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法
相
宗
の
徳
一
菩
薩
ー
行
基
か
ら
徳
一
へ
唯
識
と
古
密
教
が
つ
な
ぐ
も
の
ー

法
相
宗
の
徳
一
菩
薩
ー
行
基
か
ら
徳
一
へ
唯
識
と
古
密
教
が
つ
な
ぐ
も
の
ー

令
和
六
年
六
月
二
十
九
日(

土)

磐
梯
町
慧
日
寺
資
料
館

徳
一
を
「
一
」
か
ら
学
べ
る
ス
ペ
シ
ャ
ル
歴
史
講
座

法
相
宗
大
本
山
薬
師
寺

主
事
・
唯
識
学
寮
研
究
員

髙
次
喜
勝

上
に
は
菩
提
を
求
め
、
下
に
は
有
情
を
化
す
。
こ
の
智
と
悲
を
発
す
が
故
に
菩
薩
と
名
づ
く
。

う
じ
よ
う

お
こ

（
悟
り
を
求
め
て
向
上
し
、人
び
と
を
導
く
。こ
の
智
慧
と
慈
悲
を
発
揮
す
る
人
を
菩
薩
と
い
う
）

（
慈
恩
大
師
基『
般
若
心
経
幽
賛
』
巻
１
）

本
日
の
お
題（
法
相
宗
・
唯
識
・
古
密
教
・
山
林
修
行
・
斗
藪
・
菩
薩
僧
・
瑜
伽
菩
薩
戒
・
五
姓
各
別
説
）

と
そ
う

ゆ

が

ぼ
さ
つ
か
い

ご
し
よ
う
か
く
べ
つ
せ
つ

霧
の
な
か
の
徳
一
像

■

徳
一
（
と
く
い
つ

徳
溢
、
得
一
）：
生
没
年
不
詳

奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
法
相
宗
の
僧
侶
。
南
都
の
出
身
、
後
に
東
国
に
向
い
、
現
在
の
茨
城

県
や
福
島
県
を
中
心
に
活
動
し
た
。
弘
法
大
師
空
海
や
、
伝
教
大
師
最
澄
と
の
交
流
が
あ
っ
た
。

不
確
定
な
こ
と
だ
ら
け
の
徳
一
。

■

①
生
没
年
と
出
自
・
出
身
に
つ
い
て
（
恵
美
押
勝
子
息
説
は×
）
②
ど
こ
で
修
行
し
た
か
（
東
大
寺
僧
？
）

③
い
つ
東
国
に
趣
い
た
の
か
（
７
７
０
年
頃
か
？
）

④
な
ぜ
東
国
に
趣
い
た
の
か
（
不
明
）

⑤
没
処
と
墓
。（
会
津
県
慧
日
寺
説
・
常
陸
国
中
禅
寺
説
・
い
わ
き
市
入
遠
野
説
）

⑥
な
ぜ
後
継
者
が
い
な
い
の
か
︙
な
ど
な
ど

《
徳
一
関
連
年
表
》
『
南
都
高
僧
伝
』
８
２
４
年
＝
徳
一（
７
６
歳
）説
に
よ
る

７
４
８
（
天
平
２
０
年
）
頃

徳
一
、
誕
生
？

７
６
７
（
神
護
景
雲
元
年
）
最
澄
、
誕
生

７
７
０
（
宝
亀
元
年
）
頃

徳
一
、平
城
京
を
離
れ
、東
国
へ
趣
く
か

７
７
４
（
宝
亀
５
年
）

空
海
、
誕
生

８
０
６
（
大
同
元
年
）

磐
梯
山

噴
火

８
０
７
（
大
同
２
年
）

慧
日
寺
を
建
立
？
（『
慧
日
寺
縁
起
』）

８
１
５
（
弘
仁
６
年
）
空
海
が
徳
一
等
に
書
簡
を
送
り
、
密
教
経
典
の
書
写
を
依
頼
。

８
１
７
（
弘
仁
８
年)

最
澄
が
東
国
を
巡
錫
に
趣
く
。
最
澄
が
徳
一
『
仏
性
抄
』
へ
の
批
判
書
『
照
権
実

じ
ゆ
ん
し
や
く

鏡
』
を
著
す
。（
最
澄
と
の
「
一
三
権
実
論
争
」
の
始
ま
り
）
こ
の
頃
に
は
会
津
に
定
住
か
？

い
ち
さ
ん
ご
ん
じ
つ
ろ
ん
そ
う

８
２
１
（
弘
仁
１
２
年
）
最
澄
没
。（「
一
三
権
実
論
争
」
の
終
焉
）

こ
の
頃
、
徳
一
は
『
真
言
宗
未
決
文
』
を
著
す
か

８
２
４
（
天
長
元
年
）
徳
一
（
７
６
歳
）、
常
陸
国
に
中
禅
寺
建
立
？
（『
南
都
高
僧
伝
』）

法
相
宗
の
徳
一

■

法
相
宗
と
は
、
イ
ン
ド
仏
教
に
お
い
て
、
３
～
４
世
紀
こ
ろ
に
興
っ
た
大
乗
思
想
「
唯
識
」
を
中
心
と
す

る
宗
派
。
唯
識
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
唯
（
た
）
だ
識
す
な
わ
ち
こ
こ
ろ
の
は
た
ら
き
で
表
さ
れ
た
仮
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の
存
在
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
唯
心
論
。〈
般
若
経
〉
に
説
か
れ
る
空
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
空
を
虚

無
主
義
と
と
ら
え
る
傾
向
を
是
正
し
よ
う
と
、
ヨ
ー
ガ
の
実
践
を
好
む
人
び
と
に
よ
っ
て
説
か
れ
、〈
あ
ら

ゆ
る
存
在
は
心
が
つ
く
り
出
し
た
影
像
に
す
ぎ
な
い
〉
と
い
う
禅
定
体
験（
瞑
想
実
践
）に
基
づ
く
。

ぜ
ん
じ
よ
う

テ
キ
ス
ト
は
弥
勒
菩
薩
『
瑜
伽
師
地
論
』
や
『
成
唯
識
論
』。

ゆ

が

し

じ
ろ
ん

じ
よ
う
ゆ
い
し
き
ろ
ん

唯
識
は
弥
勒
菩
薩
・
無
著
（
ア
サ
ン
ガ
）・
世
親
（
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
）→
玄
奘
三
蔵
（
６
０
２
ー
６
６
４
）、

む
ぢ
や
く

せ
し
ん

そ
の
弟
子
の
慈
恩
大
師
基
（
６
３
２
ー
６
８
２
）
に
よ
っ
て
法
相
宗
の
完
成
を
み
た
。
日
本
に
は
玄
奘
に

師
事
し
た
飛
鳥
寺
の
道
昭
が
６
５
３
年
に
は
じ
め
て
伝
え
、
そ
の
後
、
７
１
７
年
、
興
福
寺
の
玄
昉
が
興

福
寺
に
伝
え
た
。

※
唯
識
は
大
乗
仏
教
の
新
し
い
思
想
、
釈
尊
の
教
え
や
中
観
思
想
を
基
底
に
す
る
（
だ
か
ら
難
し
そ
う
）

２
つ
の
系
統
の
法
相
宗

■
南
寺
伝（
元
興
寺
系
法
相
宗
）︙
６
５
３
年
、飛
鳥
寺
道
昭
（
６
２
９
ー
７
０
０
）
が
伝
え
た
こ
と
に
始
ま
る

□

南
寺
の
六
祖

①
道
昭
（
飛
鳥
寺
）
②
行
基（
薬
師
寺
）
③
勝
虞
（
元
興
寺
）

④
護
命（
元
興
寺
）
⑤
仲
継
（
薬
師
寺
）

⑥
明
詮
（
元
興
寺
）

※
元
興
寺
・
薬
師
寺
系
法
相
宗
。
玄
奘
三
蔵
直
系
が
ウ
リ
。
学
問
と
修
行
を
両
立
で
悟
り
を
目
指
そ
う
！

北
寺
伝（
興
福
寺
系
法
相
宗
）︙
７
１
７
年
、興
福
寺
玄
昉（
？
ー
７
４
６
）
が
伝
え
た
こ
と
に
始
ま
る

□

北
寺
の
六
祖

①
行
賀

②
玄
賓

③
玄
昉

④
善
珠

⑤
常
騰

⑥
信
叡

※
法
相
専
学
。
玄
昉
は
大
成
し
た
法
相
宗
を
将
来
。
と
に
か
く
学
問
を
す
る
こ
と
で
悟
り
を
目
指
そ
う
！

徳
一
は
ど
ち
ら
の
系
統
に
属
す
る
の
か
？
推
測
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
が
︙

史
料
か
ら
み
た
徳
一

空
海
か
ら
み
た「
徳
一
」
と
い
う
人（『
高
野
雑
筆
集
』
よ
り
）

□
空
海
の
書
簡
（
弘
仁
６
年
８
１
５
年
）「
陸
州
徳
一
菩
薩
」
宛

□
空
海
が
東
国
の
有
力
者
に
対
し
て
自
身
が
持
ち
帰
っ
た
密
教
経
典
の
書
写
を
依
頼
す
る
書
簡
の
ひ
と
つ
。
同

様
の
書
簡
（
文
面
は
異
な
る
）
は
徳
一
の
ほ
か
「
下
野
国
広
智
禅
師
」「
某
阿
闍
梨
」「
万
徳
菩
薩
」「
甲
斐
国

守
藤
原
真
川
」「
常
陸
国
守
藤
原
福
当
麻
呂
」
等
、
少
な
く
と
も

名
に
送
っ
て
い
る
。

11

摩
騰
遊
ば
ず
ん
ば
振
旦
は
久
し
く
聾
し
、
康
会
至
ら
ず
ん
ば
呉
人
は
長
く
瞽
す
。

ま
と
う

し
ん
た
ん

ろ
う

こ
う
え

め
し
い

聞
く
な
ら
く
徳
一
菩
薩
は
戒
珠
は
氷
玉
の
如
く
智
海
は
泓
澄
た
り
。
斗
藪
し
て
京
を
離
れ
、
錫
を
振
る
い

こ
う
ち
よ
う

と
そ
う

し
や
く

て
東
往
す
。
始
め
て
法
幢
を
建
て
衆
生
の
耳
目
を
開
示
し
、
大
い
に
法
螺
を
吹
き
て
萬
類
の
仏
種
を
発
暉

ほ
う
ど
う

し
ゆ
じ
よ
う

ほ
う
ら

ほ
つ
き

せ
し
む
︙
あ
あ
、
伽
梵
の
慈
月
は
水
に
あ
れ
ば
影
を
現
し
、
薩
埵
の
同
事
何
れ
の
趣
に
か
到
ら
ざ
ら
ん
や
。

が
ぼ
ん

じ
げ
つ

さ
つ
た

い
ず

し
ゆ

︙
陸
州
徳
一
菩
薩

（
空
海
『
高
野
雑
筆
集
』
巻
上
）

法
前

（
も
し
も
迦
葉
摩
騰
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
来
な
け
れ
ば
、
仏
法
も
ま
た
伝
わ
る
こ
と
な
く
、
中
国
の
人
々

か
し
よ
う
ま
と
う

は
久
し
く
仏
教
の
教
え
を
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
ま
た
康
僧
会
が
呉
の
国
に
至
ら
な
け
れ
ば
、

こ
う
そ
う
え

呉
人
も
な
が
く
暗
闇
の
生
涯
を
お
く
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
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伝
え
聞
く
所
に
よ
れ
ば
、徳
一
菩
薩
、あ
な
た
は
戒
律
を
守
る
こ
と
は
恰
も
氷
玉
の
よ
う
に
清
ら
か
で
、智

あ
た
か

慧
は
海
の
よ
う
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
人
物
と
う
か
が
っ
て
お
り
ま
す
。
塵
労
（
煩
悩
）
を
は
ら
っ
て
都
を

じ
ん
ろ
う

離
れ
て
、教
化
の
錫
杖
を
振
る
っ
て
東
に
お
も
む
か
れ
ま
し
た
。
か
の
地
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
仏
法
の
旗

を
た
な
び
か
せ
衆
生
の
耳
目
を
ひ
ら
か
せ
、
法
螺
貝
を
吹
く
が
如
く
大
い
に
説
法
し
多
く
の
人
び
と
の
仏
の

種
子
を
奮
い
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
水
面
に
如
来
の
慈
悲
の
月
影
が
映
る
よ
う
に
、
菩
薩
が
六
趣
の
い

し
ゆ
う
じ

ず
れ
で
も
場
所
を
選
ば
ず
行
か
れ
る
か
の
よ
う
で
す
。
︙
陸
州
徳
一
菩
薩
さ
ま

）『
高
野
雑
筆
集
』

御
前

※
迦
葉
摩
騰
（
１
世
紀
）
は
後
漢
時
代
の
印
度
人
僧
。
初
め
て
中
国
に
仏
典
を
も
た
ら
し
た
。

か
し
よ
う
ま
と
う

※
康
僧
会
（
３
世
紀
）
は
三
国
時
代
の
訳
経
僧
。
は
じ
め
て
呉
国
に
仏
教
を
も
た
ら
し
た
。

こ
う
そ
う
え

空
海
の
書
簡
か
ら
み
え
る
と
こ
ろ

①
徳
一
は
東
国
で
写
経
を
し
て
く
れ
そ
う
な
人
材
で
あ
っ
た
こ
と

②
中
国
な
ら
迦
葉
摩
騰
や
康
僧
会
と
匹
敵
す
る
く
ら
い
東
国
仏
教
の
パ
イ
オ
ニ
ア

③
戒
律
を
守
り
、智
慧
が
す
ぐ
れ
た
人
物
だ
と「
聞
い
て
い
る
（
聞
く
な
ら
く
）」
←
面
識
は
な
い

④
斗
藪
し
て
奈
良
を
離
れ
て
東
国
に
趣
い
た
人
で
あ
る

⑤「
始
め
て
」東
国
に
仏
教
を
伝
え
弘
め
て
、人
び
と
の
「
仏
種
（
仏
と
な
る
種
子
）」
を
起
こ
し
た

徳
一
が
法
を
説
く
場
所
が
多
く
あ
っ
た
＝
寺
院
の
草
創

⑥
そ
の
功
績
は
、
如
来
の
化
身
の
よ
う
で
あ
り
、ま
た
菩
薩
の
行
い
で
あ
る
。「
徳
一
菩
薩
」
と
い
う
呼
称

最
澄
か
ら
見
た「
徳
一
」
と
い
う
人（
一
三
権
実
論
争
『
守
護
国
界
章
』『
法
華
秀
句
』『
照
権
実
鏡
』）

□

①
す
な
わ
ち
奧
州
会
津
県
に
溢
和
上
有
り
。
法
相
の
鏡
に
執
し
、
八
識
の
面
を
鑑
み
て
、
唯
識
の
炬

あ
い
づ
あ
が
た

い
つ
わ
じ
よ
う

お
も
て

か
が
り
び

を
挙
げ
て
、
六
境
の
闇
を
照
ら
す
。
忽
か
に
『
中
辺
義
鏡
』
三
巻
を
造
り
て
盛
ん
に
天
台
法
華
の
義
を
破

か
か

に
わ

す
。
披
い
て
章
句
を
閲
す
る
に
、
麁
語
や
や
も
多
く
し
て
、
自
ら
中
主
と
称
し
て
、『
法
苑
』
の
文
を
似
せ

ひ
ら

け
み

そ

ご

ほ
う
お
ん

て
、
天
台
を
凡
公
と
す
。
下
情
測
り
が
た
し
。（
最
澄
『
守
護
国
界
章
』
巻
上
之
上
）

（
す
な
わ
ち
奥
州
会
津
県
に
い
る
徳
溢
和
上
は
法
相
宗
の
教
え
に
照
ら
す
こ
と
に
執
著
し
て
、
八
識
の
顔
の

み
を
鑑
み
て
、
唯
識
の
松
明
を
か
か
げ
て
、
六
境
の
闇
を
照
ら
し
て
い
る
。
急
に
『
中
辺
義
鏡
』
３
巻
を
著

し
て
、
盛
ん
に
天
台
の
教
え
を
批
判
し
て
い
る
。
ひ
ら
い
て
文
句
を
読
ん
で
み
た
が
、
粗
言
も
多
い
う
え
、

自
分
〔
法
相
〕
を
中
主
と
呼
び
、
慈
恩
大
師
『
大
乗
法
苑
義
林
章
』
を
ま
ね
て
、
天
台
大
師
智
顗
を
「
凡
公
」

と
し
て
い
る
。
下
々
の
心
と
は
測
り
が
た
い
も
の
だ
）
←
慈
恩
大
師
は
「
凡
公
」
と
は
い
う
て
な
い
︙

②
唐
朝
の
法
将
は
、親
し
く
三
藏
に
聞
き
て
深
く
権
実
を
決
し
、歴
代
の
翻
経
證
義
を
預
か
り
国
匠
と
す
。

ほ
ん
ぎ
よ
う
し
よ
う
ぎ

麁
食
者
は
、
弱
冠
に
し
て
都
を
去
り
、
久
し
く
一
隅
に
居
す
。
何
ぞ
蟷
螂
肘
を
も
っ
て
抗
い
、
忽
か
に
ゆ

そ
じ
か
し
や

じ
や
つ
か
ん

い
ち
ぐ
う

き
よ

る
が
せ
に
一
乗
の
輪
を
拒
む
や
。
誰
ぞ
智
者
あ
ら
ん
や
。
憐
愍
せ
ざ
ら
ん
、
汝
を
や
。（『
守
護
国
界
章
』

れ
ん
み
ん

巻
下
之
中
）

（
唐
の
法
将
（
高
僧
）
は
三
蔵
（
翻
訳
者
）
に
親
し
く
な
ら
っ
て
権
（
方
便
）
と
実
（
真
実
）
を
み
き
わ
め
、

歴
代
の
翻
訳
の
證
義
を
つ
と
め
た
国
匠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
麁
食
者
（
徳
一
）
は
若
く
し
て
都
を
去
っ
て
、

長
ら
く
一
隅
に
住
ん
で
い
る
。
ど
う
し
て
カ
マ
キ
リ
が
一
乗
の
車
輪
に
抵
抗
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
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智
慧
あ
る
人
だ
ろ
う
。
憐
れ
む
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
な
た
が
ね
。）
←
「
弱
冠
」
と
は
２
０
歳
の
こ
と

③
其
れ
悪
法
相
師
は
、
法
華
経
に
執
し
て
権
密
の
説
、
方
便
の
説
、
随
他
意
の
説
、
引
摂
の
説
、
体
狡
の

い
ん
じ
よ
う

説
と
人
を
謗
り
法
を
謗
る
こ
と
、
昼
夜
に
息
ま
ず
。（『
照
権
実
鏡
』）

（
そ
も
そ
も
、
悪
法
相
師
（
徳
一
）
は
法
華
経
に
執
着
し
て
、
仮
の
説
や
方
便
（
手
段
と
し
て
）
の
説
、
仏

意
と
は
異
な
る
説
、
少
分
の
説
、
こ
す
い
説
で
あ
る
。
人
を
け
な
し
、
教
え
を
た
ば
か
っ
て
い
る
こ
と
は
昼

夜
も
や
む
こ
と
が
な
い
。）

短
翮
者（
徳
一
）の
師
資
相
承
に
つ
い
て

た
ん
か
く
し
や

□

若
し
は
短
翮
（
徳
一
）、
師
説
を
稟
け
る
な
ら
ば
、
未
だ
師
師
の
日
本
に
伝
う
を
知
ら
ず
。

も

う

若
し
は
道
昭
お
よ
び
智
通
と
言
わ
ば
、
古
記
の
中
に
そ
の
文
を
示
せ
。

若
し
は
古
徳
の
所
伝
の
語
と
い
わ
ば
、
後
の
学
者
を
信
ぜ
し
む
る
に
足
ら
ず
。

若
し
は
比
蘇
（
神
叡
）
お
よ
び
義
淵
と
言
わ
ば
、
自
然
智
の
宗
は
禀
く
る
と
こ
ろ
な
し
。
短
翮
、
何
ぞ
禀

ひ

そ

じ
ん
え
い

く
る
こ
と
有
り
と
言
う
や
。

短
翮
、
若
し
自
ら
悟
る
所
と
言
わ
ば
、
早
く
速
か
に
こ
の
邪
見
を
捨
離
せ
よ
。
寧
ん
ぞ
名
利
の
た
め
に
聖

釈
を
破
る
也
。（『
法
華
秀
句
』
巻
上
末
）

（
も
し
短
翮
者
（
徳
一
）
が
、
師
匠
の
説
を
受
け
た
と
い
う
な
ら
ば
、
私
は
誰
が
師
資
相
承
し
て
日
本
に
伝

え
た
か
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

も
し
も
道
昭
や
智
通
が
（
唐
か
ら
）
伝
え
た
説
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
記
述
を
示
せ
。

も
し
も
彼
ら
（
入
唐
僧
）
じ
ゃ
な
い
説
な
ら
ば
、
後
世
の
学
者
が
信
用
す
る
に
は
足
り
な
い
。

も
し
も
比
蘇
寺
神
叡
や
義
淵
の
説
と
い
う
な
ら
ば
、
彼
ら
は
自
然
智
を
宗
と
す
る
の
で
、
誰
か
か
ら
受
け
た

ひ

そ

じ
じ
ん
え
い

じ
ね
ん
ち

わ
け
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
徳
一
は
「
教
え
を
受
け
た
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
も
短
翮
者
（
徳
一
）
が
自
ら
悟
っ
た
説
だ
と
い
う
な
ら
、
邪
見
は
す
み
や
か
に
捨
て
な
さ
い
。
ど
う
し

て
名
利
の
た
め
に
聖
教
（
経
典
）
に
そ
む
く
の
か
）

道
昭
（
６
２
９
ー
７
０
０
）
︙
玄
奘
三
蔵
の
直
弟
子
。
６
５
３
年
に
入
唐
。

智
通
︙
６
５
８
年
に
智
達
と
と
も
に
入
唐
。
玄
奘
三
蔵
に
師
事
し
「
無
性
衆
生
義
」
を
伝
え
た
と
い
う
。

む
し
よ
う
し
ゆ
じ
よ
う
ぎ

比
蘇
寺
神
叡
（
？
ー
７
３
７
）
︙
飛
鳥
寺
僧
、
義
淵
の
弟
子
か
。
吉
野
比
蘇
寺
に
隠
棲
し
自
然
智
を
得
た
。

義
淵
（
６
４
３
ー
７
２
８
）
︙
飛
鳥
寺
で
学
び
、
飛
鳥
・
吉
野
に
寺
院
を
建
立
。

自
然
智
︙
山
林
斗
藪
な
ど
の
修
行
体
験
の
な
か
で
悟
り
え
た
智
慧
を
指
す
か
。

①
印
度
・
唐
・
日
本（
畿
内
）の
延
長
線
上
に
あ
る
東
国
会
津

②
法
相
宗
の
学
僧
徳
一
と
対
峙
す
る
最
澄

③
徳
一
は
誰
の
弟
子
な
の
か
、当
時
の
畿
内
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。（
そ
も
そ
も
）

空
海
は
「
陸
州
徳
一
菩
薩
」
と
い
い
、最
澄
は
「
麁
食
者
」「
悪
法
相
師
」
と
呼
ぶ
。こ
の
差
は
な
に
な
の
か
︙
。

菩
薩
僧
徳
一
は
会
津
に
な
に
を
も
た
ら
し
た
か
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「
菩
薩
」
と
し
て
の
徳
一

□

「
菩
薩
僧
」
︙
諸
国
を
巡
鈴
し
、
在
地
の
知
識
と
結
び
、
支
持
者
を
先
導
し
て
、
写
経
・
土
木
工
事
・
梵

宇
草
創
な
ど
、
利
他
行
と
し
て
の
活
動
を
な
す
。（
速
見
侑
氏
）

民
衆
布
教
・
救
済
事
業
・
地
域
の
先
導
者
を
菩
薩
と
呼
称
す
る
事
例
＝
行
基
菩
薩
・
舎
利
菩
薩
な
ど

山
林
修
行
者
を
菩
薩
と
呼
称
す
る
事
例
＝
金
鷲
菩
薩
・
寂
仙
菩
薩
・
永
興
禅
師(

南
菩
薩)

な
ど

徳
一
開
基
の
寺
院
や
由
縁
処

□

調
査
の
結
果
、
一
九
四
ヶ
寺
が
徳
一
建
立
・
中
興
の
伝
承
を
持
っ
て
い
る
。

福
島
（
一
三
九
）
茨
城
（
四
四
）
山
形
（
四
）
宮
城
（
二
）
新
潟
（
一
）
栃
木
（
三
）
群
馬
（
一
）

空
海
か
ら
の
書
状
が
届
い
た
頃
に
は
会
津
を
中
心
に
布
教
。
東
国
に
は
山
林
修
行
者
が
た
く
さ
ん
！

徳
一
の
本
拠
地
は
？

□

東
土
恵
日
寺
の
徳
溢
法
師
は
、
天
台
を
破
さ
ん
が
為
に
、
多
く
章
疏
を
造
す
。（
安
然
『
教
時
諍
論
』）

徳
一
の
墓

徳
一
の
肖
像
の
数
々

□

・
徳
一
の
墓
・
供
養
塔
な
ど
は
福
島
・
茨
城
両
県
に
存
在
し
て
い
る
。

①
恵
日
寺
徳
一
廟
（
磐
梯
町
）
②
観
音
寺

供
養
塔
（
本
宮
市
）

③
徳
一
大
師
入
定
所
（
い
わ
き
市
遠
野
町
）
④
筑
波
山
寺
（
破
却
か
）

そ
の
他
、
各
地
に
徳
一
大
師
像
と
伝
わ
る
像
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
多
く
が
中
世
以
降

（
特
に
江
戸
時
代
）
に
造
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。
近
世
・
近
代
ま
で
信
仰
を
集
め
続
け
る
徳
一
。

行
基
菩
薩
の
例

■
行
基（
６
６
８
ー
７
４
９
）は
何
を
し
た
？

①
瑜
伽
論
を
学
習
し
修
得
し
た

→
法
相
宗
の
教
え
を
ま
な
ぶ

②
律
令
仏
教（
国
家
統
制
仏
教
）か
ら
の
脱
却

→
在
野
し
、民
衆
に
寄
り
添
う

り
つ
り
よ
う

③
社
会
事
業（
開
拓
・
築
池
・
架
橋
・
修
堤
・
造
路
・
築
港
な
ど
）
→
民
衆
の
暮
ら
し
を
改
善
す
る

④
寺
院
の
建
立（
社
会
福
祉
活
動
の
拠
点
・
修
行
の
場
所
に
な
る
四
十
九
院
を
建
立
）
→
民
衆
教
化
活
動

⑤
民
衆
か
ら
菩
薩
と
呼
称
さ
れ
る

→
民
衆
の
帰
依
・
知
識
結
の
集
合

⑥
東
大
寺
盧
舎
那
仏
の
造
立
の
た
め
の
勧
進

⑦
大
僧
正
の
位
を
受
け
る

⑧
天
皇
・
皇
后
・
皇
太
后
に
「
菩
薩
戒
」
を
授
け
る

→
天
皇
に
瑜
伽
菩
薩
戒（
三
聚
浄
戒
）
を
授
け
る

さ
ん
じ
ゆ
じ
よ
う
か
い

（
髙
次
説
）
④
行
基
建
立
の
寺
院
に
は
２
つ
の
意
志
が
あ
る

Ａ
，池
や
橋
、道
路
、港
な
ど
の
管
理
・
救
済
の
た
め
の
寺
院

Ｂ
，
喧
噪
か
ら
離
れ
た
場
所
に
あ
る
「（
弱
）山
林
寺
院
」

→
平
城
京
（
喧
噪
）
か
ら
徒
歩
で
半
日
以
内
の
場
所
か
つ
街
道
か
ら
入
っ
た
山
中
（
生
駒
山
・
矢
田
山
な
ど
）

慧
日
寺
の
場
所
は
「（
弱
）山
林
寺
院
」に
近
し
い
の
で
は
な
い
か
。
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法
相
宗
と
山
林
修
行

護
命
僧
正
の
例

ご
み
よ
う

■
護
命
（
７
５
０
ー
８
３
４
）
は
美
濃
国
各
務
郡
の
出
身
。
元
興
寺
万
耀
・
勝
虞
に
師
事
し
て
法
相
唯
識
を
学

び
、
大
僧
都
、
僧
正
を
歴
任
す
る
。
最
澄
の
比
叡
山
大
乗
戒
壇
設
置
に
つ
い
て
は
南
都
仏
教
を
代
表
し
て
異

を
唱
え
た
。
空
海
は
護
命
の
８
０
歳
の
祝
い
に
漢
詩
を
お
く
っ
て
い
る
。

（
護
命
僧
正
は
）
年
十
五
に
し
て
元
興
寺
万
耀
大
法
師
を
以
て
依
止
と
な
し
、
吉
野
山
に
入
り
て
苦
行
す
。

え

じ

十
七
に
し
て
得
度
し
、
す
な
わ
ち
同
寺
の
勝
虞
大
僧
都
に
就
き
て
法
相
大
乗
を
学
習
す
る
也
。
月
の
上
半

は
深
山
に
入
り
て
、
虚
空
蔵
法
を
修
し
、
下
の
半
は
本
寺
に
在
す
。（『
続
日
本
後
紀
』
巻
三
・
承
和
元
年

こ
く
う
ぞ
う
ほ
う

（
８
３
４
）
９
月
１
１
日
条
）

※
護
命
は
、
吉
野
山
に
籠
も
っ
て
修
行
。
１
ヶ
月
の
前
半
は
山
林
で
虚
空
蔵
菩
薩
の
求
聞
持
法
を
行
い
、
後

ぐ
も
ん
じ
ほ
う

半
は
本
寺
（
元
興
寺
？
）
で
生
活
を
し
て
い
た
。

・
弘
法
大
師
空
海
の
真
言
宗（
８
１
０
年
）以
前
の
密
教
が「
古
密
教
」（
雑
密
）奈
良
朝
の
密
教

こ
み
つ
き
よ
う

ぞ
う
み
つ

・
純
密
は
主
尊
を
大
日
如
来
と
す
る
が
、古
密
教
で
は
特
定
の
主
尊
を
決
め
る
こ
と
は
な
い
。

・
主
尊
は
、薬
師
如
来
・
変
化
観
音（
十
一
面
観
音
・
千
手
観
音
・
馬
頭
観
音
な
ど
）・
虚
空
蔵
菩
薩
・
吉
祥
天

な
ど
の
現
世
利
益
の
傾
向
の
強
い
諸
尊
。

・
古
密
教
で
は
山
中
に
籠
も
っ
て
斗
藪
し
「
陀
羅
尼
」
を
用
い
る
修
行
者
が
施
療
や
呪
詛
を
行
っ
た
。

と
そ
う

だ

ら

に

・
古
密
教
の
修
法
が「
悔
過
作
法
」
特
に
薬
師
悔
過
・
十
一
面
観
音
悔
過
は
代
表
格

け

か

勝
常
寺
薬
師
如
来
・
十
一
面
観
音
・
伝
虚
空
蔵
菩
薩
（
吉
祥
天
）
や
上
宇
内
薬
師
堂
薬
師
如
来
・
吉
祥
天
（
会
津

美
里
町
）な
ど
は
古
密
教
の
影
響
の
中
で
像
造
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

★
恵
日
寺
蔵「
白
銅
三
鈷
杵
」こ
そ
古
密
教
の
遺
品

は
く
ど
う
さ
ん
こ
し
よ

法
相
宗
の
戒
律「
瑜
伽
菩
薩
戒
」の
三
聚
浄
戒

■
『
瑜
伽
師
地
論
』で
は
三
聚
浄
戒
と
い
う
３
つ
の
戒
律
が
説
か
れ
る

さ
ん
じ
ゆ
じ
よ
う
か
い

□

①
律
儀
浄
戒

→
悪
を
為
さ
な
い
た
め
の
基
礎
的
な
戒
律
（
比
丘
二
百
五
十
戒
・
十
善
戒
・
八
斎
戒
な
ど
）

び

く

②
摂
善
法
戒

→
善
い
行
い
を
励
ま
す
た
め
の
戒
（
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
戒
律
で
は
な
い
）

し
よ
う
ぜ
ん
ぽ
う
か
い

③
饒
益
有
情
戒
→
菩
薩
が
有
情（
生
き
と
し
生
け
る
物
）に
豊
か
に
す
る
た
め
の
戒
。
利
他
の
戒

に
よ
う
や
く
う
じ
よ
う
か
い

《
饒
益
有
情
戒
》
『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
４
０
よ
り

①
菩
薩
は
人
び
と
に
有
益
な
事
業
を
協
力
し
て
手
伝
う
。病
者
が
あ
れ
ば
看
護
し
て
あ
げ
る
。

②
菩
薩
は
人
び
と
の
た
め
に
正
し
い
法
要
（
教
え
の
か
な
め
）
を
説
い
て
、理
解
さ
せ
る

③
菩
薩
は
恩
を
知
り
、
ち
ゃ
ん
と
報
恩
の
行
を
す
る

④
菩
薩
は
人
び
と
に
王
賊
・
虎
狼
・
魑
魅
・
水
火
の
難
（
天
災
・
人
災
）
が
あ
る
と
き
救
護
を
お
こ
な
う

⑤
菩
薩
は
財
産
や
親
属
を
失
っ
た
人
び
と
の
憂
い
を
と
り
の
ぞ
く

⑥
菩
薩
は
資
財
を
も
た
な
い
人
び
と
に
生
活
用
品
な
ど
を
提
供
す
る

⑦
菩
薩
は
人
び
と
に
よ
り
ど
こ
ろ
を
与
え
て
指
導
を
す
る
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⑧
菩
薩
は
世
間
の
求
め
が
あ
れ
ば
世
間
づ
き
あ
い
し
、
人
び
と
と
会
話
し
て
飲
食
を
受
け
る

⑨
菩
薩
は
目
標
を
示
し
て
奮
い
立
た
せ
学
問
へ
と
導
く

⑩
菩
薩
は
過
失
を
犯
し
た
人
び
と
を
立
ち
直
ら
せ
よ
う
と
努
力
す
る

⑪
菩
薩
は
神
通
力
な
ど
の
方
便（
手
段
）を
用
い
て
地
獄
な
ど
の
悪
趣
を
見
せ
て
正
し
い
道
を
教
え
る

五
姓
各
別
説
ー
心
の
な
か
に
仏
は
あ
る
の
か
ー

菩
薩
の
本
有
無
漏
種
子（
仏
に
成
る
こ
と
が
で
き
る
種
子
）
を
持
っ
て
い
る
か
？

ほ
ん
ぬ

む

ろ
し
ゆ
う
じ

□
経
験
記
憶（
種
子
）を
た
め
て
お
く
深
層
意
識（
第
八
阿
頼
耶
識
）に
無
漏
種
子
が
あ
る
か
ど
う
か
。

し
ゆ
う
じ

あ

ら

や
し
き

□
①
菩
薩
定
姓

菩
薩
の
種
子
だ
け
を
持
つ
人

＝

成
仏
確
定

ぼ
さ
つ
じ
よ
う
し
よ
う

②
独
覚
定
姓

独
覚
（
縁
覚
）
の
種
子
だ
け
を
持
つ
人

＝

独
覚
（
縁
覚
）
の
悟
り
が
確
定
→
成
仏
不
可

ど
つ
か
く
じ
よ
う
し
よ
う

え
ん
が
く

③
声
聞
定
姓

声
聞
の
種
子
だ
け
を
持
つ
人

＝

声
聞
の
悟
り
が
確
定
→
成
仏
不
可

し
よ
う
も
ん
じ
よ
う
し
よ
う

④
不
定
姓

①
・
②
・
③
の
種
子
を
あ
わ
せ
て
持
つ
人

＝

菩
薩
の
種
子
を
持
つ
場
合
の
み
成
仏
可
能

ふ
じ
よ
う
し
よ
う

⑤
無
性
有
情

①
・
②
・
③
の
い
ず
れ
の
種
子
も
持
た
な
い
人

＝

い
ず
れ
の
悟
り
に
も
到
ら
な
い

む
し
よ
う
う
じ
よ
う

★
天
台
と
法
相
徳
一
は
教
え
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
？

五
姓
各
別
説
の
弱
み
＝
差
別
主
義
的
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
・
私
は
ど
う
な
ん
で
す
か
？
と
聞
か
れ
る
辛
さ

一
乗
思
想
の
落
と
し
穴
＝
一
乗
だ
か
ら
と
修
行
し
な
け
れ
ば
仏
性
を
有
し
て
い
な
い
の
と
一
緒
。

菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
覚
悟
し
た
徳
一
に
と
っ
て
布
教
や
救
済
の
妨
げ
に
五
姓
各
別
は
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

《
む
す
び
に
》
現
代
も
語
ら
れ
る
「
東
土
の
徳
一
」

慈
恩
会
竪
義
問
答
『
五
種
姓
義
短
釈
』
よ
り
「
大
悲
闡
提
」

じ
お
ん
ね

り
ゆ
う
ぎ

ご
し
ゆ
し
よ
う
ぎ
た
ん
じ
や
く

だ
い
ひ
せ
ん
だ
い

■
大
悲
闡
提
（
観
音
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
な
ど
）
は
「
す
べ
て
の
有
情
が
成
仏
す
る
ま
で
は
私
は
成
仏
し
な
い
」

と
い
う
誓
い
を
た
て
て
お
ら
れ
る
が
、
も
し
無
性
有
情
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
観
音
・
文
殊
は
成
仏
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
設
問
。

そ
の
な
か
で
「
南
寺
の
護
命
、
東
土
の
徳
一
、
音
羽
の
明
詮
、
清
水
の
上
綱
、
是
等
の
先
徳
み
な
不
成
佛
の

傳
え
」
と
登
場
す
る
徳
一
菩
薩

１
２
０
０
年
た
っ
た
現
代
に
も
生
き
続
け
て
い
る
徳
一
菩
薩

法
相
宗
の
徳
一
と
し
て
の
魅
力

菩
薩
僧
の
徳
一
と
し
て
の
魅
力

徳
一
が
し
た
か
っ
た
こ
と
は
な
に
か
。
仏
教
を
伝
え
る
場
所
・
仏
縁
を
増
や
す
こ
と
。

徳
一
菩
薩
の
気
持
ち
に
な
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。



勝道上人
735-817

円仁（天台）794-864

道忠・広智
（鑑真門下・天台）

徳一菩薩
748？-824-？

万巻上人
？-757-？

道昭僧都
629-700

行基菩薩
668-749

行基集団？

泰澄上人
682-767


	　 　霧のなかの徳一像
	　 不確定なことだらけの徳一。
	　 　法相宗の徳一
	　 ２つの系統の法相宗
	　 　 南寺伝（元興寺系法相宗）…６５３年、飛鳥寺道昭（６２９ー７００）が伝えたことに始まる
	　 　 北寺伝（興福寺系法相宗）…７１７年、興福寺玄昉（？ー７４６）が伝えたことに始まる


	　史料からみた徳一
	　 　 空海からみた「徳一」という人（『高野雑筆集』より）
	　 　 空海の書簡（弘仁６年８１５年）「陸州徳一菩薩」宛
	　 　 最澄から見た「徳一」という人（一三権実論争 『守護国界章』『法華秀句』『照権実鏡』）
	　 　 短?者（徳一）の師資相承について


	　菩薩僧 徳一は会津になにをもたらしたか
	　 　 「菩薩」としての徳一
	　 　 徳一開基の寺院や由縁処
	　 　  徳一の本拠地は？　
	　 　 徳一の墓　徳一の肖像の数々

	　  行基菩薩の例
	　 法相宗と山林修行　護命僧正の例
	　 法相宗の戒律「瑜伽菩薩戒」の三聚浄戒
	　 　 『瑜伽師地論』では三聚浄戒という３つの戒律が説かれる


	五姓各別説ー心のなかに仏はあるのかー
	　 　 菩薩の本有無漏種子（仏に成ることができる種子）を持っているか？
	　 　 経験記憶（種子）をためておく深層意識（第八 阿頼耶識）に無漏種子があるかどうか。


	《むすびに》現代も語られる「東土の徳一」
	　 慈恩会 竪義問答『五種姓義短釈』より「大悲闡提」
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