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釈
尊
は
一
代
五
十
年
の
説
教
の
中
で
法
華
経
に
説
く
と
こ
ろ
を
仏
教
の
至
極
と
し
、
此
の
経
典
を
、
真
実
に
し 

 
 

 

て
最
第
一
と
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
法
華
経
の
中
に
於
て
、
釈
尊
の
入
滅
後
二
千
年
を
経
過
し
た
末
法
の
世
に
真

の
仏
法
で
あ
る
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
一
切
の
衆
生
を
救
う
べ
く
上
行
菩
薩
と
い
う
方
を
召
出
し
て
妙
法
を
付
嘱
せ

ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
此
の
経
文
か
ら
い
え
ば
必
ず
末
法
唯
今
の
時
に
上
行
菩
薩
が
出
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
り
ま
し
て
、
若
し
出
現
し
な
い
な
ら
ば
釈
尊
の
経
説
は
虚
妄
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
法
華
経
に

説
か
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
上
行
菩
薩
が
末
法
に
出
現
し
て
の
御
行
動
を
鏡
と
し
て
、
そ
の
人
を
尋
ね
ま
す
と
日
蓮

大
聖
人
が
そ
の
人
に
当
た
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
大
聖
人
の
一
代
の
御
行
動
が
寸
分
を
違
わ
ず
合
致
し
て
お
る 

 
 

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
此
の
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
を
以
っ
て
、
日
蓮
大
聖
人
は
末
法
の
衆
生
に

対
し
て
日
蓮
は
上
行
菩
薩
の
再
誕
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
大
聖
人
は
顕
仏
未
来
記
の
中
で
、

「
然
る
間
若
し
日
蓮
な
く
ん
ば
仏
語
は
虚
妄
と
成
ら
ん
」
と
仰
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
此
れ
は
大
聖
人
が
上
行
菩
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薩
で
あ
ら
せ
ら
れ
、
末
法
に
出
現
し
給
う
た
の
で
釈
尊
の
予
証
が
は
じ
め
て
真
実
と
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
時
を
隔
て
る
こ
と
二
千
有
余
年
に
於
て
、
恰
も
符
節
を
合
せ
た
此
の
事
実
は
た
だ
事
で
な
く
、
不
思
議
と
申

す
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
こ
そ
法
華
経
に
説
か
れ
る
如
来
の
秘
密
、
神
通
の
力
で
あ
り
ま
し
て
、
即
ち
久
遠

の
仏
の
寿
命
の
不
思
議
な
る
力
用
で
、
何
人
も
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。 

而
し
て
大
聖
人
が
上
行
菩
薩
の
再
誕
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
以
上
末
法
の
た
め
の
大
聖
人
御
一
人
の
た
め 

 
 

に
説
か
せ
ら
れ
た
経
説
で
あ
っ
て
、
即
ち
釈
尊
が
末
法
の
衆
生
に
対
し
て
大
聖
人
が
仏
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
こ
と
、

そ
の
建
立
の
仏
法
こ
そ
最
正
深
秘
で
あ
っ
て
此
の
仏
法
に
よ
っ
て
こ
そ
仏
道
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
予
証
遊
ば

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
大
聖
人
は
法
華
取
要
抄
の
中
で
法
華
経
は
誰
人
の
た
め
に
説
け
る
や
、
末
法
の
日
蓮
の

た
め
な
り
と
仰
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
仰
い
で
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

然
ら
ば
上
行
菩
薩
と
は
如
何
な
る
方
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
法
華
経
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
が
久
遠
に
仏 

 
 

 

道
を
成
ぜ
ら
れ
た
時
に
第
一
番
に
弟
子
と
な
ら
れ
、
其
後
法
性
の
淵
底
、
寂
光
土
に
住
し
給
い
し
が
、
法
華
経
涌

出
品
の
時
、
大
地
の
下
よ
り
涌
出
し
給
い
、
釈
尊
の
久
遠
を
証
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
よ
り
神
力
品
嘱

累
品
の
時
に
至
っ
て
、
妙
法
蓮
華
経
の
付
嘱
を
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
此
の
菩
薩
の
久
遠
に
於
け

る
御
姿
を
拝
し
ま
す
と
仏
道
に
於
け
る
本
因
妙
の
位
に
居
し
給
い
、
衆
生
に
下
種
を
さ
れ
る
体
勢
を
と
っ
て
お
ら

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
本
因
妙
の
位
に
居
し
給
ふ
こ
と
は
、
久
遠
無
作
の
三
身
の
如
来
に
あ
ら
せ
ら
れ
る
こ

と
を
御
示
し
な
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
の
因
を
行
じ
、
仏
の
果
を
成
ず
る
、
此
れ
が
本
因
本
果
で
あ
り
ま
す
が
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共
に
仏
で
あ
り
ま
す
。
（
此
れ
に
は
因
果
倶
時
、
因
果
不
二
等
種
々
の
法
門
が
あ
り
ま
す
が
此
処
に
は
略
し
ま

す
） 法

華
経
の
方
便
品
に
は
諸
法
の
実
相
を
十
如
是
を
以
っ
て
説
か
れ
、
之
れ
を
天
台
大
師
は
十
界
十
如
一
念
三
千 

 
 

 

を
以
っ
て
開
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
そ
の
教
理
の
至
要
は
仏
界
が
九
界
（
衆
生
）
に
具
わ
り
、
九
界
が
仏
界
に
具

わ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
法
華
経
の
前
半
迩
門
に
於
て
は
此
れ
を
空
間
的
、
理
性
的
に
具
わ
る
こ
と
を
説
い
て
お

り
ま
す
が
本
門
に
於
て
は
之
を
時
間
的
、
事
象
的
に
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
即
ち
本
門
に
上
行
菩
薩
が
出
現
せ
ら

れ
た
の
は
久
遠
を
証
す
る
と
と
も
に
、
釈
尊
の
因
位
を
お
明
か
し
遊
ば
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
因
位
は

ま
た
上
行
菩
薩
の
こ
と
で
あ
ら
せ
ら
れ
ま
す
。
大
聖
人
は
開
目
抄
に
「
九
界
も
無
始
の
仏
界
に
具
し
、
仏
界
も
無

始
の
九
界
に
具
は
り
て
真
の
十
界
互
具
百
界
千
如
一
念
三
千
な
る
べ
し
。
」
ま
た
「
一
念
三
千
の
法
門
は
但
法
華
経 

 
 

の
本
門
寿
量
品
の
文
の
底
に
し
づ
め
た
り
。
竜
樹
天
親
知
っ
て
し
か
も
い
ま
だ
ひ
ろ
い
い
だ
さ
ず
、
但
我
が
天
台

智
者
の
み
こ
れ
を
い
だ
け
り
。
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
寿
量
晶
は
十
界
互
具
を
説
か
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
遊
ば 

 
 

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
即
ち
釈
尊
は
仏
界
、
上
行
菩
薩
は
九
界
で
あ
り
ま
し
て
木
因
、
本
果
を
表
す
る
の
で
あ
り
ま

す
。
此
の
上
か
ら
上
行
菩
薩
が
久
遠
の
無
作
三
身
の
如
来
に
ま
し
ま
す
こ
と
を
拝
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。 

か
よ
う
な
次
第
で
、
上
行
菩
薩
は
久
遠
の
本
因
妙
下
種
益
の
仏
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
再
誕
で
あ
ら
せ
ら
れ

る
日
蓮
大
聖
人
は
と
り
も
な
お
さ
ず
久
遠
本
因
妙
下
種
の
仏
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で 

 
 
 

あ
り
ま
す
。
大
聖
人
は
「
さ
れ
ば
無
作
の
三
身
と
は
末
法
の
法
華
経
の
行
者
な
り
。
無
作
の
三
身
の
宝
号
を
南
無
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妙
法
蓮
華
経
と
い
う
な
り
。
寿
量
品
の
事
の
三
大
事
と
は
是
れ
な
り
。
」
と
仰
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

此
処
に
注
意
す
べ
き
は
日
蓮
大
聖
人
は
上
行
菩
薩
の
再
誕
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
と
い
っ
て
、
大
聖
人
よ
り
も
上
行 

 
 
 

菩
薩
を
拝
す
る
人
が
あ
り
ま
す
が
、
末
法
の
御
化
導
の
た
め
に
出
現
遊
ば
さ
れ
た
方
は
大
聖
人
で
あ
り
ま
す
。
上

行
菩
薩
は
大
聖
人
の
過
去
世
の
御
振
舞
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
大
聖
人
の
尊
貴
を
領
解
し
奉
れ
ば
最
早
上
行
菩
薩

を
考
え
る
こ
と
は
い
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

大
聖
人
は
以
上
の
如
き
内
観
の
御
内
証
の
上
に
御
一
代
の
御
行
動
を
展
開
遊
ば
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
の 

 
 
 

御
奉
蹟
を
拝
す
る
に
は
是
非
共
此
の
こ
と
を
心
に
於
て
拝
す
る
こ
と
が
肝
要
と
思
い
ま
す
。
ま
た
之
れ
を
逆
に
い

っ
て
御
奉
蹟
を
拝
さ
な
け
れ
ば
大
聖
人
の
教
義
は
領
解
で
き
な
い
し
、
従
っ
て
法
華
経
も
解
ら
な
し
と
い
う
べ
き

で
あ
り
ま
す
。 

今
回
本
宗
の
柿
沼
広
澄
師
が
大
聖
人
の
御
伝
記
を
書
き
下
ろ
さ
れ
て
上
梓
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
私 

 
 
 

に
そ
の
序
文
を
と
所
望
さ
れ
た
が
著
者
の
意
中
を
察
す
る
に
大
聖
人
の
教
義
を
了
解
す
る
に
は
必
ず
御
伝
記
を
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
此
の
挙
に
出
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
之
れ
は
常
に
布
教
に
精
進
さ
れ
て
お
る

著
者
の
尊
い
体
験
か
ら
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
全
く
同
感
で
あ
り
ま
す
。
但
御
伝
記
を
読
ま
れ
る
に
は
大
聖
人
の

御
内
証
を
心
に
お
い
て
拝
す
べ
き
で
、
ま
た
御
伝
記
を
読
む
こ
と
は
御
内
証
を
拝
す
第
一
歩
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
こ
で
い
さ
さ
か
不
似
合
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
以
上
を
記
し
て
序
言
と
致

す
次
第
で
あ
り
ま
す
。 
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昭
和
二
十
九
年 

 
 

御 

大 

会 

之 

月 

東
京
都
墨
田
河
畔
常
泉
寺
に
於
て 

 

堀 

米 

日 

淳 
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