
味
を
も
っ
て

本
不
生
を
定
義
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
有
と
い
う
こ
と
は
、
悉
く
み
な
本

来
生
じ
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
滅
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
常
住
に
し

て
、
転
変
す
る
も
の
で
も
な
い
と
さ
れ
、
こ
れ
が
本
不
生
の
真
実
義
で
あ
る
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
本
不
生
の
本
有
の
義
は
、
誠
に
奥
深
く
凡

夫
が
到
底
理
解
で
き
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
は
文
殊
や
弥
勒
な
ど
の
大
菩
薩

に
も
理
解
し
難
く
、
真
言
の
教
門
に
於
い
て
の
み
説
か
れ
、
大
日
如
来
か
ら
師

資
相
承
せ
ら
れ
て
伝
え
ら
れ
た
真
髄
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

﹇
本
文
﹈

　

問
う
。
も
し
、
文
殊
、
弥
勒
も
自
ら
知
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
甚
深
の
＊
玄げ
ん

理り

な
ら
ば
、
今こ
ん

時じ

の
＊
愚
痴
の
凡
夫
は
如い
か
ん何
し
て
か
、
こ
の
＊
境き
よ
う

界が
い

に
入
る
こ

と
を
得う

べ
け
ん
や
。

　

答
う
。
文
殊
、
弥
勒
も
自み
ず
から
は
知
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
れ
ど
も
、
仏
の
言こ
と
ばに
因よ
つ

て
は
＊
領り
よ
う

解げ

す
る
が
如
く
、
今
時
下げ

劣れ
つ

の
凡
夫
な
れ
ど
も
、
大
日
如
来
よ
り
こ

の
か
た
師
資
相
伝
す
る
を
以
て
、
分
に
随
う
に
は
知
ら
る
る
な
り
。
さ
れ
ど
も

そ
の
＊
妙み
よ
う

処じ
よ

に
至
て
は
、
水
を
飲
む
者
の
＊
冷れ
い
な
ん

を
自
知
す
る
が
如
く
し
て
、

教
え
示
す
こ
と
能
わ
ず
。
先
ず
、
＊
大た
い

綱こ
う

を
教
え
ら
れ
て
、
後
に
自
ら
工
夫
を

尽
く
し
な
ば
、
自お
の

ず
か
ら
そ
の
＊
妙み
よ
うに
至
る
べ
し
。
も
し
、
そ
の
妙
の
＊
極ご
く

処し
よ

を
得う

る
と
き
は
、
即
ち
大
日
如
来
と
同
等
な
り
。
凡お

よ

そ
心
あ
ら
ん
者
、
豈あ

に
＊
こ

の
法
に
信
を
傾か

た
むけ

ざ
ら
ん
や
。

（
語
註
）

＊
玄
理
…
奥
深
い
道
理
。

＊
愚
痴
の
凡
夫
…
道
理
に
暗
い
（
無
明
）
の
凡
夫
の
衆
生
の
こ
と
。

＊
境
界
…
業
因
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
境
遇
、
境
地
の
こ
と
。

＊
領
解
…
教
え
を
聞
い
て
悟
る
こ
と
。　

＊
妙
処
…
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
箇
所
。

＊
冷

…
冷
た
さ
や
温
か
さ
の
こ
と
。

＊
大
綱
…
大
づ
か
み
に
と
ら
え
た
内
容
。
大
要
。

＊
妙
…
表
現
で
き
ぬ
ほ
ど
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
。
極
め
て
よ
い
こ
と
（
様
子
）。

＊
極
処
…
極
ま
っ
た
と
こ
ろ
。
最
高
の
境
地
。

＊
こ
の
法
…
真
言
密
教
の
教
え
。

﹇
ノ
ー
ト
﹈

文
殊
、
弥
勒
も
知
り
得
な
い
真
理

　

次
に
第
二
の
発
問
が
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
も
し
文
殊
菩
薩
や
弥
勒
菩
薩

な
ど
の
境
地
の
高
い
菩
薩
で
さ
え
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
奥
深
い
真

理
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
の
煩
悩
、
愚
痴
の
多
い
凡
夫
の
衆
生
は
、
ど
の
よ
う
に

そ
の
高
邁
な
境
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
む
し
ろ
不
可
能
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
の
答
え
と
し
て
、
文
殊
菩
薩
な
ど
の
菩

薩
で
さ
え
も
自
分
自
身
で
悟
り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
仏
陀
の
言

葉
に
よ
る
教
導
に
よ
っ
て
、
聞
い
て
悟
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
今
の
機
根

の
下
劣
な
凡
夫
で
さ
え
も
、
大
日
如
来
か
ら
師
資
相
承
せ
ら
れ
た
教
え
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
、
機
根
の
程
度
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
究
極
の
境
界
に
於
い
て
は
、
例
え
ば
水
を
飲
む

者
だ
け
が
、
そ
の
水
の
冷
温
を
自
覚
で
き
る
の
で
あ
り
、
飲
ま
な
い
者
に
は
全

く
分
か
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
の
境
地
を
他
者
に
教
え
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
訳
で
あ
る
。
ま
ず
、
大
要
を
教
え
ら
れ
て
、
そ
の
通
り
自
身
で
工
夫
を
し
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て
修
行
し
て
行
け
ば
、
自
ず
か
ら
そ
の
究
極
の
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
最
高
の
境
地
を
得
た
時
は
、
大
日
如
来
と
同
等
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

﹇
本
文
﹈

　

問
う
。
禅
宗
は
諸
宗
に
超
え
て
＊
教
外
別
伝
と
て
、
師
家
の
示
し
に
任ま
か

す
る

に
は
あ
ら
ず
。
た
だ
、
＊
自
己
に
返
照
し
工
夫
し
て
悟
道
す
る
を
本
意
と
す
。
門

よ
り
入
る
者
は
、
こ
れ
＊
家か

珍ち
ん

に
あ
ら
ず
（
古
人
の
語
）
と
て
、
他
に
教
え
ら

れ
た
る
を
ば
、
真
実
に
は
あ
ら
ず
と
い
え
り
。
今
、
真
言
の
実
義
は
師
の
教
え

を
待
っ
て
解げ

す
る
と
云
え
ば
、
禅
門
の
心
地
に
は
頗す
こ
ぶる
劣
れ
る
に
や
如い
か
ん何
。

　

答
う
。
教
を
待
た
ざ
れ
ど
も
自
得
す
る
は
、
＊
法
の
勝す
ぐ

れ
た
る
規き

模ぼ

に
は
あ

ら
ず
。
た
だ
、
こ
れ
機
の
勝
れ
た
る
故
な
り
。
そ
の
故
は
、
声
聞
の
得
る
所
も

独
覚
の
得
る
所
も
、
倶と
も

に
同
じ
く
＊
人
空
般
若
の
理
な
れ
ど
も
、
声
聞
は
仏
の

教
え
に
依
り
、
羅
漢
の
示
し
を
聞
い
て
悟
る
。
声
を
聞
い
て
理
に
入
る
が
故
に
、

名
を
声
聞
と
云
う
。
独
覚
は
飛
華
落
葉
を
見
て
、
世
法
の
無
常
を
知
っ
て
自
ら

修
行
し
て
悟
る
。
独
り
覚さ
と

る
が
故
に
、
名
を
独
覚
と
云
う
。
こ
れ
則
ち
、
声
聞

は
鈍
根
な
る
が
故
に
他
に
教
え
ら
れ
、
独
覚
は
利
根
な
る
が
故
に
自
悟
す
と
云

う
こ
と
、
経
論
に
明
ら
か
に
見
え
た
る
と
こ
ろ
な
り
。
禅
法
も
機
の
鈍
な
る
は
、

始
め
は
先
に
教
え
ら
れ
ず
ん
ば
、
何
を
拠
よ
ん
ど
こ
ろと
し
て
か
至
る
こ
と
を
得
べ
き
や
。

　

さ
て
真
言
法
は
、
必
ず
仏
の
教
に
依
ら
ざ
れ
ば
、
解
す
る
こ
と
能あ
た

わ
ず
と
云

う
は
、
そ
の
理
、
究
竟
最
上
に
し
て
大
菩
薩
も
そ
の
境
界
に
あ
ら
ざ
る
故
な
り
。

例た
と
えし
て
云
わ
ば
、
＊
法
華
経
の
諸
法
実
相
の
理
は
甚
深
な
る
が
故
に
、
智
慧
第

一
の
舎
利
弗
な
れ
ど
も
、
自
ら
は
入
る
こ
と
能
わ
ず
。
仏
の
説
を
信
じ
て
始
め

て
入
る
こ
と
を
得
た
り
と
（
二
の
巻
の
文
な
り
）
い
え
る
が
如
し
。
真
言
の
阿

字
本
不
生
の
理
も
、
亦ま
た

復ま
た

か
く
の
如
し
。
こ
の
故
に
、
＊
大
日
経
の
疏
に
曰
く
、

「
然し

か

も
こ
の
自
證
の
＊
三
菩
提
は
、
一
切
の
心
地
を
出
過
し
て
、
諸
法
の
本
初
不

生
を
現
覚
す
。
こ
の
処
は
＊
言
語
尽
竟
し
、
心
行
ま
た
寂
な
り
。
も
し
如
来
威

神
の
力
を
離
ん
ぬ
れ
ば
、
則
ち
十
地
の
菩
薩
な
り
と
雖
も
、
尚な
お

そ
の
境
界
に
非

ず
。
況い
わ

ん
や
余
の
生
死
の
中
の
人
を
や
。」（
已
上
）
守
護
国
界
経
に
は
、
釈
迦

如
来
成
仏
の
時
も
、
十
方
の
諸
仏
に
こ
の
心
地
を
教
え
ら
れ
て
、
悟
り
た
ま
う

と
い
え
り
。
こ
こ
を
以
て
、
密
宗
は
師
資
相
承
を
以
て
規
模
と
す
。
然
る
と
き

は
、
自
ら
工
夫
し
て
得
る
は
、
な
お
そ
の
理
の
浅
き
故
な
り
。
他
に
教
え
ら
れ

ざ
れ
ば
入
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
は
、
却か
え
つて
そ
の
理
の
深
き
故
な
り
と
知
る
べ
し
。

（
語
註
）

＊
教
外
別
伝
…
仏
が
説
い
た
教
典
と
は
別
に
伝
え
ら
れ
た
の
意
。
禅
宗
で
は
、

「
不
立
文
字
、
教
外
別
伝
、
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
を
旨
と
し
、
経
典
に
説

か
れ
た
文
義
に
依
ら
ず
自
ら
坐
禅
し
て
内
省
す
る
こ
と
で
、
自
性
を
観
得
せ

ん
と
修
行
す
る
。

＊
自
己
に
返
照
し
…
真
実
の
自
己
に
照
ら
し
て
内
省
す
る
こ
と
。

＊
門
よ
り
入
る
者
は
、
こ
れ
家
珍
に
あ
ら
ず
…『
無
門
関
』
に
は
、「
從
門
入
者
。

不
是
家
珍
。」
と
あ
る
。（
大
正
大
蔵
第
四
十
八
巻
・
二
九
二
頁
中
段
）

＊
家
珍
…
家
の
宝
物
。
家
宝
。

＊
法
の
勝
れ
た
る
規
模
に
は
あ
ら
ず
…
法
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
効
果
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
。
規
模
と
は
、
効
果
、
き
き
め
、
規
範
、
よ
り
ど
こ
ろ
。

＊
人
空
般
若
の
理
…
人
空
と
は
我
空
、
つ
ま
り
、
我
見
に
執
す
る
人
我
は
本
来

空
で
あ
る
と
い
う
道
理
。
般
若
の
智
慧
で
観
照
す
れ
ば
、
自
我
は
本
来
空
で

あ
る
と
い
う
真
理
。

＊
法
華
経
の
諸
法
実
相
の
理
…『
妙
法
蓮
華
経
』
方
便
品
第
二
で
は
、
釈
迦
牟
尼

仏
が
舎
利
弗
に
諸
法
実
相
の
理
は
甚
深
で
難
解
難
入
の
旨
が
説
か
れ
る
。

＊
大
日
経
の
疏
に
曰
く
…『
大
毘
盧
遮
那
成
佛
經
疏
』
一
行
述
に
は
「
然
此
自
證

三
菩
提
。
出
過
一
切
心
地
。
現
覺
諸
法
本
初
不
生
。
是
處
言
語
盡
竟
心
行
亦

寂
。
若
離
如
來
威
神
之
力
。
則
雖
十
地
菩
薩
。
尚
非
其
境
界
。
況
餘
生
死
中



『真言修行大要鈔』について

五

人
。」（
大
正
大
蔵　

第
三
十
九
巻
・
五
七
九
頁
上
段
）
と
あ
る
。

＊
三
菩
提
…
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
の
略
。
無
上
正
等
正
覚
。
最
高
の
悟
り
の

こ
と
。

＊
言
語
尽
竟
…
言
葉
で
言
い
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
、
高
邁
で
優
れ
て
い
る
こ
と
。

﹇
ノ
ー
ト
﹈

真
言
密
教
は
師
資
相
承

　

次
に
第
三
の
発
問
が
な
さ
れ
る
。
禅
宗
の
教
え
で
は
、
教
外
別
伝
で
あ
り
師

家
が
直
接
に
悟
り
の
境
地
を
解
き
明
か
す
も
の
で
は
な
い
。
公
案
な
ど
を
拈
提

し
、
自
己
に
照
ら
し
て
内
省
し
、
悟
り
に
達
す
る
の
を
本
意
と
し
て
お
り
、
他

か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
真
実
の
悟
り
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
い
ま
、
真

言
の
実
義
に
よ
れ
ば
、
師
か
ら
直
接
教
え
ら
れ
て
、
真
実
義
を
理
解
し
悟
る
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
禅
宗
の
悟
り
の
境
地
に
く
ら
べ
て
、
ひ
ど
く
劣
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
の
回
答
は
、
他
か
ら
教
わ
る
こ
と
な
く
し
て
自
ら
悟
る
の
は
、

そ
の
個
人
（
悟
る
側
）
の
機
根
が
優
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
法
（
悟
り
の
内

容
の
側
）
が
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
と
い
う
。
例
え
ば
声
聞
と
独
覚
を

挙
げ
れ
ば
、
声
聞
は
機
根
が
鈍
い
の
で
他
（
仏
）
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
て
悟
る

の
で
あ
り
、
独
覚
は
機
根
が
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
自
ら
悟
る
の
で
あ
り
、
禅
の

教
え
も
機
根
の
鈍
い
も
の
は
、
ま
ず
教
え
て
も
ら
わ
な
い
と
悟
れ
な
い
で
は
な

い
か
と
い
う
反
論
で
あ
る
。
ま
た
、
真
言
の
教
え
で
は
、
必
ず
仏
の
教
え
に
よ

ら
ね
ば
、
理
解
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
の
理
（
悟
り
の
内
容
）
が
究
極
最

上
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　

真
言
の
阿
字
本
不
生
の
理
も
、
自
ら
は
そ
の
最
上
の
境
地
に
入
る
こ
と
は
難

し
く
、
仏
の
説
を
信
じ
て
は
じ
め
て
そ
の
境
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

る
。
そ
れ
故
、
真
言
密
教
は
師
資
相
承
を
以
て
そ
の
規
範
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、

自
ら
工
夫
し
て
悟
れ
る
場
合
は
、
悟
り
の
内
容
（
理
）
が
浅
い
か
ら
で
あ
り
、

他
か
ら
教
え
て
も
ら
わ
な
い
と
悟
り
の
境
地
に
入
れ
な
い
の
は
、
そ
の
悟
り
の

内
容
（
理
）
が
よ
り
深
い
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
禅

宗
の
教
え
に
、
真
言
の
教
え
は
劣
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、

む
し
ろ
禅
宗
よ
り
真
言
の
方
が
悟
り
の
内
容
（
理
）
が
深
い
の
で
あ
る
と
力
説

さ
れ
る
。

﹇
本
文
﹈

　

問
う
。
請こ

う
ら
く
は
、
禅
密
の
理
の
浅
深
を
聞
か
ん
。
ま
た
前
に
聞
き
つ
る

本
不
生
の
義
は
、
た
だ
そ
の
大
概
の
み
に
し
て
、
＊
委
細
の
説
な
し
。
な
お
そ

の
深
義
を
演の

べ
ら
る
べ
し
。

　

答
う
。
禅
密
の
理
の
浅
深
は
、
本
不
生
の
理
を
明
か
す
に
、
自
ず
か
ら
あ
ら

わ
る
べ
し
。
先
ず
本
不
生
の
義
を
広
説
せ
ば
、
凡
そ
こ
れ
に
＊
相そ
う
ら
ん濫
す
る
こ
と

多
し
。「
真
金
を
識し

ら
ん
と
欲
せ
ば
、
先
ず
鍮
ち
ゅ
う

鉐せ
き

を
弁べ
ん

ぜ
よ
」
と
云
う
が
故
に
、

先
ず
正
見
に
似
た
る
邪
見
を
弁
知
す
べ
し
。
一
に
は
、
本
不
生
と
云
う
は
、
本

は
生
ぜ
ず
と
云
う
義
な
り
と
意
こ
こ
ろ

得
て
、
目
前
歴
歴
た
る
と
こ
ろ
の
万
法
は
因
縁

よ
り
起
こ
る
。
因
縁
未
合
せ
ざ
る
已
前
に
は
一
物
も
無
し
。
故
か
か
る
が
ゆ
えに
、
本
は
生

ぜ
ず
と
云
う
な
り
と
解
す
。
こ
れ
天
台
宗
に
無
明
法
性
よ
り
起
こ
る
と
云
い
、

一
念
不
生
の
処
を
強
い
て
中
道
と
号
す
る
と
。
三
論
宗
に
一
念
不
生
前
後
際
断

と
云
い
、
ま
た
因
縁
生
の
故
に
自
性
無
し
。
自
性
無
き
が
故
に
、
畢
竟
し
て
空

な
り
。
畢
竟
空
な
る
が
故
に
、
不
可
得
と
云
う
に
同
じ
。
ま
た
因
縁
生
と
は
談

ぜ
ざ
れ
ど
も
、
禅
家
に
本
来
無
一
物
と
云
う
も
こ
れ
に
同
じ
。
二
に
は
、
ま
た

一
類
の
人
、
錯

あ
や
ま

っ
て
解
す
る
こ
と
あ
り
。
謂い

わ

く
、
本
不
生
は
本
有
の
義
な
り
。

本
有
と
云
う
は
、
松
は
何い

つ

も
松
な
り
。
竹
は
何
も
竹
な
り
。
人
は
三
世
に
人
な

り
。
畜
は
三
世
に
畜
な
り
と
思
う
族や

か
らあ

り
。
こ
れ
は
外
道
の
常
見
に
全
く
同
じ

な
れ
ば
、
こ
の
二
義
共と

も

に
＊
謬び

ゅ
う

見け
ん

な
り
。
ま
た
華
厳
宗
に
真
如
の
理
性
よ
り
、
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自
ず
か
ら
万ば
ん

法ぽ
う

を
生
ず
と
云
う
も
こ
れ
な
り
。

　

さ
て
、
真
実
の
本
不
生
の
義
と
云
う
は
、
一
切
色
心
の
諸
法
、
各
お
の
お
のの
一
一
に

万
法
を
具そ
な

え
た
り
。
も
し
有
情
（
心
あ
る
者
を
云
う
な
り
）
に
就
い
て
云
わ
ば
、

た
だ
今
は
人
に
し
て
、
人
の
形
を
具
え
た
れ
ば
人
と
名
づ
く
れ
ど
も
、
も
し
一

念
、
瞋
恚
を
起
こ
す
と
き
は
、
即
ち
地
獄
の
火
な
り
。
一
念
の
＊
慳け
ん

悋り
ん

を
起
こ

せ
ば
、
即
ち
餓
鬼
の
飢
渇
と
成
る
。
＊
少し
ょ
う

分ぶ
ん

も
愚
癡
を
起
こ
せ
ば
、
即
ち
畜
生

の
無
知
な
り
。
少
分
も
我
慢
、
闘
諍
を
起
こ
せ
ば
、
即
ち
修
羅
の
心
な
り
。
も

し
五
常
を
守
り
五
戒
を
持
て
ば
（
五
戒
は
五
常
に
あ
た
る
）
即
ち
人
道
な
り
。

も
し
一
食
の
頃
し
ば
ら
くな
り
と
も
十
善
戒
を
守
り
、
或
い
は
四
禅
四
無
色
定
を
修
す
れ

ば
、
天
道
の
心
な
り
。
も
し
四
諦
を
修
行
す
る
心
を
起
こ
せ
ば
、
声
聞
な
り
。

も
し
十
二
因
縁
を
観
ぜ
ば
、
縁
覚
な
り
。
も
し
自
ら
を
利
し
、
他
を
利
す
る
心

お
こ
ら
ば
、
即
ち
菩
薩
な
り
。
も
し
諸
法
の
本
不
生
を
観
ぜ
ば
、
即
ち
仏
の
心

な
り
。
＊
頼ら

耶や

の
別
種
子
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
能
く
弁
ず
べ
し
。
か
く
の
如
く

人
の
心
に
本
よ
り
十
界
を
具
え
た
り
。
自
余
の
九
界
に
も
、
ま
た
各
余
の
九
界

を
具
え
た
り
。
こ
れ
を
新
た
に
そ
れ
ぞ
れ
の
心
起
と
見
る
は
、
四
宗
大
乗
及
び

禅
門
の
意
な
り
。
本
有
な
る
が
故
に
、
縁
に
依
て
顕
る
る
と
云
う
は
真
言
の
意

な
り
。
喩た
と

え
ば
、
＊
橐た
く

籥や
く

の
中
に
風
満
ち
て
あ
れ
ど
も
、
鼓
動
せ
ざ
れ
ば
風
出

ざ
る
が
如
し
。
然
れ
ば
則
ち
、
現
世
は
人
な
れ
ど
も
善
悪
の
業
を
造
る
に
因
て
、

来
世
に
三
悪
道
に
趣
き
、
或
い
は
天
上
、
浄
土
に
も
生
ず
る
な
り
。
故
に
、
前

に
云
う
と
こ
ろ
の
松
は
松
、
竹
は
竹
、
人
は
人
、
天
は
天
に
し
て
、
何い
つ

ま
で
も

改
ま
る
こ
と
な
し
と
云
う
と
は
、
雲
泥
遙
か
に
異こ
と

ん
ぜ
り
。
ま
た
十
界
に
各
十

界
を
具
し
た
れ
ば
、
自
他
平
等
の
理
、
こ
こ
に
決
定
す
。
喩
え
ば
、
＊
礼
楽
射

御
書
数
に
通
ぜ
る
者
、
六
人
あ
ら
ん
に
、
各
一
芸
を
以
て
、
こ
れ
は
礼
者
、
こ

れ
は
楽
者
等
と
名
を
呼
ぶ
が
如
し
。
名
は
異こ
と

ん
ず
れ
ど
も
、
そ
の
六
芸
を
備
え

た
る
こ
と
は
、
全
く
同
じ
き
が
如
し
。
仏
は
こ
の
本
有
の
理
に
通
達
し
た
ま
う

が
故
に
、
自
他
平
等
に
し
て
、
能
く
他
の
心
を
知
り
、
能
く
無
量
の
形
を
変
現

す
。
衆
生
は
、
こ
の
本
不
生
の
理
に
暗
き
が
故
に
、
他
の
心
を
も
知
る
こ
と
あ

た
わ
ず
。
形
を
変
ず
る
こ
と
も
自
由
な
ら
ず
。
真
言
教
に
説
く
と
こ
ろ
の
三
密

（
身
に
は
印
を
む
す
び
、
口
に
は
真
言
を
唱
え
、
意
に
は
観
念
す
る
を
三
密
と
云

う
な
り
）
行
ず
る
力
に
因
て
、
病
身
を
転
じ
て
無
病
と
な
し
、
禍
を
転
じ
て
福

と
な
し
、
賤い
や

し
き
が
貴
き
人
と
成
り
、
怨う
ら
みも
変
じ
て
親
し
く
成
る
こ
と
は
、
こ

の
本
不
生
の
深
理
を
具
え
た
る
印
、
真
言
、
観
念
な
る
が
故
な
り
。
ま
た
た
だ

こ
れ
の
み
に
あ
ら
ず
。
陵
は
崩
れ
て
谷
と
成
り
、
草
木
変
じ
て
虫
類
と
成
り
、

昔
の
牛
ぎ
ゆ
う

哀あ
い

が
虎
と
成
り
、
夫
を
思
う
て
遙
か
に
望
や
り
し
女
の
変
じ
て
石
と
成

り
し
も
、
み
な
本
有
の
法
な
る
が
故
に
、
本
よ
り
具
わ
り
た
る
が
、
不ふ

図と

あ
ら

わ
る
る
な
り
。
金
は
至い
た
つて
堅
け
れ
ど
も
、
火
に
入
る
と
き
は
湯
と
な
る
。
水
は

冷
な
る
物
な
れ
ど
も
、
火
の
縁
に
依
て
は
熱
く
成
る
。
こ
れ
等
も
堅
き
物
に
本

よ
り
＊
な
ん

な
る
徳
を
具
え
、
冷
な
る
物
に
本
よ
り
熱
な
る
功
を
具
え
た
る
故
な

り
。
か
く
の
如
く
、
万
法
に
歴へ

て
各
各
に
万
法
を
具
え
た
り
と
知
る
。
こ
れ
を

本
不
生
の
知
見
と
云
う
な
り
。

（
語
註
）

＊
委
細
の
説
…
く
わ
し
い
説
明
。

＊
相
濫
…
あ
い
乱
れ
る
こ
と
。
紛
ら
わ
し
く
な
る
こ
と
。

＊
謬
見
…
あ
や
ま
っ
た
見
解
。

＊
慳
悋
…
惜
し
ん
だ
り
、
け
ち
っ
た
り
す
る
こ
と
。　

＊
少
分
も
…
少
し
で
も
。

＊
頼
耶
の
別
種
子
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
…（
本
不
生
）
は
阿
頼
耶
識
の
中
に
あ
る
特

別
な
種
子
が
現
行
す
る
事
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
（
転
変
す
る
も
の
）
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
。

＊
橐
籥
…
ふ
い
ご
。

＊
礼
楽
射
御
書
数
…
六
芸
。
礼
と
は
礼
節
、
礼
法
。
楽
は
音
楽
。
射
は
弓
術
。

御
は
馬
術
。
書
は
文
芸
。
数
は
数
学
、
算
術
の
こ
と
。
六
芸
は
、
士
大
夫
階
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級
が
身
に
つ
け
る
べ
き
教
養
、
技
能
で
あ
っ
た
。

＊

な
る
徳
…
柔
ら
か
い
と
い
う
徳
性
。

﹇
ノ
ー
ト
﹈

本
不
生
の
理
に
つ
い
て

　

次
に
、
第
四
の
質
問
が
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
前
節
に
続
い
て
、
禅
宗
と
密

教
と
で
の
理
（
悟
り
の
内
容
）
の
浅
い
深
い
の
相
違
を
説
明
せ
よ
と
の
問
い
で

あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
本
不
生
の
義
は
概
略
で
あ
っ
た
の
で
、
さ
ら
に
深
く
そ

の
意
味
の
説
明
を
求
め
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
の
答
え
は
、
禅
宗
と
密
教
と
で
の
理
の
浅
深
に
つ
い
て
は
、

本
不
生
の
理
（
内
容
）
を
明
確
に
す
れ
ば
自
ず
と
は
っ
き
り
と
す
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
返
答
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
本
不
生
の
義
（
意
味
）
を
広
説
す

る
と
、
却
っ
て
紛
ら
わ
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
本
不
生
の
意
味
を
誤
っ
て

と
ら
え
る
邪
見
（
謬
説
）
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

第
一
に
「
本
不
生
」
を
「
本
は
生
ぜ
ず
」
と
捉
え
る
誤
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

他
の
大
乗
諸
宗
で
は
、
目
前
に
あ
る
万
法
は
因
縁
よ
り
起
こ
り
、
因
縁
が
ま
だ

合
せ
な
い
以
前
に
は
、
一
物
も
存
在
し
な
い
と
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。
例
え
ば
、

天
台
宗
で
は
無
明
は
法
性
よ
り
起
こ
る
と
言
い
、
あ
え
て
一
念
も
生
じ
な
い
処

を
中
道
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
あ
る
い
は
三
論
宗
で
は
、「
一
念
不
生
前
後
裁
断
」
と

言
い
、
因
縁
生
の
故
に
自
性
は
無
く
、
自
性
無
き
が
故
に
結
局
は
空
で
あ
り
、

空
で
あ
る
が
故
に
「
不
可
得
」
と
説
く
の
に
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
禅

宗
で
「
本
来
無
一
物
」
と
言
う
の
も
こ
れ
に
同
じ
だ
と
し
、
こ
れ
ら
の
「
本
は

生
ぜ
ず
」
と
見
る
、
つ
ま
り
空
で
あ
る
と
か
、
無
で
あ
る
と
し
て
「
本
不
生
」

を
捉
え
る
見
解
で
あ
り
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
第
二
に
は
、「
本
不
生
」
は
本
有
の
義
で
あ
り
、「
本
有
と
言
う
こ
と
は
、

松
は
い
つ
ま
で
も
松
で
あ
り
、
竹
は
い
つ
ま
で
も
竹
で
あ
り
、
人
は
三
世
に
渡

り
人
で
あ
り
、
畜
生
は
三
世
に
渡
っ
て
畜
生
で
あ
る
」
と
見
る
誤
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
外
道
の
常
見
と
変
わ
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
た
謬
見
で
あ
る
と
論
じ

ら
れ
る
。
ま
た
、
華
厳
宗
の
よ
う
に
真
如
の
理
性
か
ら
、
自
ず
か
ら
万
法
が
生

じ
る
と
言
う
見
方
で
「
本
不
生
」
を
捉
え
る
の
も
誤
り
だ
と
さ
れ
る
。

一
切
諸
法
は
そ
れ
ぞ
れ
万
法
を
具
足

　

で
は
、
ど
う
捉
え
る
の
が
本
当
の
本
不
生
の
義
（
意
味
）
で
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
真
実
の
本
不
生
の
義
は
、「
一
切
色
心
の
諸
法
は
、

各
々
そ
れ
ぞ
れ
に
万
法
を
兼
ね
備
え
て
い
る
」
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
例
え
ば
、

衆
生
に
つ
い
て
言
及
す
る
な
ら
ば
、
今
は
人
の
形
で
存
在
し
て
い
て
も
、
瞋
恚

の
一
念
が
起
こ
れ
ば
地
獄
の
業
火
の
世
界
に
託
生
す
る
こ
と
に
な
り
、
吝
惜
の

心
が
起
こ
れ
ば
餓
鬼
の
飢
渇
の
世
界
に
、
ま
た
少
し
で
も
愚
痴
を
起
こ
せ
ば
畜

生
に
、
闘
争
の
心
を
起
こ
せ
ば
修
羅
の
世
界
に
な
ど
と
悪
趣
に
生
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
五
常
、
五
戒
を
守
る
な
ら
ば
人
間
の
世
界

に
、
十
善
戒
を
守
り
禅
定
の
修
行
を
す
れ
ば
天
上
に
、
四
諦
を
修
行
す
る
心
を

起
こ
せ
ば
声
聞
に
、
十
二
因
縁
を
観
ず
れ
ば
縁
覚
に
、
自
利
利
他
の
心
が
起
こ

れ
ば
菩
薩
に
、
さ
ら
に
諸
法
が
本
不
生
で
あ
る
と
観
ず
れ
ば
仏
の
世
界
に
次
生

す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
来
、
我
々
衆
生
は
自
身
の
心
に
十
界
を
具
え

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
衆
生
が
他
の
九
界
を
具
え
て
い
る
と

い
う
十
界
互
具
の
立
場
が
こ
こ
に
示
さ
れ
る
。
こ
の
十
界
互
具
の
概
念
は
、
も

と
も
と
法
華
経
な
ど
に
基
づ
い
て
説
か
れ
る
天
台
の
思
想
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
諸
法
が
万
法
を
兼
ね
備
え
て
い
る
喩
え
と
し
て
、
十
界
互
具
の
例
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
法
相
唯
識
で
は
、
阿
頼
耶
識
の
種
子
の
現
行
に
よ
っ
て
十
界

の
別
が
生
起
す
る
と
見
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
頼
耶
縁
起
の
種
子
に
よ

っ
て
起
こ
る
も
の
で
も
な
い
と
さ
れ
、
こ
う
い
っ
た
十
界
が
新
た
に
各
々
の
心

か
ら
起
こ
る
と
見
る
の
は
、
法
相
、
三
論
、
天
台
、
華
厳
な
ど
の
大
乗
四
宗
や
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八

禅
宗
の
見
解
で
あ
り
、
縁
に
よ
っ
て
本
有
の
心
か
ら
顕
れ
る
と
見
る
の
が
真
言

宗
の
見
解
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
真
言
宗
で
説
か
れ
る
三
密
加
持
を
行
ず
る
力
に
よ
っ
て
、
病
身
を
転

じ
て
無
病
に
、
災
い
を
転
じ
て
福
と
、
恨
み
を
転
じ
て
親
と
な
さ
れ
る
こ
と
は
、

本
不
生
の
深
い
真
理
つ
ま
り
万
法
を
具
え
た
印
、
真
言
、
観
念
で
三
密
加
持
す

る
故
の
効
果
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
万
法
が
各
々
万
法
を
具
え
て
い
る

と
見
る
見
解
を
「
本
不
生
の
知
見
」
と
こ
こ
で
は
定
義
づ
け
て
い
る
。

﹇
本
文
﹈

　

問
う
。
本
不
生
の
理
、
あ
ら
あ
ら
承
わ
り
畢お
わ

ん
ぬ
。
但
し
、
こ
の
理
を
明
ら

め
得
た
ら
ば
、
善
悪
も
不
二
、
邪
正
も
一
如
な
る
べ
し
。
然
ら
ば
、
善
を
ば
作

さ
ず
し
て
、
却
て
悪
を
作
る
べ
し
。
何
と
な
れ
ば
、
自
然
に
悪
は
作
り
や
す
く
、

善
は
作
し
が
た
き
が
故
な
り
。
然
る
と
き
は
、
本
不
生
の
理
は
却
て
悪
を
造
る

基
と
成
る
べ
し
。
如い
か
ん何
。

　

答
う
。
こ
の
難
、
こ
と
わ
り
あ
る
に
似
た
れ
ど
も
、
却
て
理
に
背
け
り
。
何

と
な
れ
ば
、
善
は
作
し
難
く
悪
は
造
り
易
し
と
云
う
は
、
本
不
生
の
理
を
解
せ

ざ
る
が
故
な
り
。
も
し
善
悪
不
二
な
る
理
を
能
く
通
達
せ
ば
、
何
の
故
あ
っ
て

か
、
善
を
捨
て
悪
に
付
か
ん
や
。
ま
た
悪
は
自
ず
か
ら
差
別
を
性
と
す
。
善
は

本
よ
り
平
等
を
性
と
す
。
善
悪
不
二
と
云
う
は
、
こ
れ
平
等
の
理
な
り
。
已す
で

に

平
等
の
理
を
解
知
せ
ば
、
何
ぞ
善
の
平
等
を
捨
て
、
悪
の
差
別
を
事
と
せ
ん
や
。

ま
た
本
有
な
る
法
は
、
縁
あ
る
と
き
は
必
ず
起
こ
る
。
今
、
も
し
三
毒
を
起
こ

し
て
悪
業
を
造
ら
ば
、
自
心
本
有
の
三
途
、
忽
然
に
生
じ
て
而
も
自
ら
そ
の
中

に
入
て
、
諸
の
苦
を
受
く
べ
し
。
恐
る
べ
し
。
こ
の
故
に
本
有
の
理
を
能
く
解

す
る
人
は
、
少
分
な
り
と
も
善
を
ば
作
す
べ
し
。
微
塵
も
悪
を
ば
作
す
べ
か
ら

ず
。
今
時
少
し
許ば
か

り
真
言
法
を
知
り
た
り
と
思
え
る
人
、
動や

や

も
す
れ
ば
悪
を
好

み
善
を
嫌
う
は
、
本
不
生
の
義
を
＊
僻へ

き

見け
ん

す
る
故
な
り
（
已
上
、
一
種
の
邪
見

を
挙
げ
て
本
不
生
の
実
義
と
＊
対
弁
す
る
こ
と
了
ん
ぬ
。
こ
れ
よ
り
本
不
生
の

実
義
を
広
説
す
べ
し
。）

　

凡
そ
、
本
不
生
の
実
義
を
事
に
因
て
近
く
云
わ
ば
、
仮た
と
え令
ば
こ
こ
に
一
の
＊
方

木
あ
ら
ん
。
こ
れ
を
四
の
角
を
お
と
せ
ば
、
八
角
と
成
る
。
な
お
そ
の
角
を
悉

く
お
と
せ
ば
、
円
く
成
る
。
方
な
る
を
、
角
違
に
裁き

ら
ば
三
角
と
成
る
。
円
く

成
り
た
る
を
中
よ
り
断
た
ば
、
半
月
と
成
る
。
方
な
る
を
細
く
剖さ

く
と
き
は
、

長
く
成
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
中
よ
り
截た

て
ば
、
短
く
成
る
。
長
き
を
竪た
て

る
と
き

は
、
高
き
な
り
。
短
き
を
立
て
る
と
き
は
、
下ひ
く

き
な
り
。
短
き
を
な
お
ま
た
段

段
に
す
る
と
き
は
、
細
に
成
る
。
始
め
の
方
木
の
ま
ま
な
れ
ば
、
あ
ら

き
な
り
。

ま
た
方
木
の
ま
ま
な
れ
ば
、
厚
と
云
う
。
方
木
を
幾い
く
つに
も
、
片く
だ
くと
き
は
薄
と
云

う
。
か
く
の
如
く
様
様
に
す
る
に
、
こ
の
方
木
に
四
角
、
八
角
、
円
、
三
角
、

半
月
、
長
短
、
高
下
、

細
、
厚
薄
の
十
三
の
形
あ
り
。
然
る
に
智
慧
あ
る
人

は
、
方
木
に
一
刀
を
も
下
さ
ざ
れ
ど
も
、
心
を
以
て
思
惟
し
て
十
三
の
形
を
具

え
た
り
と
知
る
。（
こ
れ
仏
の
知
見
の
如
し
。）
愚
人
は
断
割
せ
ざ
れ
ば
、
た
だ

方
木
と
の
み
知
る
。
種
種
に
断
割
し
た
る
時
、
始
め
て
こ
れ
は
八
角
な
り
、
こ

れ
は
円
な
り
、
こ
れ
は
三
角
な
り
等
と
見
る
。（
こ
れ
、
凡
夫
の
因
縁
よ
り
生
ず

と
見
る
知
見
な
り
。）

　

密
教
に
は
始
め
よ
り
具
え
た
る
処
を
示
す
が
故
に
、
本
不
生
と
説
く
。
顕
教

に
は
、
縁
を
寄
せ
て
顕
れ
た
る
処
を
愚
人
の
心
に
随
っ
て
示
す
が
故
に
、
無
生

と
説
き
（
未
だ
断
割
せ
ざ
る
時
の
如
し
）、
或
い
は
因
縁
生
と
説
く
（
断
割
し
て

後
の
如
し
）。
禅
門
の
意
は
、
無
生
を
示
す
。
こ
の
故
に
＊
南
岳
譲
和
尚
は
、
説

似
一
物
即
不
中
と
云
い
、
＊
六
祖
は
本
来
無
一
物
と
云
い
、
＊
二
祖
は
覓
心
終
不

可
得
な
り
と
云
う
を
、
達
磨
は
我
為
汝
安
心
竟
と
云
え
り
。
こ
れ
を
以
て
見
る

に
、
密
教
は
未
だ
＊
第
二
に
落
ち
ざ
る
処
に
於
い
て
、
歴
歴
と
し
て
万
法
具
え

た
る
を
、
極
大
頓
機
の
為
に
説
く
。
＊
自
余
の
諸
経
は
次
次
の
下
劣
の
機
の
為

に
説
き
示
す
が
故
に
、
一
物
も
無
き
処
を
本
来
本
分
と
示
す
。
真
言
宗
と
諸
宗
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九

と
の
勝
劣
、
爰こ
こ

に
明
ら
か
な
り
。
ま
た
次
に
事
に
寄
せ
て
本
不
生
を
説
か
ば
、

仮
令
ば
柿
は
本も
と

渋
き
味
な
り
。
然
る
に
能
く
熟
し
つ
れ
ば
甘あ
ま

く
成
る
。
病
人
の

口
に
は
も
し
熟
し
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
酸す
つ
ぱく
な
る
。
ま
た
、
甘
は
喉
の
渇
き
を
止
め

る
。
能
あ
る
は
、
淡
味
を
具
え
た
る
故
な
り
。
こ
れ
を
智
あ
る
人
は
、
始
め
の

渋
柿
に
甘
苦
酸
淡
の
味
あ
り
と
知
る
（
本
不
生
の
知
見
の
如
し
）。
愚
人
は
味
変

じ
て
後
に
漸
く
知
る
（
因
縁
生
と
見
る
が
如
し
）。
ま
た
次
に
周
易
の
八
卦
は
事

の
未
萌
の
時
に
、
＊
六ろ
つ

爻こ
う

の
上
に
於
い
て
、
事
の
変
化
を
知
る
。
こ
れ
始
め
よ

り
具
え
た
る
な
り
。
良
医
は
未
だ
病
ま
ざ
る
時
に
、
脈
を
診し
ら

べ
み
て
、
病
の
発お
こ

る
べ
き
こ
と
を
知
る
。
ま
た
夢
に
未
萌
の
事
を
見
る
こ
と
あ
り
。
ま
た
草
木
の

果
実
の
中
に
微
細
の
苗
あ
り
。
こ
れ
等
は
み
な
こ
れ
本
有
の
證
拠
歴
然
た
る
な

り
。
も
し
仏
智
を
以
て
見
ば
、
一
切
諸
法
み
な
悉
く
か
く
の
如
く
な
る
べ
け
れ

ど
も
、
凡
夫
は
無
始
よ
り
已
来
の
無
明
（
愚
痴
を
云
う
な
り
）
厚
き
が
故
に
、

た
だ
そ
の
一
、
二
を
知
る
の
み
に
し
て
万
法
に
通
ず
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。

も
し
、
こ
の
本
不
生
の
理
を
決
定
し
て
信
知
す
る
と
き
は
、
自
身
に
本
来
仏
智

を
具
え
た
り
と
知
る
。
ま
た
諸
の
作
業
、
み
な
仏
の
所
作
な
り
と
解
す
る
を
以

て
、
成
仏
す
る
こ
と
甚
速
な
り
。
故
に
真
言
の
修
行
は
、
一
向
初
心
よ
り
作
す

と
こ
ろ
、
印
、
真
言
、
観
心
の
三
密
、
＊
宛さ
な
がら
悉
く
仏
の
所
作
な
り
。
苟
い
や
し
くも
こ

こ
に
於
い
て
疑
を
作
す
こ
と
な
か
れ
。
疑
す
る
と
き
は
信
な
し
。
信
あ
る
と
き

は
能
く
仏
法
に
入
る
。
＊
智
度
論
に
仏
法
大
海
信
為
能
入
と
云
え
る
は
、
こ
の

意
な
り
。

（
語
註
）

＊
僻
見
…
か
た
よ
っ
た
見
方
。
中
道
で
な
い
見
解
。
偏
見
。

＊
対
弁
…
対
応
さ
せ
て
説
明
す
る
こ
と
。　

＊
方
木
…
四
角
い
木
の
板
。

＊
南
岳
譲
和
尚
…
南
岳
懐
譲
（
六
七
七
〜
七
四
四
）、
大
慧
禅
師
。
諸
国
行
脚
の

後
、
六
祖
慧
能
に
参
じ
「
什
麼
物
か
恁
麼
に
来
る
」
と
問
わ
れ
、「
説
似
一
物

即
不
中
」
と
答
え
て
、
印
可
さ
れ
た
。（『
五
灯
会
元
』）

＊
六
祖
…
慧
能
（
六
三
八
〜
七
一
三
）、
大
鑑
禅
師
。
五
祖
弘
忍
に
「
菩
提
本
無

樹 

明
鏡
亦
非
台 

本
來
無
一
物 

何
処
惹
塵
埃
」
の
詩
を
呈
し
て
受
法
し
た
。

（『
六
祖
壇
経
』）

＊
二
祖
…
慧
可
（
四
八
七
〜
五
九
三
）、
正
宗
普
覚
大
師
。
菩
提
達
磨
に
受
法
。

「
覓
心
終
不
可
得
な
り
と
云
う
を
、
達
磨
は
我
為
汝
安
心
竟
と
云
え
り
。」
の

話
は
、『
無
門
関
』「
達
磨
安
心
」
等
に
あ
り
。

＊
第
二
に
落
ち
ざ
る
処
…
何
か
の
作
業
に
よ
っ
て
、
次
の
展
開
に
変
じ
る
前
に

の
意
。

＊
自
余
…
こ
の
ほ
か
。
そ
の
ほ
か
。

＊
六
爻
…
爻
と
は
、
易
で
用
い
ら
れ
る
卦
を
構
成
す
る
記
号
。
爻
に
は
陽
爻
と

陰
爻
が
あ
り
、
こ
の
陰
陽
の
爻
が
三
つ
（
三
爻
）
で
八
卦
（
小
成
卦
）
を
、
六

つ
（
六
爻
）
で
六
十
四
卦
（
大
成
卦
）
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
六

爻
と
は
、
天
地
万
象
を
六
十
四
パ
タ
ー
ン
の
卦
で
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

＊
宛
ら
…
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
。
す
べ
て
。

＊
智
度
論
に
仏
法
大
海
信
為
能
入
…『
大
智
度
論
』
第
二
に
は
「
仏
法
の
大
海

は
、
信
を
能
入
と
為
し
、
智
を
能
度
と
為
す
。」
と
あ
る
。（
大
正
大
蔵
経
第

二
十
五
巻
・
六
十
三
頁
上
段
）

﹇
ノ
ー
ト
﹈

本
不
生
は
平
等
の
理
に
基
づ
く

　

次
に
第
五
の
問
い
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
本
不
生
の
理
を
明
確
に
理
解
で

き
た
ら
、
善
も
悪
も
同
じ
で
あ
り
、
邪
な
行
い
も
正
し
い
行
い
も
特
に
差
は
な

く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
衆
生
は
善
を
行
わ
ず
し

て
、
却
っ
て
悪
を
行
う
の
で
は
な
い
か
、
何
故
な
ら
自
然
に
悪
は
行
い
易
く
、

善
は
行
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
本
不
生
の
理
は
却
っ
て
悪
を
基
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一
〇

本
と
な
す
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
こ
こ
で
は
本
不
生
に
基
づ
く

倫
理
観
に
対
す
る
疑
問
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
の
回
答
は
、
一
見
こ
の
疑
問
は
真
し
や
か
に
思
え
る
が
、
実

は
道
理
に
背
い
た
考
え
だ
と
い
う
。
何
故
な
ら
ば
、
善
は
行
い
難
く
悪
は
行
い

易
い
と
い
う
見
解
は
、
本
不
生
の
道
理
を
全
く
理
解
し
て
は
い
な
い
か
ら
だ
と

い
う
。
悪
は
差
別
を
そ
の
本
性
と
し
、
善
は
平
等
を
そ
の
本
性
と
し
て
お
り
、

そ
も
そ
も
善
悪
不
二
の
立
場
は
、
平
等
の
理
に
基
づ
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
訳

で
あ
る
か
ら
、
差
別
に
基
づ
く
悪
に
つ
く
の
で
は
な
く
、
平
等
の
理
に
基
づ
く

善
に
つ
く
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
ま
た
、
本
有
な
る
法
は
、

縁
あ
れ
ば
必
ず
そ
れ
に
対
し
て
事
象
が
生
起
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば

三
毒
を
起
こ
し
て
悪
業
を
な
せ
ば
、
自
心
に
あ
る
本
有
の
三
悪
趣
が
忽
ち
生
じ

て
、
自
ら
そ
の
苦
悩
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
訳
で
、
本
有
の
「
本
不
生
」
の
理

を
理
解
す
る
人
は
、
悪
を
な
さ
ず
善
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
今

時
、
少
し
ば
か
り
真
言
の
教
え
が
分
か
っ
た
と
自
負
す
る
者
で
、
悪
を
好
み
善

を
嫌
う
者
が
居
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
本
不
生
の
意
味
を
曲
解

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
反
論
が
な
さ
れ
る
。

本
不
生
の
実
義
に
つ
い
て

　

さ
ら
に
、
本
不
生
の
真
実
の
意
味
で
あ
る
実
義
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
一
つ
の
四
角
の
木
板
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
角
を
切
り
落
と
せ
ば
八
角

に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
角
を
切
り
落
と
せ
ば
円
形
に
な
る
よ
う
に
、
切
り
方
次

第
で
四
角
の
木
板
が
十
三
の
パ
タ
ー
ン
の
形
に
変
化
す
る
と
い
う
。
智
慧
の
あ

る
人
は
、
四
角
の
木
板
を
見
て
ま
だ
一
刀
の
手
を
加
え
な
く
て
も
、
思
惟
し
て

こ
の
木
板
の
中
に
十
三
の
形
が
備
わ
っ
て
い
る
と
悟
り
知
る
（
仏
の
知
見
）
の

で
あ
り
、
愚
か
な
人
は
ま
だ
切
断
し
な
け
れ
ば
単
な
る
四
角
の
木
板
で
あ
る
と

し
か
見
ず
、
断
割
し
て
は
じ
め
て
様
々
な
形
を
理
解
す
る
（
凡
夫
の
知
見
）
よ

う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
密
教
は
、
は
じ
め
よ
り
様
々
な
形
、
つ
ま
り
万
法

を
具
え
た
処
を
説
き
示
す
の
で
、
こ
れ
を
「
本
不
生
」
と
説
く
の
で
あ
り
、
他

の
顕
教
は
縁
に
よ
っ
て
顕
れ
た
処
を
愚
か
な
人
の
心
に
従
っ
て
説
き
示
す
の
で
、

こ
れ
を
「
無
生
」（
ま
だ
裁
断
す
る
前
の
形
の
よ
う
な
場
合
）
と
か
、
ま
た
は

「
因
縁
生
」（
裁
断
し
て
変
形
し
た
後
の
よ
う
な
場
合
）
と
説
く
の
で
あ
る
と
い

う
。
こ
の
よ
う
に
真
言
密
教
は
、
ま
だ
次
の
展
開
に
移
る
前
に
歴
然
と
万
法
を

具
え
て
い
る
こ
と
を
、
機
根
の
優
れ
た
極
大
頓
機
の
衆
生
の
た
め
に
説
い
た
教

え
で
あ
り
、
他
の
大
乗
諸
経
は
さ
ら
に
機
根
の
劣
っ
た
衆
生
の
た
め
に
説
き
示

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
物
も
無
き
処
（
無
生
）
を
説
く
こ
と
を
本
分
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
と
こ
こ
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

本
来
、
仏
智
を
も
っ
て
見
れ
ば
、
一
切
諸
法
は
み
な
こ
と
ご
と
く
万
法
を
互

い
に
具
え
て
い
る
と
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
凡
夫
は
無
明
が
厚
い
の
で
、
た
だ

そ
の
一
、
二
を
知
る
だ
け
で
あ
り
、
万
法
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

た
だ
、
本
不
生
の
理
を
信
知
す
る
時
は
、
自
身
に
仏
智
を
具
え
て
い
る
と
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
、
自
身
の
諸
の
作
す
と
こ
ろ
の
業
は
、
仏
の
所
作
で
あ
る
と

解
悟
し
て
、
速
や
か
に
成
仏
で
き
る
と
さ
れ
、
大
智
度
論
に
「
仏
法
の
大
海
は

信
を
能
入
と
為
す
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
信
の
重
要
性
が
こ
こ
で
は
強
調
さ
れ
て

い
る
。

﹇
本
文
﹈

　

問
う
。
前
に
聞
き
つ
る
は
、
本
不
生
に
あ
ら
ざ
る
は
、
み
な
＊
邪
見
な
り
と
。

も
し
爾し
か
らら
ば
、
法
相
、
三
論
、
天
台
、
華
厳
及
び
禅
宗
に
、
本
源
の
法
性
は
寂

滅
無
相
な
り
と
云
う
は
、
み
な
邪
見
な
る
べ
し
や
。
然
る
に
仏
、
こ
れ
を
示
し

た
ま
う
は
、
人
に
邪
見
を
教
え
た
ま
う
な
り
や
如
何
。

　

答
う
。
大
日
経
に
云
わ
く
、
＊
離
於
邪
見
通
達
正
見
（
已
上
）。
こ
の
正
見
と

云
う
は
、
本
不
生
の
実
義
な
り
。
こ
こ
に
知
ん
ぬ
本
不
生
の
外ほ

か

の
見
解
は
、
み
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一
一

な
邪
見
な
り
と
云
う
こ
と
を
。
但
し
邪
見
と
云
え
ば
と
て
、
外
道
の
断
見
、
常

見
の
因
果
を
撥
無
す
る
が
如
く
に
は
あ
ら
ず
。
偏ひ
と
えに
落
ち
て
周あ
ま
ねか
ら
ざ
る
が
故

に
、
邪
見
な
り
と
云
う
な
り
。
こ
れ
な
お
論
語
に
君
子
周
而
不
比
小
人
比
而
不

周
と
云
う
が
如
し
。
本
不
生
の
義
は
、
君
子
の
心
の
如
く
、
＊
自
外
は
小
人
の

心
の
如
し
。
さ
れ
ど
も
仏
法
は
、
因
縁
生
の
義
を
本
と
し
て
因
果
を
立
つ
る
が

故
に
、
人
を
悪
く
す
る
こ
と
は
無
き
な
り
。
次
に
仏
、
こ
れ
偏
な
る
道
を
示
し

た
ま
う
は
、
邪
見
を
教
え
た
ま
う
な
る
べ
し
や
と
云
う
難
の
事
は
、
喩
え
ば
世

の
人
の
幼
稚
の
子
を
＊
賺す
か

す
に
は
、
大
人
の
欲
せ
ざ
る
＊
阿あ

和わ

和わ

手て

拍ば
た
きな
ど
を

し
て
、
そ
の
蹄あ
し

を
止と
ど

む
が
如
し
。
仏
の
意
に
は
、
無
生
の
理
を
＊
至
極
と
は
欲

せ
ざ
れ
ど
も
、
衆
生
の
執
着
を
払
わ
ん
為
に
、
権か
り

に
寂
滅
を
至
極
と
説
き
た
ま

う
な
り
。
こ
れ
ま
た
彼
が
為
の
至
極
の
理
な
れ
ば
、
こ
れ
を
至
極
と
示
し
た
ま

う
も
、
更
に
妄
語
に
は
あ
ら
ず
。
然
れ
ば
、
諸
宗
は
み
な
仏
の
方
便
の
＊
片か
た

端は
し

を
、
一
づ
つ
取
っ
て
、
面
々
に
こ
れ
を
至
極
と
思
え
る
な
り
。
も
し
こ
れ
は
至

極
に
は
あ
ら
ず
と
知
る
時
は
、
偏
見
、
邪
見
に
は
あ
ら
ず
。
こ
れ
の
み
至
極
な

り
と
執
す
る
時
は
、
仏
法
な
が
ら
邪
見
と
成
る
な
り
。

（
語
註
）

＊
邪
見
…
悪
し
き
見
解
。
誤
っ
た
考
え
。

＊
離
於
邪
見
通
達
正
見
…『
大
日
経
』
入
真
言
門
住
心
品
第
一
の
文
。（
大
正
大

蔵
経
第
十
八
巻
・
二
頁
上
段
）

＊
自
外
…
そ
の
ほ
か
。

＊
賺
す
…
言
葉
で
機
嫌
を
と
っ
た
り
な
だ
め
た
り
す
る
こ
と
。

＊
阿
和
和
手
拍
…
子
供
を
あ
や
す
た
め
に
、
ア
ワ
ワ
と
言
っ
た
り
、
手
を
打
ち

合
わ
せ
て
鳴
ら
し
た
り
す
る
こ
と
。

＊
至
極
…
こ
の
上
も
な
い
こ
と
。
極
致
に
達
し
て
い
る
こ
と
。

＊
片
端
…
一
部
分
。
一
方
の
は
し
。

﹇
ノ
ー
ト
﹈

大
乗
諸
宗
の
教
え
は
仏
の
方
便

　

さ
ら
に
第
六
の
問
い
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
「
本
不
生
」
の
見
解
で

な
け
れ
ば
、
み
な
誤
り
の
邪
見
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
た
が
、
も
し
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
法
相
、
三
論
、
天
台
、
華
厳
ま
た
禅
宗
な
ど
に
、
究
極
的
な

本
源
の
法
性
は
「
寂
滅
無
相
」
で
あ
る
と
説
く
の
は
、
み
な
邪
見
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
仏
が
そ
れ
を
衆
生
に
説
い
た
の
は
、

邪
見
を
教
え
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
、
大
日
経
に
「
邪
見
を
離
れ
て
、
正
見
に
通
達
す
。」

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
正
見
と
は
「
本
不
生
の
実
義
」
で
あ
り
、
本
不
生
の
見

解
の
他
は
す
べ
て
邪
見
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
邪
見
と
は
言
う
も

の
の
、
外
道
の
断
見
や
常
見
の
よ
う
な
因
果
の
道
理
を
完
全
に
無
視
し
て
信
じ

な
い
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
一
局
に
偏
っ
て
お
り
、
あ
ま
ね
く
広
く
行
き
わ
た

っ
た
見
解
で
は
な
い
の
で
邪
見
と
い
う
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
他
の
大

乗
の
教
え
は
邪
見
と
は
言
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
仏
法
は
因
縁
生
を
基
本
と
し
て

因
果
の
道
理
を
説
く
の
で
、
人
を
悪
く
す
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
仏
が
邪
見
を
教
え
た
と
の
疑
難
に
つ
い
て
は
、
仏
は
無
生
の
理
を
最

高
の
教
え
と
は
考
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
衆
生
の
執
着
を
払
い
の
け
る

た
め
に
、
仮
に
方
便
と
し
て
寂
滅
を
最
高
の
教
え
と
し
て
説
い
た
の
で
あ
り
、

決
し
て
こ
れ
は
嘘
、
偽
り
で
は
な
い
と
い
う
訳
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
乗
諸
宗

の
教
え
は
ど
れ
も
仏
の
方
便
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
部
分
を
取
っ
て
い
る
だ
け

の
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
教
え
こ
そ
が
最
高
の
教
え
だ
と
思
っ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
え
こ
そ
が
最
高
で
あ
る
訳
で
は

な
い
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
偏
見
や
邪
見
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ

が
最
高
だ
と
執
着
し
て
見
る
時
は
、
ど
れ
も
邪
見
と
な
る
の
で
あ
る
と
こ
こ
で

は
述
べ
ら
れ
る
。



藤　谷　厚　生

一
二

﹇
本
文
﹈

　

問
う
。
も
し
然
ら
ば
真
言
宗
の
本
不
生
も
、
も
し
こ
れ
真
実
な
り
と
執
せ
ば
、

ま
た
邪
見
な
る
べ
し
や
。

　

答
う
。
尤も
つ
とも
爾し
か

り
な
り
。
本
不
生
をあ
ら
くく
意
こ
こ
ろ

得え

て
、
こ
れ
を
真
実
な
り
と
執

せ
ば
邪
見
な
り
。
能
く
本
不
生
を
明
ら
む
る
時
は
、
こ
れ
に
諸
義
を
具
え
た
る

が
故
に
、
た
だ
無
生
の
義
、
因
縁
生
の
義
の
み
に
非
ず
。
二
乗
の
偏
空
、
外
道

の
断
常
の
二
見
、
六
十
二
見
、
百
八
の
邪
見
、
世
間
の
荘
老
孔
子
の
教
、
＊
揚よ
う

朱し
ゆ

墨ぼ
く

翟て
き

が
説
ま
で
も
、
み
な
悉
く
法
界
の
一
門
、
万
徳
の
一
徳
な
れ
ば
、
何い
づ
れも

捨
つ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
喩
え
ば
、
良
医
は
＊
砒ひ

霜そ
う

班は
ん

猫み
よ
うを
も
病
に
応
ず
る
こ
と

を
知
て
用
ゆ
る
故
に
、
み
な
薬
な
り
。
然
る
を
云
う
て
、
＊
庸
医
の
心
を
以
て

砒
霜
班
猫
を
偏
に
薬
と
思
う
て
、
諸
病
に
用
ゆ
る
時
は
、
却
て
人
を
殺
す
が
如

く
、
縦た
と
い使
仏
教
な
れ
ど
も
、
仏
の
方
便
を
解
せ
ず
し
て
、
偏
に
執
す
る
と
き
は

み
な
邪
見
と
成
る
が
故
に
、
煩
悩
の
病
を
増
ず
る
毒
薬
な
り
。
も
し
、
方
便
の

意
を
解
し
て
円ま
ど
かに
用
ゆ
る
と
き
は
、
み
な
妙
薬
と
成
て
、
無
明
の
病
を
治
す
る

な
り
。
但
し
本
不
生
の
実
義
も
執
せ
ば
、
邪
見
な
る
べ
き
か
と
云
う
事
は
、
本

不
生
の
真
実
を
能
く
解
し
た
る
者
は
、
一
義
を
も
執
す
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。

因
縁
生
も
本
不
生
の
中
の
一
徳
な
れ
ば
、
不
生
に
し
て
生
な
り
。
生
に
し
て
而し
か

も
不
生
な
り
。
不
滅
に
し
て
滅
し
。
滅
し
て
而
も
不
滅
な
り
。
か
く
の
如
く
諸

見
に
自
在
を
得
て
、
一
見
に
も
＊

滞
と
ど
こ
おら
ず
。
滞
ら
ざ
る
と
き
は
邪
見
に
あ
ら

ず
。
こ
れ
を
真
実
の
仏
知
見
と
は
云
う
な
り
。

（
語
註
）

＊
揚
朱
墨
翟
…
揚
朱
も
墨
翟
（
墨
子
）
も
中
国
春
秋
戦
国
時
代
の
思
想
家
で
あ

り
、
揚
朱
は
専
ら
個
人
主
義
的
な
自
愛
説
を
主
張
し
儒
家
か
ら
批
判
を
受
け
、

墨
翟
は
博
愛
主
義
的
な
兼
愛
な
ど
を
説
い
た
。

＊
砒
霜
班
猫
…
砒
霜
は
、
砒
素
の
酸
化
物
で
あ
り
毒
性
が
あ
り
、
班
猫
は
昆
虫

マ
メ
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
カ
ン
タ
リ
ジ

ン
も
毒
性
が
強
い
。
こ
れ
ら
は
毒
性
が
あ
る
が
、
適
量
は
効
能
が
あ
り
漢
方

に
用
い
ら
れ
る
。

＊
庸
医
…
や
ぶ
医
者
。

＊
滞
ら
ず
…
つ
か
え
た
り
せ
ず
、
物
事
が
順
調
に
進
む
こ
と
。

﹇
ノ
ー
ト
﹈

こ
れ
の
み
真
実
だ
と
固
執
れ
ば
邪
見

　

続
い
て
第
七
の
問
い
が
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
も
し
真
言
宗
の
本
不
生
の
教

え
も
、
こ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
固
執
す
れ
ば
、
邪
見
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
質
問
で
あ
る
。
そ
の
回
答
は
、
本
不
生
を
粗
雑
に
捉
え
て
こ
れ
の
み
真
実

だ
と
固
執
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
邪
見
に
な
る
と
い
う
。
よ
く
本
不
生
の
意
義

を
明
確
に
理
解
す
る
時
は
、
そ
れ
が
諸
義
（
あ
ら
ゆ
る
意
味
）
を
兼
ね
備
え
て

い
る
故
に
、
単
に
無
生
の
義
や
因
縁
生
の
義
だ
け
で
な
く
、
声
聞
や
縁
覚
の
二

乗
の
偏
空
の
義
も
、
外
道
が
説
く
断
見
、
常
見
の
二
見
も
、
さ
ら
に
は
百
八
の

邪
見
や
世
間
で
説
か
れ
る
道
教
や
儒
教
の
教
え
も
、
揚
朱
や
墨
子
の
教
説
で
さ

え
も
、
み
な
す
べ
て
法
門
の
一
門
、
万
徳
の
一
徳
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
諸
の
見
解
に
お

い
て
自
由
自
在
に
通
達
し
、
一
見
解
に
も
止
ま
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
邪
見

で
は
な
く
、
ま
さ
に
真
実
の
仏
の
知
見
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

﹇
本
文
﹈

　

問
う
。
も
し
こ
の
本
不
生
の
義
を
観
ぜ
ん
に
は
、
如い

何か

が
用
心
し
て
修
行
す

べ
き
や
。

　

答
う
。
日
用
万
事
、
＊
著
衣
喫
飯
ま
で
も
、
節
に
触
れ
事
に
随
い
て
、
こ
れ

に
は
局か

た
よら

ず
と
念
ず
べ
し
。
謂
く
薬
も
毒
と
成
る
こ
と
あ
り
。
怨う

ら

み
も
親
し
き



『真言修行大要鈔』について

一
三

方
あ
り
。
喜
び
も
憂
い
の
辺
あ
り
。
栄
う
る
も
ま
た
衰
う
る
辺
あ
り
。
甘
き
も

苦
き
方
あ
り
。
寒
き
に
も
温
な
る
方
あ
り
と
。
か
く
の
如
く
万
事
に
経
て
観
行

す
る
と
き
は
、
難
に
遭あ

い
て
も
戚う
れ

え
る
こ
と
な
し
。
幸
い
に
逢あ

い
て
も
欣よ
ろ
こぶ
こ

と
な
し
。
苦
き
味
を
も
嫌
わ
ず
、
甘
き
味
を
も
好
ま
ず
、
凡
そ
喜
怒
哀
楽
、
愛

悪
欲
等
の
境
界
に
我
心
を
動
ぜ
ら
れ
ず
。
却
て
我
心
能
く
諸
法
を
使
っ
て
、
自

由
自
在
を
得
る
な
り
。
＊
大
仏
頂
経
に
妙
湛
総
持
不
動
尊
と
説
け
る
も
、
こ
の

心
地
を
指
し
て
云
う
な
り
。
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
と
云
う
も
、
こ
の
位

の
こ
と
な
り
。
即
身
成
仏
と
云
う
も
こ
の
重
き
を
云
う
な
り
。
実ま
こ
とに
貴
ぶ
べ
き

に
や
。

（
語
註
）

＊
著
衣
喫
飯
…
衣
を
着
る
こ
と
、
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
。

＊
大
仏
頂
経
…
大
仏
頂
首
楞
厳
経
の
こ
と
。
そ
の
巻
第
三
に
は
「
妙
湛
総
持
不

動
尊　

首
楞
嚴
王
世
希
有　

銷
我
億
劫
顛
倒
想　

不
歴
僧
祇
獲
法
身
…
」

（
大
正
大
蔵
経
第
十
九
巻
・
百
十
九
頁
中
段
）
と
あ
る
。

﹇
ノ
ー
ト
﹈

修
行
の
用
心

　

次
に
第
八
の
質
問
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
本
不
生
の
義
を
観
ず
る
た
め

に
は
、
ど
の
よ
う
に
用
心
し
て
修
行
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
用
の
す
べ
て
の
事
、
衣
を
着
る
時
、
食
事
を
す
る
時
ま

で
も
、
事
に
ふ
れ
て
「
こ
れ
に
は
偏
ら
な
い
」
と
念
ず
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る

と
説
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
喜
怒
哀
楽
、
愛
悪
欲
な
ど
の
対
象
に
自
分
の
心
が
動

ず
る
こ
と
な
く
、
自
身
の
心
が
諸
法
に
対
し
て
自
由
自
在
で
あ
る
こ
と
が
大
事

で
あ
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
と
言
わ
れ
る
の
も
、

畢
竟
こ
の
自
由
自
在
で
止
ま
る
こ
と
の
な
い
境
地
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
即
身
成
仏
と
言
う
の
も
そ
の
修
行
の
重
要
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
、

こ
こ
で
は
力
説
さ
れ
る
。

﹇
本
文
﹈

　

問
う
。
天
台
宗
に
＊
一
念
三
千
の
法
門
を
談
ず
る
も
、
真
言
の
本
不
生
と
同

じ
か
る
べ
し
や
。

　

答
う
。
似
た
る
こ
と
は
似
た
れ
ど
も
、
全
く
同
じ
に
は
あ
ら
ず
。
そ
の
故
は
、

天
台
に
は
真
如
無
相
の
空
理
を
一
心
と
名
づ
け
て
、
こ
の
一
心
＊
芥け

に

に
も
起

こ
る
と
き
は
、
三
千
の
諸
法
を
具
す
と
立
て
る
な
り
。
真
言
宗
に
は
空
理
を
本

源
と
す
る
に
は
あ
ら
ず
。
地
水
火
風
空
識
（
識
と
云
う
は
心
な
り
）
の
＊
六
大

を
本
体
と
し
て
、
万
法
み
な
こ
の
六
大
を
体
と
す
。
六
大
の
処
に
万
法
挙
げ
て

有
と
立
て
る
な
り
。
こ
の
故
に
、
一
微
塵
ま
で
も
万
法
を
具
し
て
、
本
有
常
恒

な
り
。
ま
た
次
に
、
天
台
に
は
た
だ
一
心
に
諸
法
を
具
す
る
＊
う
わ
さ
の
み
に

し
て
、
分
明
に
事
に
歴
て
修
行
す
る
こ
と
な
し
。
真
言
に
は
、
一
字
に
無
量
の

義
を
具
し
、
一
印
に
無
辺
の
徳
を
あ
ら
わ
し
、
一
心
の
中
に
諸
尊
を
観
想
す
。

ま
た
纔
わ
ず
か
にに
両
手
の
十
指
を
以
て
、
無
量
無
辺
の
密
印
を
＊
結
顕
し
、
一
の
舌
を

動
か
し
て
恒ご
う

沙し
や

の
真
言
を
唱
う
る
に
、
そ
の
印
、
そ
の
真
言
に
一
一
に
ま
た
各

無
辺
の
徳
用
を
備
え
た
り
。
こ
れ
豈あ

に
＊
言
行
相
い
顧
み
て
、
＊
慥ぞ
う

慥ぞ
う

爾し
か

り
た
る

に
あ
ら
ず
や
。
ま
た
次
に
余
宗
に
は
、
心
は
虚
に
し
て
色
も
な
く
、
形
も
な
し

と
立
つ
。
真
言
宗
に
は
、
自
心
は
白
色
に
し
て
円
形
な
り
と
云
い
、
＊
金
剛
頂

経
に
我
見
自
心
形
如
月
輪
と
説
く
。
こ
れ
な
り
。
ま
た
、
雑
色
雑
形
な
り
と
云

う
こ
と
あ
り
（
こ
れ
に
は
相
伝
の
秘
口
説
あ
り
）。
こ
れ
等
は
、
諸
宗
に
超
過
し

た
る
法
門
な
り
。
能
く
能
く
こ
れ
を
味
わ
う
べ
し
。
な
お
本
不
生
の
義
、
無
量

無
辺
に
し
て
劫
を
歴
て
も
尽
く
し
が
た
し
。
＊
面
に
臨
ん
で
決
す
べ
し
。

　
　
　
＊
元
禄
三
年
庚
午
七
月
十
四
夜
草
草
而
記　
　
　

伝
密
乗
沙
門　

浄
厳



藤　谷　厚　生

一
四

（
語
註
）

＊
一
念
三
千
の
法
門
…
凡
夫
の
起
こ
す
一
念
の
心
に
三
千
の
諸
法
を
具
す
と
す

る
天
台
の
教
旨
。

＊
芥

に
も
…
少
し
で
も
。

＊
六
大
…
万
物
の
構
成
要
素
と
さ
れ
る
、
地
・
水
・
火
・
風
・
空
・
識
の
六
種
。

真
言
で
は
こ
の
六
つ
を
万
有
の
本
体
と
し
、
宇
宙
に
遍
在
す
る
と
見
て
大
と

よ
ぶ
。『
即
身
成
仏
義
』
に
は
、「
六
大
無
礙
常
瑜
伽　

四
種
曼
荼
各
不
離 

三

密
加
持
速
疾
顕　

重
重
帝
網
名
即
身
」（
大
正
大
蔵
経
第
七
七
巻
・
三
八
一
頁

下
段
）
と
あ
る
。

＊
う
わ
さ
…
そ
れ
が
真
実
か
ど
う
か
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い
話
や
説
。

＊
言
行
相
い
顧
み
て
…
言
う
こ
と
と
行
い
が
一
致
し
て
。

＊
慥
慥
…
誠
あ
る
様
子
。
慥
と
は
確
か
の
意
。

＊
金
剛
頂
経
…
不
空
訳
『
金
剛
頂
一
切
如
来
真
実
摂
大
乗
現
證
大
教
王
経
』
に

「
時
菩
薩
。
白
一
切
如
來
言
。
世
尊
如
來
我
遍
知
已
。
我
見
自
心
形
如
月
輪
。

…
…
」（
大
正
大
蔵
経
第
十
八
巻
・
二
百
七
頁
下
段
）
と
あ
る
。

＊
面
に
臨
ん
で
決
す
べ
し
…
直
接
、
自
身
で
向
き
合
っ
て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
。

＊
元
禄
三
年
…
一
六
九
〇
年
。
浄
厳
律
師
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
よ
り

江
戸
に
移
り
布
教
活
動
に
奔
走
し
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
八
月
、
幕
府

の
命
令
を
受
け
て
湯
島
に
霊
雲
寺
を
開
創
し
て
い
る
。
こ
の
『
真
言
修
行
大

要
鈔
』
は
、
ま
さ
に
浄
厳
律
師
の
そ
の
活
動
期
の
最
中
に
起
草
さ
れ
て
い
る
。

﹇
ノ
ー
ト
﹈

六
大
に
万
法
を
具
足
し
て
本
有
常
恒

　

第
九
の
最
後
の
問
い
が
な
さ
れ
る
。
で
は
先
に
十
界
互
具
で
あ
り
、
諸
法
が

万
法
を
兼
ね
備
え
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
は
天
台
宗
で
説
か
れ
る

一
念
三
千
の
法
門
は
、
真
言
で
説
く
所
の
本
不
生
の
教
説
と
同
じ
で
は
な
い
の

か
と
い
う
質
問
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
の
答
釈
は
、
確
か
に
内
容
は
似
て
は
い
る
が
、
全
く
同
じ
で

あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
天
台
で
は
真
如
無
相
の
空
理
を

一
心
と
名
づ
け
て
、
一
心
起
こ
る
時
、
そ
の
一
心
に
三
千
の
諸
法
を
兼
ね
備
え

る
と
い
う
一
念
三
千
の
法
門
を
立
て
る
。
真
言
宗
は
空
理
を
本
源
と
し
て
立
て

る
こ
と
は
な
く
、
六
大
を
本
体
と
し
て
立
て
、
六
大
に
万
法
を
具
足
す
る
と
見

て
、
本
有
常
恒
な
る
こ
と
を
説
く
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
天
台
は
空
理
を
本
と

し
て
、
一
心
生
起
す
る
と
き
に
同
時
に
三
千
の
諸
法
を
兼
ね
る
と
見
る
の
に
対

し
、
真
言
は
あ
く
ま
で
本
有
で
あ
り
、
六
大
を
本
と
し
て
、
六
大
の
中
に
万
法

が
す
で
に
兼
ね
備
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
と
い
う
点
の
相
違
が
説
明
さ
れ
る
。

ま
た
、
天
台
で
は
た
だ
一
心
に
諸
法
が
具
足
す
る
と
い
う
理
屈
だ
け
を
立
て
、

実
際
に
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
実
践
の
修
行
が
無
い
の
に
対
し
、
真
言
で
は
阿

字
観
の
よ
う
に
、
一
字
に
無
量
の
義
を
具
足
し
、
一
印
に
無
限
の
徳
を
顕
示
し
、

一
心
の
中
に
諸
尊
を
観
想
す
る
と
い
う
三
密
加
持
の
修
行
、
即
ち
諸
法
が
万
法

を
具
足
す
る
こ
と
を
感
得
す
る
実
践
の
修
行
が
あ
る
と
力
説
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

他
の
宗
派
で
は
心
は
色
、
形
は
無
い
と
説
か
れ
る
が
、
真
言
宗
で
は
心
は
白
色
、

円
形
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
金
剛
頂
経
に
は
「
我
、
自
心
を
見
る
に
、
形
、
月
輪

の
如
し
。」
と
説
か
れ
、
他
宗
と
は
違
う
特
異
性
が
述
べ
ら
れ
、
こ
こ
で
は
真
言

宗
の
優
位
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
本
不
生
の
意
義
は
無
量
無
辺
で

あ
り
、
膨
大
な
時
間
を
費
や
し
て
も
説
き
尽
く
す
こ
と
は
難
し
い
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
実
践
修
行
を
し
て
、
そ
れ
を
悟
り
解
決
す
る
よ
う
教
示
し
て

こ
の
論
説
は
終
え
ら
れ
て
い
る
。

﹇
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
﹈

　

本
テ
キ
ス
ト
は
影
印
本
『
新
安
流
四
度
口
訣
集
・
上
巻
』（
霊
雲
寺
、
延
命
寺

編
・
一
九
九
六
年
・
隆
昌
堂
）
所
載
の
『
真
言
修
行
大
要
鈔
』
を
底
本
と
し
た
。



『真言修行大要鈔』について

一
五

本
文
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
奥
書
に
「
以
右
真
筆

本
使
小
子
明
道
書
写
之
了
。
時
寛
保
元
歳
次
辛
酉
五
月
十
六
日
」
と
あ
り
、
さ

ら
に
「
時
延
享
三
星
舎
丙
寅
七
月
念
十
四
以
無
等
阿
闍
梨
之
真
本
写
得
之
了
。

明
和
元
十
一
月
廿
五
夜
、
以
延
命
寺
本
再
校
了
。
末
裔
真
常
」
と
あ
る
か
ら
、

恐
ら
く
は
原
本
そ
の
も
の
が
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
浄
厳
律
師
に
よ
る
真
筆
本
（
原
本
・
一
六
九
〇
年
記
）
が
あ
り
、
そ

れ
を
書
写
し
た
明
道
本
（
一
七
四
一
年
記
）、
さ
ら
に
無
等
阿
闍
梨
の
書
写
本
を

一
七
四
六
年
に
真
常
が
書
写
し
、
最
終
的
に
は
一
七
六
四
年
に
真
常
が
再
び
延

命
寺
本
と
の
校
合
を
行
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
、
本
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
従
っ
て
、
本
テ
キ
ス
ト
は
原
本
に
極
め
て
近
い
も
の
と
考
え
ら

れ
、
こ
の
他
に
少
な
く
と
も
数
本
の
写
本
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
こ
こ
に
記
さ
れ
る
明
道
に
つ
い
て
は
不
詳
で
は
あ
る
が
、
無
等
阿
闍
梨
は

江
戸
中
野
宝
仙
寺
の
住
僧
で
あ
り
、
真
常
は
延
命
寺
第
七
世
で
あ
る
。
テ
キ
ス

ト
資
料
に
関
し
て
尼
崎
福
田
寺
槙
尾
亮
順
師
よ
り
色
々
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
い
た
。

茲
に
深
謝
の
意
を
表
す
次
第
で
あ
る
。

﹇
参
考
文
献
・
資
料
﹈

　

浄
厳
律
師
に
関
す
る
最
も
詳
し
い
参
考
文
献
資
料
は
、『
浄
厳
和
尚
傳
記
史
料
集
』
上
田

霊
城
編
著
（
名
著
出
版
・
昭
和
五
十
四
年
発
行
）
で
あ
る
。
な
お
、「
浄
厳
律
師
の
『
真
言

律
弁
』
に
つ
い
て
」
拙
稿
（
四
天
王
寺
大
学
紀
要 

第
六
一
号
所
載
）、「
浄
厳
律
師
の
戒

律
観
に
つ
い
て
」
拙
論
（
印
度
學
佛
敎
學　

硏
究
第
六
十
五
巻
第
一
号
所
収
）
な
ど
参
照
。
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“Shingon-shugyo－-taiyo－sho－” （The Description of the summary of Shingon 
Training） stated by Precept-Master, Rev. Jo－gon

Atsuo FUJITANI

 Rev. Jōgon （浄厳：1639~1702） was a monk of Shingon sect and a stern Precept-master in Edo 
period who was commonly called ‘Kakugen’ （覚彦）, ‘Myogokudō’ （妙極堂） or ‘Zuiun-dōnin’ （瑞雲道
人）. He was born as a son of Doun Ueda （上田道雲） in Onishimi village （currently Kawachinagano city 
of Osaka）. As he had trained Shingon esoteric Buddhism at Koya Mountain since his childhood, he was 
able to establish the Shin-anshouji style （新安祥寺流：a new style of Shingon esoteric training）. After 
he left Koya Mountain, he devoted himself to the investigation of Buddhist precepts and the revival of 
Buddhism. In 1691 he founded the head temple named ‘Reiunji’ （霊雲寺） in Yushima of Edo to 
centralize all temples of Shingon sect in Kanto district with the support of the Tokugawa Shogunate. 
Based in this temple, he propagated teachings of Shingon esoteric Buddhism and Buddhist precepts to 
many people.
 In 1690 Rev. Jōgon authored “Shingon-shugyō-taiyōshō” （真言修行大要鈔） as a summary of the 
Training in Shingon esoteric Buddhism for his disciples. In this he emphasized that Ajikan Yoga （阿字
観）, which was a meditation by contemplating A （お） character in our mind, was the most important 
practice in Shingon Training. In particular, he pointed out that ‘Originally all phenomena have never 
occurred’ （一切諸法本不生） in the true meaning of A character. And he stated that Honpushō （本不生） 
was a significant idea that meant the metaphysical existence without beginning or end. In short it is very 
important that he defined it as the meaning of Eternal Existence in that description. Furthermore he 
argued that the content of enlightenment in Shingon esoteric Buddhism was better than that of Zen 
Buddhism which was thriving in Japan at the time. He insisted that Shingon sect had advantages over 
other Mahāyāna Buddhist sects by clarifying the superiority of realizing Honpushō. In this way 
“Shingon-shugyō-taiyōshō” is an invaluable document specifically indicating the conceptions of 
Honpushō and the enlightenment of Shingon esoteric Buddhism in Edo period.

keywords： Shingon-shugyō-taiyōshō （真言修行大要鈔）, Jōgon （浄厳）, Ajikan Yoga （阿字観）, 
Honpushō （本不生）


