
普
賢
観
経
に
立
脚
す
る
法
華
三
昧
を
勧
め
て
お
り
、
中
で
も
安
楽

行
儀
に
は
、
化
導
勝
と
同
様
に
普
賢
観
経
に
よ
る
三
生
成
仏
が
説

か
れ
、
ま
た
法
華
三
昧
俄
儀
に
は
「
現
身
入
菩
薩
正
位
」
と
の
記

述
が
あ
り
、
即
身
成
仏
の
時
間
的
な
概
念
と
肉
体
的
な
概
念
が
同

時
に
成
立
す
る
。
一
方
、
普
賢
観
経
の
三
生
成
仏
に
関
し
て
は
他

の
天
台
章
疏
中
に
は
詳
細
な
記
述
が
殆
ど
な
く
、
た
だ
文
句
記
に

慧
思
の
安
楽
行
儀
の
三
生
成
仏
が
速
疾
成
仏
の
一
例
と
し
て
触
れ

ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
最
澄
も
単
に
速
疾
成
仏
の
一
例
と
し
て
こ

れ
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
は
先
学
に
既
に
あ
る
が
、

更
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
慧
思
以
来
の
速
疾
成
仏
思
想
と
し
て
の
法

華
三
昧
と
の
関
わ
り
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

他
に
二
・
三
指
示
す
べ
き
問
題
も
あ
り
、
甚
だ
意
を
尽
く
さ
ぬ

が
、
以
上
の
点
か
ら
至
極
当
然
な
結
果
で
は
あ
る
が
、
最
澄
の
即

身
成
仏
は
必
ず
し
も
一
生
一
念
に
立
つ
華
厳
の
速
疾
成
仏
の
影
響

を
過
度
に
強
調
す
る
必
要
は
な
く
、
天
台
の
速
疾
成
仏
思
想
の
中

で
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

今
般
の
「
天
台
止
観
に
見
ら
れ
る
身
体
観
」
と
題
す
る
小
論

は
、
「
い
っ
た
い
修
行
と
は
何
か
？
」
と
い
う
こ
と
を
実
証
的
な

意
味
で
理
解
す
る
た
め
に
、
修
行
考
察
の
新
視
点
を
踏
ま
え
て
考

察
し
た
も
の
で
す
。

何
故
な
ら
ば
、
現
在
、
修
行
と
い
う
も
の
を
実
証
的
に
理
解
し

よ
う
と
す
る
目
的
で
行
わ
れ
て
い
る
人
間
行
動
科
学
な
ど
の
諸
分

野
か
ら
の
研
究
方
法
、
つ
ま
り
、
生
理
心
理
学
な
ど
で
用
い
ら
れ

る
電
気
生
理
学
的
な
手
法
を
用
い
た
脳
波
や
脈
波
、
皮
膚
誘
発
電

位
な
ど
の
身
体
の
生
理
的
変
化
か
ら
評
価
す
る
方
法
か
ら
明
ら
か

に
な
る
こ
と
は
、
生
理
学
的
な
所
見
と
し
て
は
単
に
基
礎
代
謝
率

の
低
下
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
超
え
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
だ
け
で
は
特
に
天
台
止
観
な
ど
漢
文
典
籍
に
見
ら

れ
る
修
行
指
南
の
実
際
を
評
価
す
る
に
は
、
修
行
本
来
の
意
味
が

損
な
わ
れ
て
し
ま
い
、
不
向
な
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

す
。

「
天
台
止
観
に
見
ら
れ
る
身
体
観
」

ｌ
修
行
考
察
の
新
視
点
を
踏
ま
え
て
Ｉ

影
山
教
俊
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つ
ま
り
従
来
の
方
法
で
は
、
「
止
観
を
修
す
る
」
こ
と
の
本
来

的
な
意
義
も
見
い
だ
せ
な
い
ば
か
り
か
、
『
小
止
観
』
の
所
作
な

ど
で
い
う
「
自
按
摩
の
法
」
と
は
何
か
、
ま
た
関
口
真
大
博
士
も

指
摘
す
る
『
小
止
観
』
で
は
「
膳
下
一
寸
を
憂
陀
那
と
名
づ
く
」

と
い
い
、
『
摩
訶
止
観
』
で
は
「
丹
田
は
膳
の
下
を
去
る
こ
と
二

寸
半
」
と
い
い
、
こ
の
二
つ
の
丹
田
と
は
何
か
、
な
ど
修
行
所
作

に
対
す
る
多
く
の
疑
問
点
が
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
現
在
、
私
た
ち
が
常
識
と
し
て
理
解
し
て
い
る
西
洋
医

学
的
な
身
体
観
と
、
天
台
大
師
の
身
体
観
に
は
大
き
な
相
違
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

実
際
に
、
天
台
大
師
の
四
種
の
修
行
論
の
中
で
、
病
気
（
病
患
）

と
い
う
身
体
性
に
直
接
関
わ
る
部
分
、
『
摩
訶
止
観
』
第
七
章

第
三
節
「
観
病
患
境
」
、
『
天
台
小
止
観
』
第
九
章
「
治
病
」
、

『
六
妙
法
門
』
第
四
章
「
対
治
六
妙
門
」
、
『
禅
門
修
証
』
第
六

章
第
四
節
「
明
治
病
方
法
」
を
比
較
し
て
検
討
し
ま
す
と
、
秦

代
か
ら
漢
代
に
か
け
て
集
大
成
さ
れ
た
医
学
書
『
皇
帝
内
経
』

（
『
素
問
』
『
霊
枢
』
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
陰
陽
五
行
論
」
に

支
え
ら
れ
た
「
気
の
医
学
」
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
気
の
生
理
学
」

に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
身
体
観
を
前
提
と
す
る
と
、
ま
ず
「
自

按
摩
の
法
の
ご
と
く
に
し
て
、
手
足
を
差
異
せ
し
む
る
こ
と
な
か

れ
。
」
と
は
、
「
天
竺
按
摩
」
と
呼
ば
れ
て
婆
羅
門
の
法
、
今
日

で
い
う
「
ヨ
ー
ガ
の
ア
ー
サ
ナ
ー
」
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
起
源

は
漢
代
の
馬
王
堆
帛
書
「
導
引
図
」
に
見
ら
れ
、
か
な
り
古
く
か

ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

ま
た
二
つ
の
丹
田
に
つ
い
て
は
、
当
時
は
丹
田
と
い
っ
て
も
厳

密
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
下
腹
の
中
心
部
全
体
を

下
丹
田
と
呼
ん
で
お
り
、
「
気
の
医
学
」
で
は
、
『
小
止
観
』

の
「
膳
下
一
寸
」
の
場
所
は
「
気
海
」
と
呼
ば
れ
、
「
胃
経
」

と
「
脾
経
」
な
ど
の
消
化
器
系
の
機
能
に
関
係
す
る
募
穴
で
、

『
摩
訶
止
観
』
の
「
膳
下
二
寸
半
」
の
場
所
は
「
関
元
」
と
呼
ば

れ
、
「
腎
経
」
と
「
膀
胱
経
」
な
ど
の
泌
尿
生
殖
器
系
の
機
能
に

関
係
す
る
募
穴
に
当
た
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
天
台
大
師
は
『
皇
帝
内
経
』
な
ど
の
「
気
」
の
医

学
的
知
識
と
、
ご
自
身
の
体
験
と
い
う
経
験
即
の
知
識
か
ら
、
こ

の
二
つ
の
丹
田
を
分
け
て
考
え
て
お
り
、
病
気
の
種
類
な
ど
に
よ
っ

て
使
い
分
け
て
い
た
と
理
解
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
天
台
大
師
に
見
ら
れ
た
「
気
の
生
理
学
」

に
支
え
ら
れ
た
身
体
観
を
前
提
と
す
る
と
、
今
ま
で
理
解
で
き
な

か
っ
た
修
行
所
作
の
一
つ
一
つ
に
対
す
る
理
解
が
可
能
に
な
る
と

同
時
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
思
想
性
の
背
理
に
は
そ
れ
を
支
え
る
身

体
性
の
存
在
を
無
視
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
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か
け
が
え
の
な
い
己
の
身
体
を
投
げ
出
す
と
い
う
捨
身
は
、
婆

羅
門
の
為
に
身
を
投
げ
出
す
兎
の
捨
身
説
話
等
、
ジ
ャ
ー
タ
ヵ
以

来
、
多
く
の
経
典
中
に
取
り
込
ま
れ
、
特
に
菩
薩
行
の
利
他
を
強

調
す
る
大
乗
経
典
に
お
い
て
は
、
『
浬
藥
経
』
を
は
じ
め
と
し
て

捨
身
を
勧
奨
す
る
文
句
と
共
に
様
々
な
捨
身
誼
が
説
か
れ
て
い
る
。

む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
捨
身
諏
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
捨
身

し
た
と
い
う
事
実
よ
り
も
、
捨
身
に
よ
っ
て
仏
を
法
を
尊
重
し
た
、

或
は
衆
生
へ
の
慈
愛
を
全
う
し
た
と
い
う
遵
法
の
精
神
な
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
真
筆
な
る
己
の
気
持
ち
を
表
明
す
る
が
故
に
、
そ
の

信
仰
し
て
い
る
経
文
そ
の
ま
ま
に
捨
身
を
行
う
僧
が
、
五
Ｃ
半
ば

よ
り
諸
の
僧
伝
に
多
く
伝
え
ら
れ
、
中
で
も
薬
王
菩
薩
の
如
き
焼

身
・
焼
指
者
は
三
十
名
を
数
え
る
。
『
妙
法
華
』
や
『
梵
網
経
』

思
わ
れ
ま
す
。

薬
王
菩
薩
の
捨
身
に
つ
い
て

ｌ
捨
身
に
お
け
る
供
養
と
布
施
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

市

川

智
啓

の
流
布
と
呼
応
す
る
こ
の
捨
身
の
流
行
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
捨

身
自
体
を
苦
行
の
延
長
と
し
て
捉
え
、
大
衆
の
面
前
に
て
の
み
行

う
等
、
そ
の
目
的
と
な
る
供
養
や
布
施
よ
り
も
、
捨
身
と
い
う
行

為
そ
の
も
の
が
重
要
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
思
え
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
供
養
と
布
施
と
の
混
同
は
、
経
典
上
に
も
見

ら
れ
る
。

例
え
ば
『
妙
法
華
』
薬
王
品
に
お
い
て
、
日
月
浄
明
徳
仏
に
対

し
て
薬
王
菩
薩
の
前
身
で
あ
る
一
切
衆
生
喜
見
菩
薩
が
行
っ
た
焼

身
供
養
を
諸
仏
が
称
え
る
部
分
で
は
、
羅
什
は
昌
菌
を
「
供

養
」
に
、
合
目
を
「
布
施
」
或
は
「
施
」
と
梵
本
と
同
様
に
区

別
し
て
漢
訳
し
て
い
る
。
だ
が
、
一
切
衆
生
喜
見
菩
薩
が
焼
臂
供

養
を
終
っ
た
後
、
釈
尊
が
仏
塔
供
養
の
功
徳
を
述
べ
る
部
分
に
て

は
、
愚
息
に
比
さ
れ
る
べ
き
息
『
ご
爵
、
を
「
供
養
」
と
訳

出
し
て
い
る
。
で
は
、
ｇ
『
ご
爵
画
は
全
て
「
供
養
」
と
訳
出

し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
直
前
で
は
「
布
施
」
と
訳
さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
梵
本
に
て
は
呂
誌
と
合
口
画
を
別
の
行
為
と
し

て
区
別
し
、
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
漢
訳
す
る
時
点
で
「
供
養
」

も
「
布
施
」
も
同
義
語
的
な
扱
わ
れ
方
を
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
確
か
に
供
養
も
布
施
も
同
一
範
鴎
の
実
践
行
動
を
伴

う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
表
面
的
な
言
葉
の
差
異
と
し
て
、
異
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