
地
涌
の
菩
薩
は
教
主
釈
尊
の
本
化
と
し
て
末
世
弘
通
の
主
役
と

し
て
登
場
す
る
菩
薩
で
一
切
経
中
に
例
の
な
い
異
色
の
菩
薩
で
あ

る
。
（
第
二
類
）

古
来
先
師
に
よ
っ
て
教
理
的
解
釈
が
な
さ
れ
、
近
年
で
は
布
施

博
士
が
「
布
属
の
菩
薩
法
」
と
し
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
私
は
仏

教
思
想
の
展
開
と
実
際
問
題
を
ふ
ま
え
て
考
察
し
法
華
経
精
神
を

知
る
裏
づ
け
と
し
た
い
。

葉
と
し
て
全
て
一
括
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
に
理

解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
叉
、
一
般
的
に
当
時
の
中
国
人
が
、
訳

、
、

了
後
の
梵
本
に
は
興
味
が
薄
い
事
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
序
の
三
本

を
『
宋
訳
』
『
魏
訳
』
の
漢
訳
二
本
と
、
五
本
で
あ
っ
た
か
も
知

、

れ
な
い
梵
本
写
本
を
一
括
し
て
一
と
し
た
も
の
と
考
え
る
事
も
可

能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ｌ
未
完
’

八
参
考
Ｖ
外
山
軍
治
著
『
則
天
武
后
ｌ
女
性
と
権
力
ｌ
』

法
華
経
に
お
け
る
地
涌
菩
薩
の
戯
曲

的
表
現
と
仏
教
思
想
史
的
意
義
（
そ
の
二
）

林

円
修

原
始
法
華
経
第
一
類
（
Ａ
Ｄ
初
～
中
頃
）
は
開
会
思
想
で
一
貫

し
て
い
る
。
声
聞
、
縁
覚
の
二
乗
を
仏
の
方
便
説
と
し
て
開
会
し

一
仏
乗
を
高
揚
す
る
趣
旨
で
、
教
団
の
実
際
問
題
が
主
題
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

第
二
類
成
立
の
頃
（
Ａ
Ｄ
百
年
前
後
）
と
な
る
と
教
団
の
動
向

は
教
理
思
想
の
発
展
に
伴
っ
て
実
際
信
仰
も
多
岐
化
し
大
小
乗
各△

派
の
様
相
も
複
雑
化
し
て
種
々
の
対
立
も
激
化
し
た
。
け
だ
し
末

△
△
△

法
思
想
が
流
行
し
た
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。
（
主
な
も
の
挙
げ

る
。
）

①
舎
利
供
養
、
経
巻
供
養
に
伴
な
う
塔
や
廟
の
建
立
供
養
（
塔
観

問
題
）
を
始
め
と
し
て
②
菩
薩
思
想
の
発
達
と
新
し
い
乗
観
間

。
。
◎

題
…
新
し
く
菩
薩
乗
が
展
開
③
過
去
仏
、
未
来
仏
信
仰
や
浄
土

往
生
思
想
の
流
行
の
仏
身
観
の
発
達
と
諸
仏
諸
菩
薩
信
仰
、
〉

仏
陀
観
教
主
観
（
本
尊
観
）
の
差
異
と
信
仰
上
の
問
題
⑥
人
間

の
解
脱
観
成
仏
観
の
主
体
的
実
践
的
な
問
題
等
今
…
・
・
法
華
経
は

会
三
帰
一
の
出
発
的
精
神
か
ら
も
之
ら
の
課
題
に
対
決
を
迫
ら
れ

た
わ
げ
で
あ
る
。
法
華
経
が
独
自
の
「
多
宝
塔
観
」
を
示
し
て
塔

観
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
（
布
施
博
士
は
第

二
類
成
立
の
主
要
因
と
せ
ら
れ
る
。
）
し
か
し
今
見
る
如
く
発
展

仏
教
の
実
情
は
塔
観
問
題
の
象
で
か
た
ず
か
ぬ
深
刻
な
内
容
を
示

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
塔
観
問
題
は
教
団
の
実
際
問
題
と
し
て
確
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か
に
大
き
な
課
題
に
ち
が
い
な
い
が
そ
れ
は
あ
く
ま
で
表
面
の
問

題
で
あ
る
。
（
い
わ
ば
三
角
型
の
頂
点
で
あ
る
が
底
辺
で
は
な
い
）

こ
と
を
洞
察
し
た
法
華
菩
薩
団
（
第
二
類
編
者
）
は
、
第
一
に
発

展
仏
教
が
宗
教
信
仰
と
し
て
の
本
質
問
題
は
塔
観
よ
り
も
教
主

観
、
本
尊
観
、
を
正
し
く
宣
揚
す
る
こ
と
。
第
二
に
は
仏
教
徒
一

般
の
主
体
的
な
解
脱
観
成
仏
観
を
明
ら
か
に
し
て
万
人
救
済
の
道

を
実
践
的
に
顕
場
す
る
こ
と
。
し
か
も
之
は
菩
薩
乗
観
の
新
し
い

展
開
を
ふ
ま
え
て
解
決
す
べ
き
こ
と
を
確
認
し
た
。
換
言
す
れ
ば

以
上
の
二
点
こ
そ
根
本
正
法
を
以
て
任
ず
る
法
華
菩
薩
団
に
与
え

ら
れ
た
発
展
仏
教
の
根
本
的
課
題
で
あ
る
と
確
信
し
た
。
こ
の
二

点
こ
そ
発
展
仏
教
が
世
界
の
宗
教
信
仰
と
し
て
果
し
て
永
遠
の
生

命
を
保
ち
得
る
や
否
や
の
鍵
を
握
る
本
質
的
命
題
な
る
を
洞
察

し
、
し
か
も
こ
の
二
点
は
あ
く
ま
で
密
着
関
係
に
あ
り
同
時
に
解

決
す
べ
き
を
確
認
し
た
。
か
く
し
て
法
華
経
は
之
と
真
正
面
か
ら

四
つ
に
取
り
く
ん
で
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
。
（
紙
面
の
都
合
で

要
点
の
み
と
す
る
。
）

◎
第
一
に
法
華
経
は
八
十
才
で
入
滅
さ
れ
た
現
身
仏
の
教
主
釈

尊
を
そ
の
ま
ま
開
顕
し
て
久
遠
古
仏
常
住
不
滅
の
本
師
本
仏
と
し

分
身
説
を
釈
尊
に
直
結
し
て
諸
仏
諸
菩
薩
信
仰
や
諸
天
諸
神
信
仰

を
止
揚
し
統
一
し
て
仏
教
徒
の
帰
依
す
べ
き
本
尊
と
教
主
観
と
を

宣
揚
し
た
。
そ
し
て
教
主
釈
尊
の
常
住
不
滅
を
表
現
す
る
た
め
に

種
含
の
苦
心
を
払
っ
て
い
る
が
本
願
救
済
思
想
を
本
仏
の
大
慈
大

悲
の
仏
心
と
し
て
三
世
益
物
思
想
を
打
ち
出
し
末
世
衆
生
の
救
済

が
本
意
な
る
こ
と
を
予
言
的
啓
示
的
に
表
現
し
て
い
る
。
（
如
来

寿
量
品
が
中
心
）

◎
第
二
に
法
華
経
は
そ
の
本
師
釈
尊
の
本
化
と
し
て
地
涌
の
菩

薩
を
登
場
さ
せ
独
自
の
布
属
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
乗

法
華
の
独
自
の
成
仏
観
（
菩
薩
観
）
を
宣
揚
し
た
。
（
涌
出
、
寿

量
、
神
力
品
等
が
中
心
）

以
上
の
二
点
は
諸
経
典
の
追
従
を
許
さ
な
い
法
華
経
の
大
旗
幟

と
な
っ
て
い
る
。
法
華
経
は
こ
の
二
点
を
巧
み
な
文
学
的
表
現
と

戯
曲
的
構
想
と
を
も
っ
て
仏
徒
一
般
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
複
雑

化
し
た
仏
教
信
仰
を
統
一
し
発
展
仏
教
永
遠
の
扉
を
開
こ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

弥
勒
菩
薩
を
し
て
「
不
見
不
聞
」
「
不
識
一
人
」
と
発
言
さ
せ

◎
。
◎
◎
０
。
◎
０
．
。
◎

た
の
は
単
な
る
未
来
仏
信
仰
や
往
生
浄
土
信
仰
を
否
定
し
た
意
が

○
。
◎
◎
Ｏ

洞
察
さ
れ
る
。
又
単
な
る
過
去
仏
信
仰
と
く
に
教
主
釈
尊
を
忘
れ

た
諸
仏
諸
菩
薩
信
仰
は
仏
教
の
本
道
で
な
い
と
し
て
之
も
止
揚
し

て
い
る
。
（
多
宝
如
来
、
宝
塔
品
）

法
華
経
の
主
張
す
る
地
涌
菩
薩
は
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
単
な

△
△
△
。
◎
Ｏ
◎

る
菩
薩
神
で
な
く
人
間
が
自
己
自
身
に
体
現
す
る
菩
薩
行
人
の
菩

。
Ｏ
◎
Ｏ

薩
で
あ
り
伝
道
菩
薩
で
あ
る
。
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一
乗
法
華
を
広
宣
す
る
者
は
万
人
が
地
涌
の
菩
薩
（
母
の
子
）

０
○

で
あ
る
。
法
華
経
は
教
主
釈
尊
前
生
の
「
積
功
累
徳
求
菩
薩
道
未

曽
止
息
」
の
菩
薩
の
精
神
を
と
ら
え
「
善
学
菩
薩
道
不
染
世
間

法
」
と
吾
も
人
も
教
誠
す
る
菩
薩
で
あ
る
。
久
遠
の
本
師
教
主
釈

尊
の
「
毎
自
」
の
本
願
の
中
に
安
立
し
、
心
も
お
だ
や
か
に
安
ら

ぎ
浄
ら
か
な
心
で
人
々
と
共
に
喜
び
共
に
悲
む
菩
薩
で
あ
る
。
人

殉
と
共
に
こ
の
娑
婆
世
界
の
中
に
安
住
し
「
如
蓮
華
在
水
」
の
悟

り
の
境
地
に
あ
っ
て
、
し
か
も
一
乗
法
華
の
仏
道
、
菩
薩
道
を
求

め
て
止
ま
な
い
「
昼
夜
常
精
進
」
の
永
遠
の
菩
薩
で
あ
る
。

Ｏ
◎
◎
。
。
◎
◎

後
世
、
日
蓮
聖
人
が
上
行
菩
薩
の
自
覚
に
立
っ
て
、
末
法
応
時

の
本
門
の
法
華
仏
教
を
創
唱
さ
れ
た
が
、
こ
の
点
天
台
大
師
よ
り

も
一
層
本
源
的
に
法
華
経
の
精
神
を
悟
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ

か
ろ
う
。
（
未
完
）

十
界
を
心
の
構
造
と
し
て
把
え
る
時
、
四
面
体
と
し
て
考
え
ら

十
界
構
造
論

’
四
面
の
構
造
Ｉ

服

部

即

明

れ
る
こ
と
は
前
回
論
証
し
た
。
今
回
は
交
流
分
析
の
所
見
を
参
照

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
の
特
質
を
述
べ
る
。

１
、
交
流
分
析

エ
リ
ッ
ク
・
バ
ー
ン
が
創
始
し
、
精
神
分
析
の
口
語
版
と
言
わ

れ
る
。
人
格
を
形
づ
く
る
自
我
状
態
を
親
の
心
Ｐ
、
大
人
の
心

Ａ
、
子
供
の
心
Ｃ
の
三
つ
に
分
け
、
更
に
Ｐ
を
保
護
者
的
な
Ｐ
と

偏
見
的
な
Ｐ
と
に
分
け
、
Ｃ
を
自
由
な
Ｃ
と
順
応
し
た
Ｃ
と
に
分

け
る
。
Ａ
は
理
性
と
深
く
関
係
し
て
お
り
、
適
応
性
や
統
合
性
を

持
ち
、
冷
静
な
計
算
に
も
と
づ
い
て
働
く
。
自
我
に
と
っ
て
大
切

な
こ
と
は
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
が
く
っ
つ
い
て
全
体
を
な
す
と
同
時
に
、
そ

れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の

自
我
状
態
の
境
界
に
は
半
透
過
性
の
膜
の
よ
う
な
物
が
あ
り
、
そ

れ
を
通
し
て
一
つ
の
状
態
か
ら
他
の
状
態
に
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

が
移
動
す
る
と
考
え
る
。
一
つ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
自
我
状
態
が

人
格
の
全
体
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
る
状
態
を
「
除
外
」
と
い

う
。
一
つ
の
自
我
状
態
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
他
の
自
我
状
態
に

自
由
に
流
れ
込
む
こ
と
を
「
汚
染
」
と
い
う
。
交
流
の
場
で
自
分

は
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
い
ず
れ
を
向
け
て
い
る
の
か
。
又
彼
は
自
分
に
対
し

て
い
ず
れ
を
向
け
て
来
て
い
る
の
か
を
、
言
葉
や
行
動
か
ら
分
析

し
、
Ａ
に
よ
る
対
処
の
仕
方
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
更
に
深
く
は

ゲ
ー
ム
分
析
、
脚
本
分
析
等
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
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