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に
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て
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そ
の
と
き
釈
尊
は
常
精
進
菩
薩
に
語
っ

た
。
「
も
し
善
男
子
・
善
女
人
が
い
て
、

こ
の
法
華
経
を
持
ち
、
読
み
、
誦
し
、
説

き
、
書
写
す
れ
ば
、
こ
の
人
は
八
百
の
眼

の
功
徳
、
千
二
百
の
耳
の
功
徳
、
八
百
の

鼻
の
功
徳
、
千
二
百
の
舌
の
功
徳
、
八
百

の
身
の
功
徳
、
千
二
百
の
意
の
功
徳
を
得

る
だ
ろ
う
。
こ
の
功
徳
ゆ
え
に
、
六
根
は

清
浄
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
人
は
父
母
よ

り
頂
い
た
肉
眼
で
、
三
千
大
千
世
界
の
あ

ら
ゆ
る
処
、
下
は
阿
鼻
地
獄
か
ら
上
は
有

頂
天
ま
で
、
す
べ
て
の
山
、
川
、
林
、
海

を
見
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
中
の
一
切

の
衆
生
を
見
、
そ
の
因
縁
果
報
の
有
様
を

知
る
だ
ろ
う
。
未
だ
天
眼
を
得
ず
と
も
、

こ
の
人
の
眼
力
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
人
は
千
二
百
の
耳
の
功
徳
を
得

る
だ
ろ
う
。
こ
の
清
浄
な
耳
で
、
三
千
大

千
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
処
、
下
は
阿
鼻
地
獄

か
ら
上
は
有
頂
天
ま
で
す
べ
て
の
音
、
声

を
聞
く
だ
ろ
う
。
山
の
音
、
川
の
音
、
動

物
の
声
、
鐘
や
鈴
の
音
、
歓
び
の
声
、
悲

し
み
の
声
、
怒
り
の
声
、
大
人
の
声
、
子

供
の
声
、
聖
人
の
声
、
凡
夫
の
声
、
天
の

音
、
地
獄
の
音
、
菩
薩
の
声
、
仏
の
声
を

聞
く
だ
ろ
う
。
父
母
よ
り
頂
い
た
耳
で
聞

き
、
知
る
だ
ろ
う
。
こ
の
法
華
経
を
持
つ

も
の
は
、
未
だ
天
耳
を
得
ず
と
も
、
こ
の

人
の
耳
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
人
は
八
百
の
鼻
の
功
徳
を
得
る
だ
ろ

う
。
三
千
大
千
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
処
の
香

り
を
嗅
ぐ
だ
ろ
う
。
様
々
な
天
の
香
り
、

種
々
の
草
花
の
香
り
、
動
物
の
香
り
、
臭

い
香
り
、
香
料
の
香
り
、
宝
玉
の
香
り
、

衆
生
の
香
り
、
男
の
香
り
、
女
の
香
り
、

菩
薩
の
香
り
、
仏
の
香
り
、
あ
ら
ゆ
る
香

り
を
嗅
い
で
、
そ
の
所
在
を
知
る
だ
ろ
う
。

鼻
は
こ
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ

の
法
華
経
を
持
つ
も
の
は
、
未
だ
無
漏
の

法
か
ら
生
ず
る
鼻
を
得
て
い
な
く
と
も
、

こ
の
人
の
鼻
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
人
は
千
二
百
の
舌
の
功
徳
を
得

る
だ
ろ
う
。
渋
い
も
の
も
そ
の
舌
に
の
せ

れ
ば
、
天
の
甘
露
の
よ
う
に
美
味
し
い
も

の
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
舌
で
法
を
説
け

ば
、
心
地
よ
い
声
と
意
を
尽
く
し
た
論
理

と
絶
妙
な
調
子
で
、
大
衆
は
み
な
歓
喜
す

る
だ
ろ
う
。
天
の
眷
属
た
ち
が
法
を
聴
く

た
め
に
来
て
、
敬
い
、
供
養
す
る
だ
ろ
う
。

僧
や
在
家
の
も
の
た
ち
、
国
王
や
大
臣
や

群
臣
た
ち
、
人
々
み
な
来
た
り
て
供
養
す
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
人
は
、
八
百
の
身
の
功
徳

を
得
る
だ
ろ
う
。
清
ら
か
な
身
体
は
瑠
璃
の
よ

う
で
、
三
千
大
千
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
処
、
下
は

阿
鼻
地
獄
か
ら
上
は
有
頂
天
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る

衆
生
の
生
と
死
と
、
優
れ
た
も
の
と
劣
っ
た
も

の
と
、
美
し
い
も
の
と
醜
い
も
の
と
、
幸
福
な

も
の
と
不
幸
な
も
の
と
は
み
な
、
鏡
に
映
る
よ

う
に
、
こ
の
人
の
中
に
現
れ
る
だ
ろ
う
。
僧
た

ち
や
諸
仏
が
説
法
し
て
い
る
情
景
が
、
そ
の
中

に
現
れ
る
だ
ろ
う
。
未
だ
法
性
の
妙
身
が
な
く

と
も
、
こ
の
人
の
身
体
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
人
は
、
千
二
百
の
意
の
功
徳
を
得

る
だ
ろ
う
。
こ
の
清
ら
か
な
意
で
法
を
聴
く
と
、

一
語
一
句
を
理
解
し
、
そ
し
て
法
を
説
け
ば
一

ヶ
月
で
も
四
ヶ
月
で
も
一
年
で
も
続
け
て
、
過

た
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
世
間
に
流
布
す
る
法

華
経
以
外
の
教
説
や
政
治
や
経
済
の
話
を
し

て
も
、
み
な
正
法
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
衆
生
の
心
に
生
ず
る
思
い
、
心
の

動
き
、
心
に
浮
か
ぶ
妄
想
の
こ
と
ご
と
く
を

知
る
だ
ろ
う
。
こ
の
人
の
語
る
こ
と
は
み
な

仏
法
に
適
い
、
真
実
な
ら
ざ
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
法
華
経
を
持
つ
も
の
は
、
意
が
清

く
、
未
だ
無
漏
の
法
を
得
て
い
な
く
と
も
、

こ
の
人
の
意
は
こ
の
よ
う
で
あ
ろ
う
」

釈
尊
は
重
ね
て
こ
れ
を
語
ら
ん
と
し
て
詩

句
を
も
っ
て
唱
え
た
。

法
華
経
と
私
た
ち

第
二
十
回

出
入
り
の
石
材
業
者
か
ら
、
最
近
は
新
し
い
お
墓
を
建
て
る
人
が
少
な
く
、
墓
じ
ま

い
の
依
頼
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
聞
き
ま
す
。

墓
じ
ま
い
の
一
般
的
な
進
め
方
と
し
て
は
、
１
、
親
族
の
同
意
を
得
る
、
２
、
お
墓

の
管
理
者
に
墓
じ
ま
い
の
連
絡
を
す
る
、
３
、
ご
遺
骨
の
受
け
入
れ
先
を
決
め
る
、
４
、

墓
地
が
あ
る
自
治
体
で
改
葬
許
可
証
を
発
行
し
て
も
ら
う
、
５
、
ご
遺
骨
を
取
り
出
す
、

６
、
墓
域
を
更
地
に
し
て
管
理
者
に
返
還
す
る
（
解
体
、
撤
去
費
用
が
必
要
）
な
ど
の

手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
宝
清
寺
で
は
、
近
年
に
お
け
る
お
墓
の
継
承
問
題
の
改

善
策
と
し
て
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
、

を
提
案
し
、
心
お
き
な
く
日
々
を
お
過
ご

し
に
な
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
ご
使
用
の
墓
所
を
「
永
代
供
養
墓
」
と
し
て
残
し
ま
す
。
そ
の
場
合
、

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
永
代
供
養
料
を
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
が
、

そ
の
後
の
管
理
料
は
不
要
で
今
ま
で
ど
お
り
の
墓
参
や
ご
供
養
が
で
き
ま
す
。

今
お
持
ち
の
墓
所
を
撤
去(

解
体
・
撤
去
費
用
が
必
要)

し
、
ご
遺
骨
を

に
改
葬
し
納

め
ま
す
。
い
ず
れ
も
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
い
た
だ
き
、
納
骨
堂
は
永
代

供
養
料
・
樹
木
葬
は
申
し
込
み
費
用
を
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
が
、
管
理
料
は

不
要
で
今
ま
で
ど
お
り
の
墓
参
や
ご
供
養
が
で
き
ま
す
。

管
理
料
は
、
毎
年
、
三
月
末
日
が
納
入
期
限
の
前
納
制
に
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
六
年
度
の
管
理
料
の
納
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
令
和
五
年
度
ま
で
の
管
理

料
が
未
納
の
方
は
、
早
め
に
お
納
め
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

納
入
方
法

※
振
り
込
み
の
場
合
の
振
込
先

銀

行

名

多
摩
信
用
金
庫

秋
川
支
店

口
座
番
号

普
通
預
金

一
五
一
六
二
四
九

受

取

人

宗
教
法
人
宝
清
寺
代
表
役
員

石
井

前
琮

ぜ
ん
そ
う

※
自
動
払
い
込
み
の
場
合
の
手
続
き
方
法

①

自
動
払
い
込
み
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
み
で
す
の
で
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
口

座
を
お
持
ち
の
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

②

自
動
払
い
込
み
ご
希
望
の
場
合
は
、
管
理
寺
務
所
に
指
定
用
紙
を
ご
請
求

頂
き
必
要
事
項
記
入
後
、
最
寄
り
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

③

引
き
落
と
し
は
、
毎
年
四
月
二
十
五
日
に
な
り
ま
す
。

宗
派
に
よ
っ
て
は
「
戒
名
」
と
い
う
言
い
方

で
は
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
で
は

戒
律
が
な
い
た
め
に
「
法
名
（
ほ
う
み
ょ
う
）
」

と
言
い
、
日
蓮
宗
で
は
「
法
号
（
ほ
う
ご
う
）
」

と
言
い
ま
す
。
仏
教
以
外
の
宗
教
に
は
戒
名
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
近
い
も
の
は
あ
り
ま
す
。
神
道
で
は

「
霊
号
（
れ
い
ご
う
）
」
と
言
う
、
亡
く
な
っ
た
人
の
御
霊
（
み

た
ま
）
と
し
て
の
名
前
が
あ
り
ま
す
。

戒
名
の
決
め
方
に
は
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
り
、
日
蓮
宗
で
は

「
院
号
・
院
殿
号
」
○
○
院
の
後
に
、
「
戒
名
」
と
し
て
生
前
の

職
業
・
趣
味
・
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
文
字
な
ど
を
経

典
か
ら
取
り
、
「
日
号
」
日
蓮
聖
人
の
仏
弟
子
と
な
る
こ
と
を
意

味
し
て
、
生
前
の
名
前
の
一
字
を
選
び
、
日
○
と
定
め
、「
位
号
」

男
性
は
大
居
士
・
居
士
・
信
士
、
女
性
は
清
大
姉
・
大
姉
・
信

女
と
定
め
ま
す
。
位
号
は
社
会
的
貢
献
度
・
社
会
的
地
位
・
信

仰
心
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

近
年
、
親
を
亡
く
さ
れ
「
お
寺
の
こ
と
は
親
が
し
て
い
た
の
で
、

全
く
分
か
ら
な
い
の
で
教
え
て
欲
し
い
」
と
相
談
さ
れ
る
方
が
多

く
、
前
号
で
は
卒
塔
婆
の
大
切
さ
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
し
た
が
、

今
回
は
「
戒
名
」
に
つ
い
て
、
戒
名
を
授
け
て
も
ら
う
こ
と
の
意

味
や
授
け
方
に
つ
い
て
解
説
い
た
し
ま
す
。

戒
名
は
、
人
が
亡
く
な
っ
た
後
に
つ
け
る
も
の
だ
と
考
え
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
戒
名
は

本
来
で
あ
れ
ば
生
前
に
授
か
っ
て
お
く
も
の
で
す
が
、
近
年
で
は

亡
く
な
っ
て
か
ら
授
け
ら
れ
る
方
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

故
人
に
戒
名
を
授
け
る
理
由
は
、
出
家
し
て
い
な
い
人
も
戒
名

を
授
け
て
も
ら
い
葬
儀
を
行
う
こ
と
で
、
迷
わ
ず
極
楽
浄
土
に
導

か
れ
る
と
い
う
考
え
か
ら
で
、
亡
く
な
る
と
戒
名
を
授
け
て
も
ら

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
戒
名
は
仏
の
世
界
に
お
け
る

故
人
の
名
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。


