
親
鷲
教
学
に
お
け
る

|
『
華
膿
経
』

「
普
賢
之
徳
」

と
の
関
連
|

の
背
景

河

義

多目

智

は
じ
め
に

「
普
賢
之
徳
(
普
賢
の
徳
ど
は
以
下
の
諸
文
に
あ
る
よ
う
に
、
親
鷺
が
明
ら
か
に
し
た
浄
土
仏
教
思
想
の
究
極
的
利
他

理
念
を
顕
す
概
念
と
な
っ
て
い
る
。

・
安
楽
無
量
の
大
菩
薩
一
生
補
処
に
い
た
る
な
り
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ
穣
国
に
か
な
ら
ず
化
す
る
な
れ

(
「
浄
土
和
讃
」
『
浄
土
真
宗
聖
典
・
註
釈
版
」
五
五
九
頁
。
以
下
、
「
註
釈
版
』
)

・
選
相
の
岡
向
と
と
く
こ
と
は
利
他
教
化
の
果
を
え
し
め
す
な
は
ち
諸
有
に
回
入
し
て
普
賢
の
徳
を
修
す
る
な
り

(
「
一
一
局
僧
和
讃
」
『
註
釈
版
』
五
八
四
貰
)

・
し
か
れ
ば
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
、
血
熱
禍
の
波
転
ず
。
す
な
は
ち
無

明
の
閣
を
破
し
、
す
み
や
か
に
無
量
光
明
士
に
到
り
て
大
般
湿
梁
を
証
す
、
普
賢
の
徳
に
遵
ふ
な
り
、
知
る
べ
し
と
。

(
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
「
行
文
類
」
「
註
釈
版
』
一
八
九
頁
。
以
下
、
『
教
行
証
文
類
』
)

・
大
慈
大
悲
の
弘
誓
、
広
大
難
思
の
利
益
、
い
ま
し
煩
悩
の
調
林
に
入
り
て
諸
有
を
開
導
し
、
す
な
は
ち
普
賢
の
徳
に

遵

ひ

て

群

生

を

悲

引

す

。

(

『

浄

土

文

類

衆

紗

』

『

註

釈

版

』

四

八

三

貰

)

5 



-
こ
の
さ
と
り
を
う
れ
ば
、
す
な
は
ち
大
慈
大
悲
き
は
ま
り
て
生
死
海
に
か
へ
り
入
り
て
よ
ろ
づ
の
有
情
を
た
す
く
る

を

普

賢

の

徳

に

帰

せ

し

む

と

申

す

。

(

『

唯

信

紗

文

意

『

註

釈

版

』

七

O
二
頁
』
)

親
鷺
は
浄
土
往
生
す
る
念
仏
行
者
の
究
極
の
利
他
行
の
在
り
方
、
さ
と
り
の
境
位
を
「
普
賢
の
徳
」
に
見
す
え
て
い
る
。

そ
の
思
想
背
景
に
あ
る
の
が
『
無
量
寿
経
』
の
経
説
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
華
厳
経
』
の
経
説
で
あ
る
。
す
で
に
こ
う
し
た

観
点
か
ら
親
鷲
に
お
け
る
「
普
賢
の
徳
」
の
思
想
背
景
を
考
察
す
る
研
究
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
当
論
で
は
そ
の
思
想
背
景

を
先
行
研
究
の
如
く
『
華
厳
経
』
の
普
賢
行
・
普
賢
菩
薩
に
お
け
る
「
遊
詩
仏
国
」
「
供
養
諸
仏
」
「
開
化
衆
生
」
に
見
い
だ

し
っ
て
そ
の
精
神
や
在
り
ょ
う
が
『
無
量
寿
経
』
の
法
蔵
菩
薩
の
成
仏
道
、
そ
し
て
親
鴛
が
示
す
念
仏
者
の
浄
土
往
生
道
・

実
践
道
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
こ
と
は
、
真
宗
教
義
に
お
け
る
慈
悲

行
・
利
偽
行
、
広
義
に
は
念
仏
者
の
社
会
実
践
の
基
本
姿
勢
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

6 

一
.
『
無
量
寿
経
』
と
『
華
厳
経
』
の
思
想
史
的
関
連
に
つ
い
て

周
知
の
よ
う
に
『
無
量
寿
経
』
に
は
、
「
華
厳
経
」
と
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
い
く
つ
か
の
記
述
が
あ
る
。

「
証
信
序
」
衆
成
就
・
八
相
示
現
(
八
相
化
儀
〕

(

a

)

ま
た
大
乗
の
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
と
倶
な
り
き
。
普
賢
菩
薩
・
妙
徳
菩
薩
・
慈
氏
菩
薩
(
弥
勅
〕
等
の
、
こ
の
賢
劫

の
な
か
の
一
切
の
菩
薩
、
ま
た
賢
護
等
の
十
六
正
土
、
(
中
略
)
解
脱
菩
薩
な
り
。

み
な
普
賢
大
土
の
徳
に
遵
へ
り
。
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
の
無
量
の
行
願
を
具
し
、

一
切
功
徳
の
法
に
安
住
す
。

(
『
註
釈
版
』
一
二
盲
目
)

(
b
)
諸
根
智
慧
、
広
普
寂
定
に
し
て
、
深
く
菩
薩
の
法
蔵
に
入
り
、
仏
華
厳
一
三
昧
を
得
て
一
切
の
経
典
を
宣
暢
し
、
演



説
す
。

「
正
宗
分
」
法
蔵
発
願
第
二
十

A

一願

(

C

)

た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
他
方
仏
土
の
諸
菩
薩
衆
、
わ
が
国
に
来
生
し
て
、
究
寛
し
で
か
な
ら
ず
一
生
補

処
に
至
ら
ん
。
そ
の
本
願
の
自
在
の
所
化
、
衆
生
の
た
め
の
ゆ
ゑ
に
、
弘
誓
の
鎧
を
被
て
、
徳
本
を
積
累
し
、
一

切
を
度
脱
し
、
諸
仏
の
国
に
遊
ん
で
、
菩
薩
の
行
を
修
し
、
十
方
の
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
沙
無
量
の
衆
生
を

開
化
し
て
無
上
正
真
の
道
を
立
せ
し
め
ん
を
ば
除
く
。
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習

せ
ん
。
も
し
し
か
ら
ず
は
、

E
覚

を

取

ら

じ

。

(

『

註

釈

版

」

a

九
貰
)

(

a

)

に
は
、
『
無
量
寿
経
」
の
聴
衆
に
つ
い
て
仏
弟
子
や
普
賢
を
は
じ
め
と
す
る
す
ぐ
れ
た
菩
薩
達
が
集
会
し
て
い
る

こ
と
と
、
そ
の
菩
薩
が
み
な
「
普
賢
大
士
の
徳
」
に
遵
っ
て
、
無
量
の
行
願
を
備
え
て
全
て
の
功
徳
を
身
に
得
て
い
る
こ
と

が
説
か
れ
、

(
b
)
で
は
、
そ
の
窃
徳
の
内
実
(
す
ぐ
れ
た
智
慧
と
禅
定
)
を
「
仏
華
厳
=
昧
」
と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た

(

C

)

に
は
、
浄
土
に
往
生
し
た
者
が
な
す
無
限
の
慈
悲
行
の
こ
と
を
「
普
賢
の
徳
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
普

賢
菩
薩
(
大
土
)
」
「
普
賢
の
徳
」
「
仏
華
厳
三
味
」
の
文
言
は
、
明
ら
か
に
『
華
厳
経
』
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
本
稿
で
は
必
要
に
応
じ
て
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
究
極
の
大
悲
(
行
)
を
人
格
的
に
表
現
し
た
普
賢
菩
薩
・
い
わ
ゆ
る

人
普
賢
と
、
法
の
徳
と
し
て
表
現
し
た
「
普
賢
の
徳
」
・
い
わ
ゆ
る
法
普
賢
を
合
わ
せ
て
「
普
賢
思
想
」
と
表
現
し
て
使
用

し
て
い
く
。

(
『
註
釈
版
』
七
貰
)

7 

と
こ
ろ
で
『
華
厳
経
』
と
浄
土
教
に
関
す
る
研
究
成
果
を
数
多
く
発
表
し
て
い
る
中
村
薫
は
、
親
鴛
が
正
依
と
し
た
『
無

量
寿
経
』
と
『
華
厳
経
』
の
翻
訳
者
に
注
目
し
て
そ
の
関
連
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
*
1
0

親
驚
が
正
依
と

し
た
『
無
量
寿
経
』
は
古
来
よ
り
貌
訳
の
『
無
量
寿
経
』
と
呼
ば
れ
、
曹
貌
の
康
僧
鎧
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
て
き
た
も
の
と

見
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
藤
田
宏
達
や
香
川
孝
雄
の
研
究
;
に
よ
っ
て
、
現
在
で
は
東
晋
の
仏
陀
股
陀
羅
と
劉



宋
の
宝
雲
に
よ
っ
て
四
一
二
年
頃
に
共
訳
さ
れ
た
と
い
う
の
が
一
定
の
説
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
い
わ
ゆ
る
大
本
の
『
華

厳
経
』
の
先
駆
で
あ
る
通
称
『
六
十
華
厳
』
も
東
晋
の
仏
陀
抜
陀
羅
の
訳
出
で
あ
る
。

(

a

)

の
「
菩
薩
の
無
量
の
行
願
」

に
つ
い
て
、
「
六
十
華
厳
」
「
慮
遮
那
品
」
に
は
無
量
の
菩
薩
に
よ
る
普
賢
行
と
、
そ
の
願
の
音
声
が
一
切
世
界
に
遍
満
す
る

こ
と
が
説
か
れ
、
同
「
離
世
間
品
」
や
同
「
人
法
界
品
」
に
、
菩
薩
が
み
な
普
賢
の
行
嗣
酬
を
具
足
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い

る
。
ま
た

(
b
)
の
「
仏
華
厳
三
昧
」
に
つ
い
て
も
、
同
「
離
世
間
口
問
」
に
普
賢
菩
薩
が
正
受
す
る
三
昧
が
「
仏
華
厳
」
と

あ
っ
て
、
こ
う
し
た
点
か
ら
『
無
量
寿
経
』
の
証
信
序
と
の
関
連
性
が
深
く
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
『
華
厳
経
』
の
普
賢
行
に
つ
い
て
、
中
村
は
「
離
世
間
品
」
に
説
か
れ
る
十
種
の
普
賢
心
と
十
種
の
普
賢
願
行

法
な
ど
の
教
説
か
ら
、

普
賢
の
願
行
は
、
ど
こ
ま
で
も
煩
悩
具
足
の
衆
生
に
随
順
し
て
、
衆
生
を
敬
い
、
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
な
い
と
誓
う

大
慈
悲
心
を
成
就
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
仏
如
来
へ
の
供
養
と
開
化
衆
生
が
相
応
す
る
の
が
普
賢
の
願

行
で
あ
る
，
B

と
述
べ
て
、
そ
の
内
実
を
「
供
養
諸
仏
・
開
化
衆
生
」
に
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。
「
賢
首
菩
薩
品
」
に
は
「
不
可
思
議
な

る
荘
厳
の
剃
に
、
一
切
の
仏
を
恭
敬
し
供
養
し
、
光
明
の
荘
厳
思
議
し
難
く
、
衆
生
を
教
化
し
て
量
有
る
こ
と
無
し
。
智
慧

自
在
に
し
て
不
思
議
な
り
、
説
法
教
化
に
自
在
を
得
、
・
・
・
一
切
自
在
に
し
て
思
議
し
難
し
、
華
厳
三
昧
の
勢
力
の
故
な

り
」
(
大
正
九
・
四
一
一
一
四

c)
と
あ
り
、
普
賢
行
と
は
「
供
養
諸
仏
・
開
化
衆
生
L

に
加
え
て
、
後
述
す
る
『
無
量
寿
経
』

の
記
述
に
即
し
て
一
言
う
と
、
「
遊
諸
仏
国
」
も
そ
の
内
容
の
一
っ
と
言
え
よ
う
。
中
村
に
先
立
っ
て
金
子
大
栄
も
、
普
賢
の

道
は
「
供
養
諸
仏
・
教
化
衆
生
」
の
ほ
か
な
く
、
さ
ら
に
菩
薩
は
空
観
に
よ
っ
て
諸
仏
と
衆
生
の
不
離
で
あ
る
こ
と
を
知
見

し
、
供
養
諸
仏
は
そ
の
ま
ま
開
化
衆
生
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
開
化
衆
生
の
道
は
ま
た
諸
仏
の
教
法
を
聞
受
す
る
よ
り
外
は

な
い
と
述
べ
て
い
る
;
。
普
賢
行
に
代
表
さ
れ
る
大
乗
菩
薩
道
の
基
本
は
諸
仏
の
智
慧
に
学
び
つ
つ
実
践
さ
れ
る
行
な
の
で

8 



あ
る
。
『
華
厳
経
』
を
重
視
し
た
曇
鷺
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
上
に
諸
仏
の
求
め
る
べ
き
を
見
ず
、
下
に
衆
生
の
度
す

べ
き
を
見
ず
」
(
『
浄
土
真
宗
聖
典
・
註
釈
版
七
祖
編
』
一
一
ニ

a

ニ
頁
。
以
下
、
『
註
釈
版
七
担
編
」
)
と
あ
る
よ
う
に
、
諸
仏
を

供
養
す
る
精
神
を
見
失
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
利
・
独
覚
性
に
沈
む
こ
と
を
免
れ
、
か
か
る
難
を
乗
り
越
え
、
限
り
な

く
大
乗
菩
薩
道
を
歩
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
後
に
改
め
て
触
れ
て
み
た
い
。

さ
で
、
『
無
量
寿
経
』
と
「
六
十
華
厳
』
を
訳
出
し
た
仏
陀
抜
陀
羅
に
は
『
文
殊
師
利
発
願
経
』
の
訳
出
も
あ
る
。
こ
れ

は
元
々
独
立
し
た
仏
典
で
あ
っ
た
が
、
後
世
に
般
若
訳
(
七
九
八
年
)
『
四
十
華
厳
』
の
「
人
法
界
品
」
の
末
尾
に
「
普
賢

行
願
讃
」
と
し
て
編
入
さ
れ
て
お
り
、
「
六
十
華
厳
』
や
実
又
難
陀
訳
(
六
九
九
年
〉
「
八
十
華
厳
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
内

容
と
し
て
は
「
普
賢
行
願
讃
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
い
わ
ゆ
る
以
下
の
「
普
賢
む
十
大
願
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
①
礼
敬

諸
仏
③
称
讃
如
来
③
広
修
供
養
④
機
悔
業
障
⑤
随
喜
功
徳
⑥
請
転
法
論
⑦
請
仏
住
世
⑧
常
随
仏
学
⑨
恒
順
衆
生
⑩
普
皆
回
向

の
十
種
で
あ
る
。
こ
の
中
、
①

l
③
、
⑥
ー
⑨
は
「
遊
諸
仏
国
」
「
供
養
諸
仏
」
の
精
神
を
表
し
、
④
⑤
は
自
利
成
就
を
願

う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
⑬
に
お
い
て
、
①
か
ら
⑨
ま
で
の
功
徳
の
全
て
を
一
切
衆
生
に
回
向
し
て
安
楽
を
得
し
め

ん
と
い
っ
た
願
い
と
な
っ
て
い
る
。
「
普
賢
行
願
讃
」
で
は
こ
の
十
大
願
の
後
に
、

一
利
那
中
に
即
ち
極
楽
世
界
に
往
生
す
る
を
得
、
到
り
己
て
即
ち
阿
弥
陀
仏
を
見
る
。
(
大
E
一
0
・
八
四
六
C
)

と
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
の
往
生
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
そ
れ
を
も
っ
て
普
賢
の
行
願
、
普
賢
の
徳
の
満
足
、
一
経
の

帰
結
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
と
よ
り
「
華
厳
経
』
の
中
心
仏
は
虚
舎
那
仏
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
中
村
は
、

阿
弥
陀
仏
浄
土
に
往
生
し
て
始
め
て
普
賢
の
行
願
が
満
足
さ
れ
た
証
し
と
な
り
、
慮
舎
那
仏
と
阿
弥
陀
仏
と
が
一
体
の

如
く
見
う
け
ら
れ
る
。
即
ち
『
華
厳
経
』
に
つ
い
て
見
る
と
、
『
六
十
華
厳
』
よ
り
も
『
八
十
華
厳
」
、
更
に
『
四
十
華

厳
』
に
，
全
っ
て
よ
り
一
層
宗
教
性
が
か
も
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
;

9 



と
論
評
し
て
い
る
。
さ
ら
に
中
村
は
、
親
鷺
が
こ
の
文
言
を
含
む
『
四
十
華
厳
』
を
自
身
の
著
述
に
お
い
て
直
接
引
用
し
な

か
っ
た
点
を
疑
問
視
し
て
い
る
;
。
他
方
で
、
普
賢
の
十
大
願
か
ら
阿
弥
陀
仏
浄
土
へ
の
往
生
の
記
述
は
親
鷲
の
示
す
「
普

賢
の
徳
」
の
思
想
的
基
盤
に
な
っ
た
と
み
る
見
解
も
あ
る
，
L

か
か
る
点
を
「
無
量
寿
経
』
と
の
思
想
的
関
連
に
絞
っ
て
整
理
し
て
い
く
と
、
「
八
相
示
現
」
の
文
は
後
期
無
量
寿
経
の

「
無
量
寿
経
』
と
『
如
来
会
」
に
の
み
存
在
し
て
い
て
、
訳
出
前
の
原
本
に
そ
の
記
述
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
。

そ
れ
も
踏
ま
え
て
『
無
量
寿
経
』
の
訳
出
者
が
仏
陀
駁
陀
羅
だ
っ
た
と
す
る
見
解
は
や
は
り
注
目
に
値
し
よ
う
。
仮
に
『
無

量
寿
経
』
を
訳
出
す
る
に
あ
た
っ
て
仏
陀
抜
陀
羅
が
挿
入
し
た
一
段
だ
っ
た
と
し
て
も
、
前
述
の
(

C

)

を
初
め
と
す
る
後

期
無
量
寿
経
の
第
二
十
二
願
(
党
本
で
は
第
二
十
一
願
)
に
「
普
賢
行
(
道
)
」
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
本
の
段
階

で
『
華
厳
経
』
の
原
本
か
ら
の
思
想
的
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
『
無
量
寿
経
』
の
第
三
十
三
願
に

は
「
遊
諸
仏
国
L

「
諸
仏
供
養
」
「
開
化
衆
生
」
が
明
確
に
説
示
さ
れ
て
い
る
。
仏
陀
駿
陀
羅
は
『
無
量
寿
経
』
を
訳
出
す
る

に
当
た
り
、
十
分
に
『
無
量
寿
経
』
の
趣
旨
を
見
通
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
『
華
厳
経
』
の
普
賢

思
想
が
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
幡
谷
明
は
「
四
十
華
厳
』
に
至
っ
て
阿
弥
陀
仏
浄
土
へ
の

往
生
を
帰
結
と
す
る
普
賢
の
十
大
願
、
「
普
賢
行
願
讃
」
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

後
期
無
量
寿
経
と
華
厳
経
は
西
北
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
大
無
量
寿
経
が
普
賢
行
を
菩
薩
の
還
相

行
と
し
て
積
極
的
に
受
容
し
、
大
乗
菩
醸
造
と
し
て
浄
土
教
を
確
立
し
た
の
奇
承
け
て
、
逆
に
華
厳
経
の
側
で
そ
れ
を

受
容
れ
、
普
賢
行
と
阿
弥
陀
の
浄
土
と
の
密
接
な
関
係
を
説
く
普
賢
行
讃
が
成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
か
;
。

と
述
べ
て
、
両
者
の
思
想
的
交
流
に
つ
い
て
立
論
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
乗
菩
薩
道
の
究
極
的
理
念
を
表
す
普
賢
行
は
、
現

実
の
信
仰
の
場
に
お
い
て
、
実
践
的
に
は
『
無
量
寿
経
」
に
説
か
れ
る
法
蔵
菩
薩
の
願
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
く
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行
で
あ
り
、
そ
こ
に
『
華
厳
経
』
の
立
場
も
『
無
量
寿
経
』
へ
と
帰
一
し
て
い
た
も
の
と
考
察
し
て
い
る
。

点
も
考
慮
し
な
が
ら
、
『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
普
賢
思
想
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

次
に
こ
う
し
た

ニ
.
法
蔵
菩
薩
と
普
賢
思
想

前
述
(
ろ
に
は
『
無
量
寿
経
」
証
信
序
の
処
成
就
に
は
来
会
の
対
告
衆
が
列
名
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
菩
薩
衆
が
「
み
な
普

賢
大
士
の
徳
に
遵
へ
り
。
も
ろ
も
ろ
の
菩
醸
の
無
置
の
行
願
を
具
し
、
一
切
功
徳
の
法
に
安
住
す
」
と
讃
嘆
さ
れ
て
い
る
。

本
経
で
は
続
い
て
普
賢
の
徳
の
内
容
の
開
顕
と
し
て
、
「
八
相
示
現
」
が
説
か
れ
、
そ
れ
ら
の
菩
薩
が
み
な
釈
尊
と
同
徳
で
あ

る
こ
と
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
次
に
か
か
る
諸
菩
薩
の
自
利
利
他
の
行
徳
に
つ
い
て
明
か
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
こ
に
は
「
遊
諸

仏
国
」
「
供
養
諸
仏
」
「
開
化
衆
生
」
と
い
っ
た
様
相
が
菩
薩
の
徳
用
と
し
て
緩
々
説
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
遊
諸
仏
国
」
の

一
節
に
は
、
諸
菩
薩
は
諸
仏
の
閤
々
を
め
ぐ
っ
て
道
を
広
め
さ
ら
な
る
修
行
に
励
む
が
、
有
す
る
と
こ
ろ
の
徳
用
は
ご
切

の
法
を
学
し
て
貰
綜
緩
練
す
。
所
住
安
諦
に
し
て
化
を
致
さ
ざ
る
こ
と
な
し
」
、
「
仏
の
所
住
に
は
、
み
な
す
で
に
往
す
る
こ

と
を
得
た
り
」
、
「
甚
深
の
禅
・
慧
を
も
っ
て
衆
人
を
開
導
す
。
諸
法
の
性
を
悟
り
、
衆
生
の
相
に
達
せ
り
」
等
と
あ
っ
て
、

そ
の
徳
用
は
諸
仏
と
な
ん
ら
変
わ
り
の
な
い
・
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
続
く
「
供
養
諸
仏
し
に
関
す

る
先
の

(
b
)

「
諸
根
智
慧
、
広
普
寂
定
に
し
て
、
深
く
菩
薩
の
法
蔵
に
入
り
、
仏
華
厳
三
味
を
得
て
一
切
の
経
典
を
宣
暢

し
、
演
説
す
」
の
文
や
、
「
開
化
衆
生
」
に
お
け
る
「
こ
と
ご
と
く
諸
仏
の
無
量
の
功
徳
を
獲
。
智
慧
型
明
な
る
こ
と
不
可
思

議
な
り
」
の
文
言
な
ど
随
所
に
う
か
が
え
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
菩
薩
た
ち
は
い
わ
ゆ
る
「
往
相
の
菩
薩
(
因
か

ら
仏
果
へ
向
か
う
従
因
至
果
の
菩
薩
ど
と
い
う
よ
り
は
「
還
相
の
菩
薩
(
仏
の
用
く
相
と
し
て
の
従
果
降
因
の
菩
薩
ど
を

顕
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
全
く
『
華
厳
経
』
の
説
く
普
賢
の
行
心
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
両
経
の
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内
面
的
な
深
い
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
・
2
さ
ら
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
古
来
、
ー
遊
諸
仏
国
」
「
供
養
諸
仏
」
「
開
化
衆
生
」

の
三
つ
の
行
が
『
十
地
経
』
の
教
説
に
比
定
し
て
、
「
遊
諸
仏
国
」
が
第
八
地
、
「
供
養
諸
仏
」
が
第
九
地
、
「
開
化
衆
生
」
が

第
十
地
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
も
妥
当
性
が
あ
る
品
。
こ
う
し
た
境
位
に
立
て
ば
、
思
う
が
如
く
、
「
利
他
す
る
」
と
い

う
意
識
も
な
く
利
他
行
に
専
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
普
賢
行
の
教
説
を
明
か
す
中
に
、
「
無
量
の
諸
仏
、

こ
と
ご
と
く
と
も
に
護
念
し
た
ま
ふ
」
「
あ
き
ら
か
に
諸
国
を
了
り
て
諸
仏
を
供
養
し
た
て
ま
つ
る
」
「
深
定
門
に
位
し
て
、

こ
と
ご
と
く
現
在
の
無
量
の
諸
仏
を
観
た
て
ま
つ
る
こ
と
、
一
念
の
あ
ひ
だ
に
周
遍
せ
ざ
る
と
と
な
し
」
と
諸
所
に
お
い
て
、

菩
薩
を
護
り
、
菩
藤
か
ら
供
養
さ
れ
、
菩
薩
か
ら
観
見
さ
れ
る
「
諸
仏
」
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。
自
利
に
埋
没
す
る
危

険
を
離
れ
、
ゐ
一
一
来
地
を
超
越
し
て
開
化
衆
生
す
る
無
上
白
大
悲
行
を
な
す
菩
薩
に
な
お
も
上
位
的
な
存
在
が
説
か
れ
る
と
こ

ろ
に
、
大
乗
菩
藤
道
の
究
極
的
な
在
り
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
無
限
の
菩
薩
道
は
な
お
も
上
位
的
存
在
と
も

言
え
る
諮
仏
に
供
養
す
る
こ
と
に
お
い
て
実
践
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
諸
仏
と
同
等
で
あ
り
な
が
ら
諸
仏
に
学
ぷ
姿
勢
の
上

に
無
窮
に
展
開
す
る
相
が
普
賢
行
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
普
賢
行
の
目
的
は
開
化
衆
生
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
そ
の
た
め
に
菩
薩
は
諸
仏
国
を
遊
行
す
る
。
そ
し
て
そ
の
遊
行
の
目
的
は
諸
仏
供
養
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
菩
薩
は
諸
仏

の
教
法
を
聞
受
し
智
慧
を
授
か
る
の
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
智
慧
の
必
然
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
が
大
悲
行
で
あ
り

大
乗
菩
薩
道
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
普
賢
行
は
「
諸
仏
供
養
L

に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
無
量
寿
経
』
証
信
序
に
お
け
る
「
華
厳
経
」
と
の
思
想
的
交
渉
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

が
、
本
経
の
正
宗
分
に
お
い
て
は

A

一
点
ほ
ど
こ
の
普
賢
思
想
、
殊
に
「
諸
仏
供
養
」
に
言
及
さ
れ
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
一

つ
に
法
蔵
の
発
願
修
行
に
関
す
る
記
述
の
上
に
、
二
つ
に
前
述
(

C

)

の
第
二
十
一
一
願
に
代
表
さ
れ
る
関
連
諸
願
の
経
説
に

お
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
、
法
蔵
の
発
願
修
行
の
経
説
の
上
に
確
認
し
て
み
た
い
。
『
無
量
寿
経
』
の
正
宗
分
「
法
蔵
発
願
」
の
一
段
に
あ
る
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「
讃
仏
偏
」
に
は
、
衆
生
救
済
の
た
め
の
具
体
的
な
誓
願
の
内
容
が
説
示
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
師
仏
で
あ
る
世
自
在
王
仏

の
徳
を
讃
え
、
自
身
の
信
念
と
願
い
を
説
き
述
べ
て
い
る
。
ち
な
み
に
曇
驚
は
「
往
生
論
註
』
(
以
下
、
「
論
註
』
)
性
功
徳

釈
に
お
い
て
、
こ
の
と
き
の
法
蔵
が
予
め
無
生
法
忍
を
さ
と
り
、
聖
種
性
に
入
っ
て
い
る
と
示
し
て
い
る
。
曇
驚
は
こ
れ
を

「
『
華
厳
経
』
の
宝
王
如
来
の
性
起
の
義
に
同
じ
」
(
『
註
釈
版
七
祖
編
』
六

O
頁
)
と
明
か
し
、
親
鷲
に
先
駆
け
て
「
華
厳
経
」

と
『
無
量
寿
経
』
の
関
連
に
深
く
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
今
の
法
蔵
の
讃
嘆
文
(
讃
仏
偏
)
も
ま
さ
に
す

で
に
聖
種
性
、
す
な
わ
ち
十
地
か
ら
等
覚
の
境
位
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
衛
文
に
あ
る
、

・
た
と
ひ
仏
ま
し
ま
し
て
、
百
千
億
万
の
無
震
の
大
型
、
数
恒
沙
の
ご
と
く
な
ら
ん
に
、
一
切
の
こ
れ
ら
の
諸
仏
を
供
養

し
た
て
ま
つ
ら
ん
よ
り
は
、
道
を
求
め
て
、
堅
正
に
し
て
却
か
ぎ
ら
ん
に
は
し
か
じ
。

(
『
註
釈
版
』
一
一
一
頁
。
棒
線
部
筆
者
挿
入
)

つ
ね
に
こ
の
尊
を
し
て
、
わ
が
心
行
を
知
ら
し
め
ん
。

(
『
註
釈
版
』
一
三
頁
。
波
線
部
筆
者
挿
入
)

-
十
方
の
世
尊
、
智
慧
無
碍
に
ま
し
ま
す
。

13 

等
は
「
遊
諸
仏
国
L

「
諸
仏
供
養
」
の
内
容
に
相
応
し
、

-
わ
れ
誓
ふ
、
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
あ
ま
ね
く
こ
の
願
を
行
じ
て
、

一
切
の
恐
健
(
の
衆
生
〕
に
、
た
め
に
大
安
を
な
さ
ん
。

(
『
註
釈
版
」
‘
二
貰
)

・
国
泥
記
の
ご
と
く
し
て
、
し
か
も
等
し
く
双
ぶ
も
の
な
か
ら
し
め
ん
。
わ
れ
ま
さ
に
哀
感
し
て
、
一
切
を
度
脱
す
べ
し
。

(
『
註
釈
版
」
一
ニ
頁
)

・
十
方
よ
り
来
生
せ
ん
も
の
、
心
悦
清
浄
に
し
て
、
す
で
に
わ
が
国
に
至
ら
ば
快
楽
安
穏
な
ら
ん
。

(
『
註
釈
版
」
ゐ
三
貰
)

等
に
は
「
関
化
衆
生
」
の
内
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
法
蔵
発
願
の
内
容
は
思
想
的
に
は
普
賢
菩
薩
の
行
願
と



同
じ
精
神
で
一
貫
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
棒
線
部
に
あ
る
「
諸
仏
を
供
養
し
た
て
ま
つ
ら
ん
よ
り
は
」

の
文
で
あ
る
。
す
で
に
先
学
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

E
、
こ
の
読
み
方
で
は
、
諸
仏
を
供
養
す
る
よ
り
は
道
を
求
め

て
い
く
ほ
う
が
勝
れ
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
。
同
内
容
の
偏
文
を
掲
載
し
た
異
訳
の
前
期
無
量
寿
経
の

一
つ
『
平
等
覚
経
』
に
も
「
供
養
セ
ム
ヨ
リ
ハ
」
と
あ
る
。
ま
た
『
無
量
寿
経
』
と
同
じ
後
期
無
量
寿
経
の
『
如
来
会
』
に

は
「
供
養
シ
」
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
に
も
敬
礼
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
2
0
も
と
よ
り
漢
文
に
対
す
る
訓
点
は
日
本

に
お
い
て
付
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
『
平
等
覚
経
』
に
は
供
養
諸
仏
の
一
段
が
あ
り
、

「
無
量
寿
経
』
に
も
誓
願
の
中
や
「
重
誓
偶
」
、
そ
の
他
に
も
供
養
諸
仏
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
「
重
誓
街
」
の

当
該
文
を
挙
げ
る
と
、

一
切
の
仏
を
供
養
し
た
て
ま
つ
り
で
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
足
し
、
願
と
慧
こ
と
ご
と
く
成
満
し
て
、
三
界
の
雄
た

る

こ

と

を

得

ん

。

(

『

註

釈

版

」

二

五

頁

)

と
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
讃
仏
偶
」
に
お
け
る
棒
線
の
読
み
方
は
本
来
、
一
供
養
諸
仏
せ
ん
」
と
読
む
べ
き
と
の
指
摘
は
妥

当
性
が
あ
る
と
昔
日
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
普
賢
思
想
の
内
実
を
法
践
の
発
願
修
行
の
上
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
波
線
部
の
内
容
か
ら
も
法
蔵
菩
薩
の
供
養
諸
仏
の
行
も
ま
た
無
数
の
諸
仏
か
ら
智
慧
を
学
ぷ
行
で
あ
る
と
も
受
け

取
れ
る
。
親
鷲
は
こ
う
し
た
諸
仏
供
養
に
よ
っ
て
法
蔵
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
と
な
り
、
浄
土
が
建
立
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
、
以

下
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
2
0

・
無
碍
光
仏
の
御
か
た
ち
は
、
智
慧
の
ひ
か
り
に
て
ま
し
ま
す
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
仏
の
智
願
海
に
す
す
め
入
れ
た
ま
ふ
な

り
。
一
切
諸
仏
の
智
慧
を
あ
つ
め
た
ま
へ
る
御
か
た
ち
な
り
。
光
明
は
智
慧
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。

(
『
唯
信
鯵
文
意
』
『
註
釈
版
』
七

O
O貰
)

・
無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲
な
り
。
と
の
光
明
は
す
な
は
ち
諸
仏
の
智
な
り
。
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(
『
入
出
二
門
偶
』
『
註
釈
版
』
五
四
五
貰
)

・
真
士
と
い
ふ
は
、
『
大
経
』
に
は
「
無
量
光
明
土
」
(
平
等
覚
経
・
二
)
と
の
た
ま
へ
り
、
あ
る
い
は
「
諸
智
土
」

(
如
来
会
・
下
)
と
の
た
ま
へ
り
。
(
『
数
行
証
文
類
』
1

「
真
仏
土
文
類
」
」
『
註
釈
版
』
三
七
二
貰
)

親
驚
は
阿
弥
陀
仏
を
「
智
慧
」
で
あ
り
「
大
慈
悲
」
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
無
碍
の
光
明
は
諸
仏
よ
り
集
め
た

も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
同
様
に
、
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
は
法
蔵
の
集
め
た
諸
仏
の
智
慧
で
あ
る
の
で
、
そ
の
国
土
も
ま
た
諸

智
土
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
法
蔵
の
師
仏
で
あ
る
世
自
在
王
仏
は
じ
め
そ
の
他
無
数
の
諸
仏
に
学
ん
で
智
慧
を
授
か
っ
た

こ
と
を
表
し
、
法
歳
の
仏
道
に
お
け
る
諸
仏
供
養
の
重

A

安
性
を
示
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

=
一
.
衆
生
の
仏
道
と
「
普
賢
の
徳
」

15 

次
に
第
二
十
二
願
の
経
説
を
中
心
に
四
十
八
願
中
に
見
ら
れ
る
『
華
厳
経
』
の
影
響
、
普
賢
思
想
に
つ
い
て
う
か
が
っ
て

い
き
た
い
。
〔

c)
の
文
を
再
掲
す
る
。

(

C

)

た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
他
方
仏
土
の
諸
菩
薩
衆
、
わ
が
国
に
来
生
し
て
、
究
寛
し
で
か
な
ら
ず
一
生
補

処
に
至
ら
ん
。
そ
の
本
願
の
自
在
の
所
化
、
衆
生
の
た
め
の
ゆ
ゑ
に
、
弘
誓
の
鎧
を
被
て
、
徳
本
を
積
累
し
、
一

切
を
度
脱
し
、
諸
仏
の
国
に
遊
ん
で
、
菩
薩
の
行
を
修
し
、
十
方
の
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
沙
無
量
の
衆
生
を

開
化
し
て
無
上
正
真
の
道
を
立
せ
し
め
ん
を
ば
除
く
。
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習

せ
ん
。
も
し
し
か
ら
ず
は
、

E
覚
を
取
ら
じ
。

こ
の
経
文
の
内
容
、
す
な
わ
ち
第
・
一
十
二
願
に
顕
れ
る
法
蔵
の
願
意
に
対
す
る
理
解
に
つ
い
て
は
、
古
来
よ
り
諸
視
点
か

ら
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
親
鷺
教
学
に
お
け
る
「
選
相
回
向
」
と
の
関



連
で
あ
る
。
経
文
当
面
の
読
み
方
や
曇
驚
の
理
解
、
親
鷲
の
読
み
方
な
ど
の
相
違
、
そ
の
比
較
に
よ
る
も
願
意
の
解
釈
な
ど
で

あ
る
。
さ
ら
に
近
年
は
、
他
の
漢
訳
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
な
ど
の
異
訳
、
関
連
の
テ
キ
ス
ト
と
の
文
献
学
的
考
証
を
通
じ

て
、
そ
の
思
想
的
背
景
や
願
意
の
解
明
な
ど
、
何
か
と
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
経
説
で
あ
る
。
い
ま
真
宗
教
義
学
的

な
観
点
か
ら
問
題
と
な
る
点
を
端
的
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

実
は
(

C

)

の
文
は
古
来
よ
り
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
の
伝
統
的
な
読
み
方
に
倣
っ
た
も
の
で
、
異
訳
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

本
(
第
二
十
一
一
蹴
)
に
照
応
す
る
と
、
「
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
も
の
を
除
く
」
と
読
む
ほ
う
が
一
般

的
で
、
「
除
」
の
字
の
係
り
方
が
相
違
す
る
品
。
こ
の
読
み
方
に
従
う
と
、
第
二
十
二
願
の
趣
旨
は
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
来

生
す
れ
ば
必
ず
「
一
生
補
処
」
の
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
誓
っ
た
も
の
で
、
普
賢
の
徳
行
を
修
す
る
者
は
そ
の
例

外
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
例
外
規
定
、
「
除
く
」
と
い
う
但
し
書
き
が
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
願
文
に
挿
入
さ
れ
た

の
か
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
率
直
に
は
触
れ
な
い
が
、
続
く
第
二
十
一
一
願
(
供
養
諸
仏
の
願
)
第
二
十
四
願
(
供
具
如
意
の
願
)

第
二
十
五
願
(
説
一
切
智
)
の
諸
願
は
、
二
十
二
願
の
内
容
を
広
説
し
た
も
の
で
、
順
次
に
「
遊
諸
仏
国
」
「
諸
仏
供
養
t

「
衆
生
開
化
」
に
対
応
し
て
い
て
、
や
は
り
『
華
厳
経
』
の
普
賢
思
想
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
て
、

(

C

)

の
読
み
方
は
親
驚
も
支
持
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
生
補
処
と
普
賢
の
徳
行
を
修
す
る
者
は
一
体

で
あ
り
、
結
論
的
に
言
う
と
、
浄
土
に
往
生
し
、
一
生
の
補
処
の
位
に
入
る
者
は
、
衆
生
利
益
の
普
賢
の
行
、
還
相
の
働
き

に
出
る
の
で
あ
り
帯
電
「
遊
諸
仏
国
」
「
諸
仏
供
養
」
「
衆
生
開
化
」
は
そ
の
普
賢
行
の
内
実
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
関

連
す
る
親
鷲
自
身
の
文
章
は
、
は
じ
め
に
掲
載
し
た
通
り
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
中
、
「
浄
土
和
讃
」
の
「
普
賢
の
徳
」
に
は
、
「
わ
れ
ら
衆
生
、
極
楽
に
ま
ゐ
り
な
ば
、
大
慈
大
悲

を
お
こ
し
て
十
方
に
至
り
て
衆
生
を
利
益
す
る
な
り
。
仏
の
至
極
の
慈
悲
を
普
賢
と
ま
う
す
な
り

5
」
、
「
高
僧
和
讃
L

の

「
普
賢
」
に
は
「
普
賢
と
い
う
は
仏
の
慈
悲
の
極
ま
り
な
り

2
」
と
い
っ
た
左
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
次
の
和
讃
、
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こ
れ
ら
の
回
向
に
よ
り
て
こ
そ
心
行
と
も
に
え
し
む
な
れ

(
「
一
一
局
僧
和
讃
」
『
註
釈
版
』
五
八
四
貰
)

に
も
、
往
相
・
還
相
の
語
句
に
「
往
相
は
こ
れ
よ
り
往
生
さ
せ
ん
と
お
ぼ
し
め
す
回
向
な
り
。
還
相
は
浄
土
に
ま
ゐ
り
、
果

て
は
普
賢
の
ふ
る
ま
い
を
せ
さ
せ
て
衆
生
利
議
せ
さ
せ
ん
と
回
向
し
た
ま
へ
る
な
り
品
」
と
い
う
左
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。

親
鷲
は
衆
生
が
浄
土
に
往
生
し
、
如
来
回
向
の
用
に
よ
っ
て
大
慈
大
悲
を
お
こ
し
此
土
に
凶
入
し
て
衆
生
利
益
の
た
め
仏
の

慈
悲
の
極
み
で
あ
る
普
賢
の
徳
を
修
す
る
境
位
を
一
生
補
処
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
無
量
寿
経
』
に
お

い
て
は
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
修
行
の
背
景
に
『
莱
厳
経
」
に
説
か
れ
る
普
賢
思
想
が
あ
り
、
ま
た
法
蔵
自
身
も
衆
生
を
し
て

真
の
大
乗
菩
薩
た
ら
し
め
た
い
、
普
賢
行
の
主
体
者
と
す
べ
く
誓
願
を
建
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
普
賢
思
想

は
現
実
界
の
我
々
衆
生
と
は
何
ら
具
体
的
な
接
点
を
有
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
「
常
行
大
悲
」
を
取
り
上
げ
て

考
え
て
み
た
い
。

親
鷺
は
真
の
信
心
を
獲
た
者
に
は
十
種
の
利
益
(
現
生
十
益
)
が
与
え
ら
れ
る
と
明
か
し
て
い
る
(
『
註
釈
版
』
二
五
一

頁
)
が
、
そ
の
中
、
い
ま
の
課
題
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
「
四
圃
諸
仏
護
念
」
「
五
.
諸
仏
称
讃
L

「
九
.
常
行
大
悲
l

「
十
.
入
正
定
衆
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
心
は
入
正
定
衆
と
考
え
ら
れ
る
が
、
親
鷺
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
御
消
息
』
に

・
弥
陀
他
力
の
回
向
の
誓
願
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
真
実
の
信
心
を
た
ま
は
り
て
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
の
定
ま
る
と
き
、

摂
取
し
て
捨
て
ら
れ
ま
ゐ
ら
せ
ざ
る
ゆ
ゑ
に
、
金
剛
心
に
な
る
と
き
を
正
定
緊
の
位
に
往
す
と
も
申
す
。
弥
勤
菩
薩

と
お
な
じ
位
に
な
る
と
も
説
か
れ
て
候
ふ
め
り
。
弥
勅
と
ひ
と
つ
位
に
な
る
ゆ
ゑ
に
、
信
心
ま
こ
と
な
る
ひ
と
を
、

仏

に

ひ

と

し

と

も

申

す

。

(

『

註

釈

版

』

八

O
二
頁
〕

・
ま
こ
と
の
信
心
の
人
を
ば
、
諸
仏
と
ひ
と
し
と
申
す
な
り
。
ま
た
補
処
の
弥
勤
と
お
な
じ
と
も
申
す
な
り
。

(
『
註
釈
版
』
七
七
八
貰
)

-
弥
陀
の
回
向
成
就
し
て

往
相
・
還
相
ふ
た
つ
な
り
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等
と
述
べ
て
、
真
実
信
心
の
人
を
「
正
定
衆
の
位
」
「
補
処
の
弥
勅
」
「
諸
仏
と
ひ
と
し
」
等
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
か
か
る

一
連
の
理
解
の
出
典
に
も
『
華
厳
経
』
が
登
場
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
境
位
に
入
っ
た
者
は
「
常
行
大

悲
」
に
生
き
る
身
と
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
的
に
考
え
て
み
て
も
臨
終
の
一
念
ま
で
消
え
る
こ
と
な

く
絶
え
る
こ
と
の
な
い
無
明
煩
悩
に
悩
ま
さ
れ
る
凡
夫
の
身
に
「
普
賢
の
ふ
る
ま
い
し
は
困
難
で
あ
り
、
親
鷺
も
想
定
し
て

い
な
い
。
た
だ
、
信
心
が
如
来
よ
り
回
向
さ
れ
る
よ
う
に
、
如
来
の
本
願
に
目
覚
め
た
も
の
に
常
行
大
悲
を
志
向
す
る
生
き

方
も
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
言
い
方
を
変
え
る
と
「
普
賢
行
(
還
相
の
菩
薩
)
」
を
、
自
身
の

生
き
方
を
方
向
付
け
る
理
怨
像
、
求
道
の
最
終
態
と
し
て
見
す
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
普
賢
行
の
根
本

は
「
諸
仏
供
養
」
で
あ
る
。
そ
の
必
要
性
が
な
さ
そ
う
に
見
え
る
が
、
す
で
に
「
普
賢
の
徳
」
に
生
き
る
菩
薩
で
あ
っ
て
も

自
然
に
諸
仏
供
養
し
つ
つ
大
悲
を
行
ず
る
の
で
あ
る
。
曇
驚
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
論
註
』
に
八
地
以
上
の
平
等
法
、
身
の
菩

薩
は
報
生
三
昧
を
得
て
、
自
然
に
諸
仏
供
養
し
衆
生
救
済
が
で
き
る
が
、
未
証
浄
心
の
菩
薩
は
作
心
(
意
識
と
し
な
け

れ
ば
三
昧
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
示
し
(
『
註
釈
版
七
祖
編
』
一
三
二
頁
て
そ
れ
ゆ
え
に
浄
土
に
往
生
し
て
阿
弥
陀
仏

と
見
え
る
こ
と
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。
作
心
の
有
無
は
と
も
な
く
、
菩
薩
道
に
は
、
諸
仏
供
養
、
諸
仏
に
学
ぶ
こ
と
が
重
要

視
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
慈
悲
行
・
利
他
行
の
基
本
は
諸
仏
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立

す
る
と
言
っ
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
。
現
生
十
議
に
も
「
諸
仏
」
の
存
在
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
思
想
を
表
現
す
る
文
章

を
必
要
以
上
に
実
体
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
そ
の
思
想
が
指
示
す
る
内
容
を
見
失
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
が
、

曇
鷲
の
表
現
に
則
し
て
言
う
と
、
平
等
法
身
の
諸
仏
供
養
は
普
賢
行
、
選
相
の
菩
薩
行
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
浄
土
往

生
後
の
実
践
行
と
昔
日
え
る
。
親
驚
は
信
心
の
人
を
現
生
に
お
い
て
「
正
定
衆
」
「
〈
一
生
)
補
処
の
弥
勤
と
同
じ
」
と
捉
え
て

い
る
が
、
現
生
に
お
い
て
信
心
を
得
た
者
の
修
す
る
「
常
行
大
悲
」
を
普
賢
行
と
同
じ
に
は
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
親
鴛
に

お
い
て
は
「
普
賢
の
徳
」
は
「
帰
す
」
「
遵
う
」
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
現
生
に
お
け
る
凡
夫
身
に
そ
の
ま
ま
現
成
さ
れ
る
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も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
「
常
行
大
悲
」
に
関
連
し
て
『
歎
巣
抄
」
第
四
条
を
取
り
あ
げ
て
、
「
普
賢
の
徳
に
帰
す
・
遵
う
し
に
つ
い
て
確

認
し
て
み
た
い
。
先
の
大
慈
悲
に
つ
い
て
『
歎
異
抄
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
明
か
さ
れ
て
い
る
。

慈
悲
に
聖
道
・
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
も
の
を
あ
は
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。

し
か
れ
ど
も
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
は
め
で
あ
り
が
た
し
。
浄
土
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
念
仏
し

て
、
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慾
大
悲
心
を
も
っ
て
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
ふ
べ
き
な
り
。
今
生

に
、
い
か
に
い
と
ほ
し
不
便
と
お
も
ふ
と
も
、
存
知
の
ご
と
く
た
す
け
が
た
け
れ
ば
、
こ
の
慈
悲
始
終
な
し
。
し
か
れ

ば
、
念
仏
申
す
の
み
ぞ
、
す
ゑ
と
ほ
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
候
ふ
べ
き
と
一
手
々
。
(
『
註
釈
版
』
八
三
四
頁
)

こ
こ
で
親
鷺
は
聖
道
の
慈
悲
は
現
生
に
お
い
て
衆
生
を
憐
惑
し
、
悲
し
み
育
む
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
理
想
的
で
は
あ

る
が
、
末
適
ら
ず
困
難
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
の
慈
悲
と
は
如
来
凶
向
の
念
仏
の
信
心
に
よ
っ
て

浄
土
に
往
生
し
仏
と
な
っ
て
、
思
う
よ
う
に
衆
生
救
済
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
明
か
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
明
か
さ

れ
る
大
慈
大
悲
の
あ
り
ょ
う
は
、
普
賢
の
徳
の
大
慈
大
悲
の
内
実
と
同
一
の
事
柄
で
あ
る
品
。
一
見
す
る
と
、
親
鷺
は
現
実

界
に
お
け
る
慈
悲
行
を
諦
め
て
、
ま
ず
は
来
世
に
浄
土
に
往
生
し
て
か
ら
実
践
す
べ
し
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
決
し
て
現
実
世
界
に
お
け
る
利
他
的
ふ
る
ま
い
を
放
棄
す
る
こ
と
を
勧
め
る
教
説
で
は
な
い
。
そ

の
「
か
は
り
め
」
は
何
か
。
そ
れ
こ
そ
真
実
信
心
に
よ
っ
て
信
知
さ
れ
る
今
ひ
と
つ
の
相
、
煩
悩
の
繋
縛
か
ら
臨
終
ま
で
離

れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
自
身
の
浅
ま
し
き
現
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
信
知
す
る
が
放
に
現
生
で
煩
悩
を
離
れ
実
践
す
る

皇
道
の
慈
悲
で
は
な
く
、
念
仏
を
申
し
て
い
く
中
で
実
践
さ
れ
る
べ
き
浄
土
仏
教
の
道
を
歩
む
者
に
と
っ
て
の
最
も
現
実
的
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な
慈
悲
行
の
在
り
方
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
帰
す
べ
き
生
き
方
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
親
鷲
に
お
け
る
「
普
賢
の
徳
」
な
の
で
あ
る
。
親
鷲
は
「
信
心
の
人
」
を
「
諸
仏
と
ひ
と
し
」
と
舌
一
口
い
、

「
化
身
土
文
類
」
に
は
『
湿
繋
経
』
や
『
華
厳
経
」
が
引
用
さ
れ
、
「
諸
仏
・
菩
薩
を
善
知
識
と
名
づ
く
」
「
善
知
識
を
念
ず

る
に
、
わ
れ
を
生
め
る
、
父
母
の
如
し
」
等
と
述
べ
て
い
て
、
凡
夫
衆
生
の
念
仏
道
に
は
善
知
識
(
自
身
に
先
立
っ
て
真
実

信
心
の
道
を
歩
む
念
仏
者
)
の
果
た
す
役
割
は
重
大
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
華
厳
経
』
の
普
賢
思
想
は
、
『
無
量
寿
経
」
の
経
説
の
上
に
は
、
法
蔵
菩
薩
の
成
仏
道
の
モ
デ
ル
と

し
て
反
映
さ
れ
、
親
鷺
の
教
学
で
は
か
か
る
法
蔵
の
願
力
所
成
の
浄
土
へ
の
往
生
道
を
歩
む
念
仏
行
者
の
現
実
生
活
に
お
け

る
在
る
べ
き
す
が
た
を
提
示
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
先
の
常
行
大
悲
の
実
践
も
、
念
仏
申
し
な
が

ら
実
践
す
る
行
と
し
て
み
る
と
、
念
仏
者
は
常
に
念
仏
の
中
に
聞
法
し
て
い
く
、
往
生
へ
の
因
位
に
あ
っ
て
、
果
位
の
弥
陀

諸
仏
や
同
じ
く
因
位
で
あ
っ
て
も
善
知
識
と
し
て
先
だ
っ
て
往
生
道
を
歩
む
者
に
親
近
し
て
、
無
分
別
平
等
心
な
る
如
来
の

願
心
・
本
願
を
振
り
返
り
つ
つ
生
活
す
る
、
智
慧
に
習
い
学
ん
で
い
く
こ
と
を
顕
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
愛
強
く
、

自
己
関
心
が
強
い
凡
夫
衆
生
が
、
分
別
心
・
自
己
中
心
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
利
他
精
神
を
見
失
わ
な
い
た
め
の
行
為
が

念
仏
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
念
仏
者
の
現
実
に
お
け
る
最
も
具
体
的
な
諸
仏
供
養
の
す
が
た
な
の
で
あ
る
。
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藤
田
宏
連
「
原
始
浄
土
思
想
由
研
究
』
(
岩
波
書
官

一
九
七

O
年
)
六
二

l
七
七
頁
、
香
川
孝
雄
『
無
量
寿
経
諮
本
対
照
研
究
』
(
永
田
文
昌
堂

一
九
八
四
年
)
二
七
l
三
O
頁。

中
村

薫
『
華
厳
経
に
学
ぷ
』
華
厳
浄
土
義
管
窺
〈
真
宗
大
谷
派
宗
務
所

一
O
一
三
年
)
一
二
八
貰
。

中
村
、
前
掲
書
士
一
一
八
頁
。

金
子
大
栄
『
華
厳
経
概
説
』
(
全
入
社

一
九
四
八
年
三
一
一
五
三
頁
)
金
子
は
さ
ら
に
「
普
賢
行
と
は
空
観
に
依
る
菩
薩
道
に
外
な
ら
な
い
」

と
い
い
、
善
財
童
子
の
第
一
的
善
知
識
が
文
殊
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
「
普
賢
行
は
文
殊
智
白
徹
底
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
文
殊
智
白
根
底
に
あ
る
も
の
」

と
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
智
慧
白
必
然
と
し
て
由
大
悲
行
が
普
賢
訂
な
申
で
あ
る
。
長
谷
岡
一
也
も
「
仏
教
に
お
け
る
行
日
実
践
は
、
智
慧
に
沈
み

自
利
由
滞
る
己
と
を
超
え
て
、
慈
悲
の
行
・
利
他
由
行
へ
と
展
開
昔
る
と
こ
ろ
に
、
自
利
と
利
他
と
白
相
即
す
る
悲
智
円
満
田

d
回
賢
戸
が
と
し
て
完

成
す
る
由
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
「
善
財
童
子
町
遍
歴
|
入
法
界
品
の
思
想
」
『
講
座
大
乗
仏
教
三

華
厳
思
想
』
一
一
五
頁
。
〕
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中
村

薫
『
華
厳
由
浄
土
』
〔
法
蔵
館

一
九
九
一
年
)
二
五
一
頁
、
『
華
厳
経
に
学
ぷ
』
一
五
頁
。

中
村
『
華
厳
経
に
学
ぷ
』
一
五
一
再

道
元
徹
心
「
親
鷲
に
お
け
る
普
賢
の
徳
の
思
想
基
盤
に
つ
い
て
L

Q
印
度
学
仏
教
学
』
二
一
七
l

一
九
八
八
年
)
。

幡
谷

明
「
大
無
量
寿
経
に
お
げ
る
普
賢
行
」
親
鷲
田
遼
相
回
向
論
由
思
想
史
的
背
景
(
『
大
谷
学
報
』
六
四
四

一
九
八
五
年
〕
四
五
頁
。

山
田
亮
賢
「
親
鷲
聖
人
に
お
け
る
弥
勤
と
普
賢
」
(
『
真
宗
研
究
』

一
九
六
六
年
)
八
五
頁
。

. 
m 

香
月
院
深
励
『
無
量
寿
経
講
義
』
(
呑
月
院
深
励
著
作
集
五

法
蔵
館

一
九
八

0
5
一
七
八
頁
。
な
お
幡
谷
は
前
掲
論
文
(
一
一
き
に
お
い
て
、

こ
れ
に
関
し
て
「
普
賢
行
は
一
一
乗
地
由
超
越
を
課
題
と
し
、
一
一
乗
に
お
げ
る
灰
身
減
智
由
浬
襲
、
一
ニ
空
不
空
白
病
を
厳
し
く
批
判
し
て
、
開
化
衆
生
と

い
う
大
悲
行
白
根
拠
と
な
る
無
上
浬
紫
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
も
由
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

4・
II 

金
子
大
栄
『
親
驚
由
世
界
』
(
東
本
願
寺
出
版
部

一
九
六
四
年
)
九
六
頁
。
羽
岡
信
正
「
親
鷲
田
大
無
量
寿
経
(
上
〉
』
「
仏
仏
相
念
」
由
経

l
樹



JL.'、
社

二
O
一
五
年
)
七
七
頁
。
な
お
本
稿
で
は
羽
田
氏
の
所
説
・
視
点
に
大
変
示
唆
を
受
け
た
a

' ， 

そ
れ
ぞ
れ
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
一
白
ニ

O
六
頁
、
一
九
九
資
。
藤
田
宏
遠
訳
『
党
文
和
訳
無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
』
五
一
頁
。

組

羽
田
信
正
前
掲
書
、

一
五
九
頁
l
一
六
一
頁
。

4・
" 

藤
田
宏
遠
『
浄
土
仏
教
白
思
想
一

無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
』
(
講
談
社

一
九
九
四
年
〉
一
二
六
貰
。

事

盟

こ
由
課
題
に
関
す
る
研
究
に
は
以
下
田
も
由
が
あ
る
。
五
十
嵐
明
宝
「
『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
一
生
補
処
由
内
容
」
(
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
八

一
九
九
九
年
)
、
中
御
門
敬
教
「
〈
無
量
寿
経
〉
と
普
賢
行
〈
普
賢
行
願
讃
〉
(
伝
)
世
親
釈
に
よ
る
解
明
」
(
「
仏
教
諭
叢
』
四
六

-
O
O二
年
)
。

ゆ

溜

普
賢
晃
寿
『
顕
浄
土
真
実
証
文
類
講
讃
』
(
永
田
文
畠
堂

九
九
一
年
)
二
一
ニ
頁
。

. 
" 

定
本
『
親
鷲
聖
人
全
集
』
第
二
巻
(
法
蔵
館

九
六
九
年
)
一
五
頁
。

句¢

盟

定
本
『
親
鴛
聖
人
全
集
』
第
二
巻
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九
四
頁
。

. ， 

定
本
『
親
鷲
聖
人
全
集
』
第
二
巻

九
三
頁
。

' m 

川
添
泰
信
「
普
賢
白
徳
一
(
『
宗
教
』
平
成
八
年
十
二
月
号

教
育
新
潮
社
)
八
l
一
三
貰
、
取
意
。

キ
ー
ワ
ー
ド

親
鷲
、
無
量
寿
経
、
華
厳
経
、
普
賢
、
大
悲




