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一

釈
尊
は
、
成
道
後
ま
だ
ガ
ヤ
の
菩
提
樹
下
に
あ

つ
た
頃
、
「
困
苦

し

て
我
証
得
せ
る
と
こ
ろ
を
、
今
ま
た
何
ぞ
説
く

べ
け
ん
。
貧

・
瞑
に
悩

ま
さ
れ
た
る
人

々
は
こ
の
法
を
悟
る
こ
と
易
か
ら
ず
。

こ
れ
世
の
流
れ

に
逆
い
至
徴
に
し
て
、
甚
深

・
難
見

・
徴
細
な
れ
ば
、
欲
に
著
し

.
闇

(
1
)

黒
に
覆
わ
れ
し
者
は
見
る
を
得
ず
。
」
と
、
伝
道
の
た
め
ら

い
を
述

べ

て
い
る
。

こ
の
説
く
べ
き
か
、
否
か
の
釈
尊
の
心
の
葛
藤
は
、
経
典
に

梵
天
勧
請
等
の
物
語
と
な
つ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、

梵
天
は
釈
尊
の
伝
道
の
た
め
ら
い
に
対

し
て
、
「
あ
あ
、
世

間
は
敗
壊
せ
ん
。
あ
あ
、
世
間
は
敗
壊
せ
ん
。
こ
こ
に
如
来

・
応
供

・
(2
)

正
等
覚
者

は
心
に
黙
然
を
思

い
、
説
法
せ
ん
と
は
欲
し
た
ま
は
ず
。
」

と
、
釈
尊

が
説
法
し
な
か
つ
た
ら
社
会
は
破
壊
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と

社
会
的
な
責
任
を
彼
に
示
し
て
い
る
。
次
に
、
「世
尊
願
わ
く

は
法

を

説
き
た
ま

え
、
有
情
に
し
て
塵
垢
少
な
き
者
あ
り
、
若
し
、
法
を
聞
か

ざ
れ
ば
退
堕
す
る
も
、
聞
か
ば
法
を
悟
り
得
べ
け
ん
。
」
と
、
人

々
の

な
か
に
も
法
を
理
解
す
る
教
化
の
可
能
な
る
者
が

い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

そ
こ
で
、
釈
尊
は
、
「梵
天
の
勧
請
を
知
り
。

ま
た
、
有
情
を
哀
慰

す
る
に
よ
り
て
、
仏
法
を
も

つ
て
世
間
を
観
察
し
た
ま
え
り
。
」
と
あ

る
ご
と
く
、

こ
こ
に
到
つ
て
は
じ
め
て
仏
法
の
立
場
に
立
つ
て
人
々
を

考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。
釈
尊
は
、
こ
の
観
察
か
ら
雑
染
の
世
に
生
き

て
い
る
人
々
で
も
、
泥
中
に
あ
つ
て
染
汚
さ
れ
ず

に
美
し
い
葉
や
花
を

つ
け
る
蓮
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人

々
に
尊
い
も

の
が
内
在
し
て
い
る

こ
と
を
発
見
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人

々
に
仏
法
の
伝
道
可

能
な
る
こ
と
を
理
解
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
釈
尊
は
、
「
甘
露

の
門
は
、
ひ
ら
か
れ
た
。
耳
あ

る
も

の
は

聞
け
。
已
信
を
棄
て
よ
。
」
と
、
伝
道

の
決
意
を
高
ら
か
に
述

べ
る

の

で
あ
る
。

伝
道
を
決
意
さ
れ
た
釈
尊
は
、
冥
想
し
な
が
ら
ま
ず
唯
に
法
を
説
く

べ
き
か
、
伝
道
対
機
の
選
択
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
を
経
典
は
、
「
わ
た
し
は
先
ず
最
初

に
誰
に
対

し
て
教

え
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を
説
く

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
誰
が
こ
の
教
え
を
速
か
に
理
解
す
る
で
あ

ろ
う
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。
実

に
こ
の
ア
ー
ラ
ー
ラ
・
カ
ー
ラ
ー

マ
は
賢
者
で
、
識
見
あ

り
、
聡
明

で
、
長

い
あ
い
だ
無
垢
の
性
の
人
で
あ
る
。
さ
あ
、
わ
た
く
し
は
、
ア

ー
ラ
ー
ラ

・
カ
ー
ラ
ー
マ
に
最
初
に
教
え
を
説

こ
う
。
」
と
述

べ
、
最

初
に
学
ん
だ
師
で
あ
る
ア
ー
ラ
ー
ラ
・
カ
ー
ラ
ー
マ
を
選
ん
だ
と
し
て

い
る
。

ま
も
な
く
、

こ
の
師
が
す
で
に
こ
の
世
に
な
い
こ
と
を
知
る
と
、
次

に
、
同
じ
参
学

の
師
で
あ
る
ヴ

ツ
ダ
カ
・
ラ
ー
マ
プ

ッ
タ
に
対
し
て
同

じ
よ
う
な
考
察
を
し
て
選
ん
で
い
る
。
こ
の
二
人

の
対
機
選
択
の
基
準

は
、
速
か

に
理
解
す
る
こ
と
、
し
た
が
つ
て
、
賢
者
で
あ
り
、
識
見
が

あ
り
、
聡
明
で
あ
り
、
無
垢
の
人
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
釈
尊
は
こ
の
師
も
す
で
に
世
に
な
い
こ
と
を
知
る
と
、
か

つ
て
共
に
学
ん
で
い
た
五
人
の
沙
門
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。

こ
の
五
人

の
沙
門

は
、
釈
尊

の
父
浄
飯
王
が
か
れ
の
身
を
案
ん
じ
て
つ
け
た
待
者

(3
)

で
あ
る
と

の
記
録
が
あ
る
が
、
苦
行
を
中
止
し
た
釈
尊
の
も
と
を
五
人

と
も
去
つ
て
い
る

の
で
こ
の
点
は
う
た
が
わ
し
い
。

釈
尊
は
こ
の
五
人
の
沙
門
に
対
し
て

「
五
比
丘
は
我
が
た
め
に
饒
益

す
る
こ
と
多
か
り
き
、
我

・
専
心
精
勤
せ
し
と
き
我
に
承
事
せ
り
。
我

(4
)

よ
ろ
し
く
先
づ
五
比
丘
の
た
め
に
説
を
説
く
べ
し
。
」
と
考

え
、
対
機

と
し
て
選
ん
で
い
る
。
こ
の
場
合
の
対
機
選
択

の
基
準
は
、
五
人
の
沙

門
が
か
つ
て
自
分
の
苦
翁
中
に
つ
く
し
て
く
れ
た
こ
と
と
、
共
に
修
行

し
た
同
朋
で
あ

つ
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
前

の
二
師

の
場
合
も
五
人
の
沙
門
の
場
も
共
に
出
家
修
行
の

沙
門
で
あ
り
、

一
般

の
人

々
は
教
化
の
対
機
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
い

な
い
。
す
べ
て
の
人
々
に
仏
性
あ
り
と
し
な
が
ら
も
、
ま
ず
速
か
に
理

解
す
る
者
を
さ
が
し
て
い
る
点
、
釈
尊
の
慎
重
な
伝
道

へ
の
心
や
り
が

う
か
が
え
る
。

伝
道

の
対
機
が
決
定
し
た
釈
尊
は
、
「
と
き
に
世
尊
は
ウ

ル
ヴ

ェ
ー

ラ
に
随
意

の
間
住
し
た
る
後
、

バ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
向
う
て
遊
行
し
た

ま
え
り
。
」
と
経
典
に
あ
る
ご
と
く
、
そ
こ
に
し
ば
ら
く
滞

在
し
、
五

人
の
沙
門
に
対
す
る
教
化
の
構
想
を
ね
つ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二

釈
尊
は
べ
ナ
レ
ス
に
向
う
途
中
、

ア
ー
ジ
ー
ヴ
ィ
カ
教
徒
の
ウ
パ
カ
・

よ
り
、
問
法
さ
れ
る
。

ウ
パ
カ
は
釈
尊
の
姿
の
清
澄
な
る
を
み
て
、
出

家
の
動
機
や
そ
の
師
に
つ
い
て
問
う
。
そ
れ
に
対
し
て
釈
尊

は
、
「我

は

一
切
勝
者
に
し
て

一
切
智
者
な
り
。

一
切
諸
法

の
た
め
に
染
せ
ら
れ

る
な
し
。

一
切
を
捨
離
し
渇
愛
尽
き
て
解
脱
せ
り
。
自
ら
証
知
し
た
れ

ば
誰
を
か
師
と
称
す
べ
き
。
我
に
師
も
な
く
我

に
等

し
き
も

の
も
な

し
。
人
天
世
間
に
我
に
比
倫
す
る
も
の
あ
る
こ
と
な
し
。
我
は
世
間
の

応
供
な
り
無
上
の
師
な
り
。
我
独
り
正
等
覚
者

に
し

て
清
涼
寂
静

な

り
。
法
輪
を
転
ぜ
ん
と
て
迦
戸
の
都
域
に
ゆ
く

な
り
。
盲
闇
の
世
問
に

於
て
甘
露

の
鼓
を
撃
た
ん
と
す
。
」
と
述

べ
て
い
る
。

ウ
パ
カ
は
「
汝
の

釈
尊

に
お
け
る
教
化

法

の
研
究

(
皆

川
)

三
九
五
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六

自
称
す
る
が
ご
と
く
な
ば
、
汝
は
無
辺
の
勝
者
た
る
に
適
わ
ん
。
」
と

述

べ
、
釈
尊
は
、
「若
し
、
諸
漏

の
滅
尽
を
得
ぱ
我
に
同
じ
く
勝
者
な

り
。
諸
々
の
悪
法
に
勝
て
る
が
故
に
我
は
勝
者
た
り
。
汝
ウ
パ
カ
よ
。」

と
呼
び
か
け
た
が
、

ウ
パ
カ
は

「
あ
る
い
は
然
ら
ん
。
」
と
い
い
、
頭

を
ふ
り
ふ
り
別
路
を
と
つ
て
去
つ
て
し
ま
つ
た
。

釈
尊
は
、
こ
の
み
ず
か
ら
法
を
問
う
て
き
た
ウ
パ
カ
に
対
す
る
最
初

の
説
化
に
成
功
し
な
か

つ
た
。

こ
れ
は
ウ
パ
カ
の
態
度
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
釈
、尊
の
伝
道

へ
の
き
お
い
が
強
す
ぎ
て
、
対
機
の
立
場
を
考
え

な
い
た
め

の
失
敗
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
説
示
に
は
、
こ
の

教
え
を
信

じ
、
実
践
せ
ぱ
悟
り
と
安
心
と
が
得
ら
れ
る
と
い
う
仏
教

の

基
本
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

三

釈
尊
は
、
ガ
ヤ
よ
り
ベ
ナ
レ
ス
ま
で
約
二
百

マ
イ
ル
を
数
十
日
間
か

か

つ
て
徒
歩
で
行
き
、

一
ヵ
月
ぶ
り
に
五
人
の
沙
門
と
再
会
す
る
。

は

じ
め
五
人

の
沙
門
は
、
釈
尊
の
訪
問
を
彼
が
苦
行
を
棄
て
堕
落
し
た
も

の
と
考
え
、
歓
迎
し
な
か
つ
た
。

釈
尊
は
、
五
人
の
沙
門
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
坐
す
る
と
、
「比
丘
た
ち

よ
、
善
く
聴
け
、
我
す
で
に
不
死
を
証
得
せ
り
。
我
救
う
べ
し
。
我
法

を
説
く
べ
し
。
教
え
る
と
こ
ろ
に
随
つ
て
行
ぜ
ぱ
久
し
か
ら
ず
し
て
、

無
上
の
梵
行

の
究
尽
を
現
法
に
証
知
現
証
し
、
具
ハ足
し
て
住
す

べ
し
。
」

と
述
べ
、

こ
れ
に
対
し
て
五
人
の
沙
門
は
、
「
ゴ
ー
タ

マ
よ
、
汝

は
か

の
行
、
か
の
道
、
か
の
難
行
を
も

つ
て
し
て
も
、

な
お
、
上
人
法
ハ
至

尊
殊
勝

の
智
見
を
証
得
せ
ざ
り
き
、
今
は
ま
た
、
汝
は
奢
修
に
し
て
、

精
勤
を
棄
て
、
奢
修
に
堕
せ
り
。
如
何
ぞ
、
上
人
法
、
至
尊
殊
勝

の
知

見
を
証
得
し
得
べ
け
ん
や
。
」
と
疑
問
を
述
べ
た
。

こ
れ
に
対

し
て
、

釈
尊
は
、
「
比
丘
た
ち
よ
、
如
来
は
奢
修
に
非
ず
、
精
勤
を
棄

て
た
る

に
非
ず
。
奢
修
に
堕
せ
る
に
非
ず
。
」
と
釈
明
し

て
い
る
。
こ

の
問
答

は
三
度
も
く
り
か
え
さ
れ
、
大
変
熱
の
あ
る
対
話

と
な

つ
て
い
る
。
最

後
に
、
釈
尊
は
、
「
比
丘
た
ち
よ
、
汝
ら
は
今
よ
り
先
に
我
か
く

の
如

く
説
き
し
こ
と
あ
り
と
知
る
や
。
」
と
ひ
ら
き
な
お

つ
た
問
を
し
、
五

人
の
沙
門
は
や
つ
と

「
然
ら
ず
。
」
と
納
得
す
る

こ
と
に
な
る
。

こ
の

ひ
ら
き
な
お
つ
た
質
問
法
は
、
す
ぐ
れ
た
説
得
法
で
あ

り
、
「時

に
五

比
丘
は
、
も
と
の
ご
と
く
世
尊
に
傾
聴
し
、
善
聴
し
、
了
知
心
を
発
し

た
り
。
」
と
経
典
は
述
べ
て
い
る
。

五
人
の
沙
門
の
教
化
は
、
沙
門
と
し
て
の
生
活
を
さ
さ
え
る
行
乞
が

あ
る
の
で
、
二
人
と
三
人
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、

行
乞
と
説
示
を
交
互

に
行

っ
た
。

説
法
の
内
容
は
、
経
典
に
よ
っ
て
そ
の
伝
い
る
と
こ
ろ
が
多
少
異
な

る
が
、
苦
行
を
な
ぜ
す
て
た
か
理
由
を
説
明
し
な
が
ら
悟
り
の
内
容
を

示
し
た
苦
楽

の
中
道
説
や
、
四
諦
八
正
道
、
無
我
説
な
ど
が
説
か
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
対
機
が
出
家
修
行
者

で
あ
る
た
め
か
、
教
理

上
の
説
示
が
中
心
と
な

つ
て
い
る
。

説
示
に
対
す
る
五
人
の
沙
門
の
反
応
は
、
「
五
比
丘
は
歓
喜

し

て
世
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尊
の
所
説
を
信
受
せ
り
。
」
と
あ
り
、
ま
ず
、
全
員
が
所
説
を
信
受
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。

最
初
に
説
示
の
内
容
を
悟
る
の
は
、
五
人
の
沙
門

の
う
ち

コ
ー
ン
ダ

ン
ニ
ヤ
で
あ
り
、
経
典
は
、
「
世
尊
、

こ
の
教
え
を
説
き
た
ま
え
る
と

き
、
尊
者

コ
ー
ン
ダ
ン
ニ
ヤ
は
遠
塵
離
垢
の
法
眼
生
じ
た
り
。
集
法
を

有
す
る
も

の
は
悉
く
み
な
こ
れ
滅
法
を
有
す
と
。
と
き
に
世
尊
は
、
讃

じ
て
言

い
た
ま
え
り
。

コ
ー
ン
ダ
ン
ニ
ヤ
は
悟
れ
り
。

コ
ー
ン
ダ

ン
ニ

ヤ
は
悟
れ
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
コ
ー
ン
ダ
ン
ニ
ヤ
の
悟
り
に

よ
つ
て
、
釈
尊
の
教
え
は
初
め
て
伝
道
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
仏
教

の

三
宝
で
あ
る
仏

・
法

・
僧
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
「
コ
ー
ン
ダ
ン

ニ
ヤ
は
悟

れ
り
。
」
と
く
り
か
え
し
述
べ
ら
れ
る
釈
尊
の
言
葉
な
か

に

初
め
て
教

化
を
な
し
と
げ
た
伝
道
者
の
よ
ろ
こ
び
が
あ
り
あ
り
と
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。

「尊
者

コ
ー
ン
ダ

ン
ニ
ヤ
は
す

で
に
法
を
見
、
法
を
得
、
法
を
知

り
、
法
に
悟
入
し
、
疑
惑
を
超
え
、
惑
い
を
除
き
、
無
畏
を
得
、
師
の

教
え
を
措
き
て
他
に
よ
る
こ
と
を
無
く
、
世
尊
に
も
う
し
て
言
い
り
。

我
願
く

は
、
世
尊
の
み
許
に
お
い
て
出
家
し
て
受
戒
し
た
い
。
世
尊
い

い
た
ま
え
り
。
来
れ
、
比
丘
よ
、
法
は
善
く
説
か
れ
た
り
、
正
し
く
苦

を
滅
尽
せ
ん
が
た
め
に
梵
行
を
行
ぜ
よ
。

こ
れ
か
れ
尊
者
の
受
戒
な
り

き
。
」
と
経
典
に
あ
る
ご
と
く
、

コ
ー
ン
ダ
ン
ニ
ヤ
は
引
き

つ
づ
い
て

釈
尊
に
よ
り
受
戒
を
し
て
い
る
。

次
に
、

ヴ
ァ
ッ
パ
ーと
バ
ッ
デ
ィ
ヤ
の
二
人
が
同
時
に
悟
り
を
得
、
最

後
に
、

マ
ハ
ー
ナ
マ
ン
と
ア
ッ
サ
ジ
と
が
同
時
に
悟
り
を
得
て
い
る
。

あ
る
仏
伝
に
は
最
後
の
二
人
が
悟
り
を
得
た
の
は
成
道
後
第

一
年
の
四

(
5
)

月
十
四
日
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
五
人
の
沙
門
の
教
化
は
、
最
初
に
釈
尊
の
求
道
に
対
す

る
誤
解
を
説
く
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
次
に
教
理

上
の
高
度
の
説
示
が

な
さ
れ
、

一
人
、
二
人
、
二
人
と
次

々
に
教
化
を

な
し
と
げ
て
い
る
。

五
人
の
沙
門
が
同
行
で
あ
り
な
が
ら
悟
り
が
別

々
で
あ
つ
た
こ
と
、
ま

た
、
二
人
が
同
時
に
悟
り
が
得
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
、
及
び
、
そ
の
教

化
に
長
い
時
間
が
か
つ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
他

の
教
化
と
比
較
し
て
注

目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

四

釈
尊
は
、
五
人
の
沙
門
を
教
化
し
た
後
、

ま
も
な
く
べ
ナ
レ
ス
の
長

者
の
子
ヤ
サ
を
教
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

ヤ
サ
は
.
冬

・
夏

・
雨
季
の
三
つ
の
御
殿
が
あ
り
、
多
く
の
侍
女
に

か
し
ず
か
れ
た
生
活
を
し
て
い
る
な
ど
出
家
以
前
の
釈
尊
の
境
遇
に
似

た
豊
か
な
生
活
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
釈
尊
が
感
じ
た
と
同
じ

よ
う
に
そ
の
よ
う
な
生
活
の
中
に
も
し
の
び
よ
る
無
常
を
感
じ
、
あ
る

朝
、
家
を
出
て
、
多
く

の
沙
門
の
住
ん
で
い
る

サ
ー
ル
ナ
ー
ト
向
う
。
、

そ
こ
で
、
ヤ
サ
は
朝
の
経
行
申
の
釈
尊
に
逢
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の

(
6
)

か
ん
の
こ
と
を
経
典
で
は
、
「
と
き
に
、
長
者
の
子
ヤ
サ
は
世
尊

の
近

く
に
至
り
て
嘆
じ
て
言
え
り
。
あ
あ
厄

な
る
か

な
、
あ
あ
禍
な
る
か

釈
尊

に
お
け
る
教
化
法

の
研

究

(
皆

川
)

三
九
七

-904-
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な
。

と
き
に
世
尊
は
長
者
の
子
ヤ
サ
に
告
げ

て
言
え
た
ま
え
り
。
ヤ
サ

よ
、
こ
こ
は
厄
無
く
、
こ
の
と
こ
ろ
に
禍
無
し
。

ヤ
サ
よ
、
来

つ
て
坐
せ

よ
。
我
汝

の
た
め
に
法
を
説
か
ん
。
と
き
に
、
長
者

の
子
ヤ
サ
は
こ
の

と
こ
ろ
に
厄
な
く
、

こ
の
と
こ
ろ
に
禍
な
し
と
聞
き
て
、
歓
喜
踊
躍
し

て
黄
金

の
履
を
脱
ぎ
、
世
尊
の
存
す
と
こ
ろ
に
詣
れ
り
。
」
と
述

べ
て

い
る
。

そ
こ
で
、
釈
尊
は
ヤ
サ
に
説
示
す
る

こ
と
に
な
る
。
経
典
に

は
、
「
長
者
の
子
ヤ
サ
、

一
面
に
坐
せ
る
と
き
世
尊
は
た
め

に
次
第
し

て
説
き
た
ま
え
り
。
言
わ
く
施
論
、
戒
論
、
生
天
論
、
諸
欲
の
過
患
、

邪
害
、
雑
染
、
出
離
の
功
徳
を
説
き
た
ま
え
る
な
り
。
長
者
の
子
ヤ
サ

に
堪
任
、

柔
軟
心
、
離
障
心
、
歓
喜
心
、
明
浄
心
の
生
じ
た
る
を
知
り

た
ま
い
て
世
尊
は
諸
仏
の
本
真
の
説
法
を
説
き
た
ま
え
り
。

い
わ
く
、

苦
、
集
、

滅
、
道
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
ヤ
サ
の
説
化

で
注

目
す
べ
き

こ
と
は
、
ヤ
サ
が
在
家
で
あ
る
た
め
に
五
人
の
沙
門
の
場
合

と
異
な

つ
て
、
ま
ず
、

一
般
的
な
人
生
問
題
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
上

に
出
離

の
功
徳
を
た
た
え
、
次
に
本
来

の
四
諦
の
説
法
を
す
る
と
い
う

よ
う
に
二
段
階
に
分
け
て
説
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
周
到
な
説
法
に
よ
つ
て
、
「
清
浄
に
し
て
黒
点
な
き
布

の
正
し
く
色
を
受
け
る
が
如
く
、
こ
の
ご
と
く
、
長
者
の
子
ヤ
サ
は
た

ち
ま
ち
そ

の
座
に
お
い
て
遠
塵
離
垢

の
法
眼
を
生
じ
た
り
。
」
と
あ

る

ご
と
く
、

ヤ
サ
即
座
に
悟
り
を
得
る
。

五

と
こ
ろ
が
ヤ
サ
の
家
出
を
知
つ
た
彼
の
家
で
は
大
さ
わ
ぎ
と
な
り
、

さ
つ
そ
く
彼
の
父
は
あ
ち
こ
ち
さ
が
し
求
め
、

サ
ー
ル
ナ
ー
ト
の
釈
尊

の
と
こ
ろ
に
到
る
。

「
と
き
に
、
長
者
居
士
は
世
尊
の
在
す
処
に
詣
れ
り
、
詣
り
て
世
尊

に
も
ら
し
て
言
え
り
。
世
尊
は
長
者
の
子
ヤ
サ
を
見
た
ま
い
し
や
。
さ

ら
ば
居
士
よ
。
こ
こ
に
坐
せ
。
汝
こ
こ
に
坐
せ
ば
、
あ
る
い
は
長
者
の

子
ヤ
サ
の
こ
こ
に
坐
せ
る
を
見
る
こ
と
あ
ら
ん
。
と
き
に
、
長
者
居
士

は
、
わ
れ
こ
こ
に
坐
さ
ば
長
者
の
子
ヤ
サ
の
こ
こ
に
坐
せ
る
を
見
る
こ

と
あ
ら
ん
と
歓
喜
踊
躍
し
世
尊
に
敬
礼
し
て
一
面
に
坐
せ
り
。
長
者
居

士

一
面
に
坐
せ
る
と
き
、
世
尊
は
た
め
に
次
第
し
て
説
き
た
ま
え
り
。
」

そ
こ
で
、
釈
尊
は
ヤ
サ
に
説
示
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
説
き
、

ヤ
ナ
と

同
じ
よ
う
に
悟
り
を
得
さ
し
め
、
彼
を
在
家
の
信
者
と
し
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
ヤ
サ
の
父
に
対
す
る
説
法
を
か
げ
で
聴
聞
さ
せ
ら

れ
た
ヤ
サ
は
、
そ
の
説
法
に
よ
つ
て
、
観
る
に
随
い
知
る
に
随

つ
て
自

己
の
境
地
を
観
察
し
、
そ
の
心
は
取
る
と
こ
ろ
な
く
し
て
諸
漏
よ
り
解

脱
し
、
先

の
悟
り
よ
り
深

い
境
地
に
到
る
。

こ
の
ヤ
サ
の
心
境
を
み
て

釈
尊
は
、
も
う
ヤ
サ
は
還
俗
す
る
心
配
は
な
く
な
つ
た
と
考
え
て
、
ヤ

サ
を
彼
の
父
の
前
に
つ
れ
て
行
く
。

ヤ
サ
の
父

は
、
「汝
ヤ
サ
よ
。
汝

の
母
は
悲
憂
に
満
て
り
。
母
を
し
て
死
な
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。
」
と
、

ヤ
サ
の
出
家
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
と
き
に
釈
尊
は
、
ヤ

サ
の
父
に
語
り
か
け
る
。
「
ヤ
サ
は
、
そ
の
心
は
取
な
く
し

て
諸
漏
よ

り
解
脱
せ
り
。
居
士
よ
、

ヤ
サ
は
還
俗
し
て
前

に
在
家
た
り
し
と
き
の

-905-



如
く
諸
欲
を
享
受
す
る
こ
と
を
得
べ
き
や
。
」
と
、

ヤ
サ
の
父
は
思

わ

ず

「然
ら
ず
。
」
と
述

べ
、
ヤ
サ
に
還
俗
さ
せ
る
こ
と
を
断
念

し
、
釈

尊
に
ヤ
サ
を
随
従
沙
門
と
し
て
指
導
し
て
く
れ
る
こ
と
を
請
う
。
釈
尊

は
こ
の
ヤ
サ
の
父
の
願
い
を
受
け
、
ヤ
サ
を
随
従
沙
門
と
す
る
。

こ
の
ヤ
サ
の
父
に
対
す
る
教
化
は
、
ヤ
サ
の
父
を
息
子
に
逢
せ
る
と

い
う
条
件

で
聞
法
さ
せ
、
法
を
悟
ら
せ
、
そ
の
悟
り
の
境
地
か
ら
ヤ
サ

の
出
家
を
み
と
め
さ
せ
る
と
い
う
う
ま
い
方
法
を
用
い
て
い
る
。
ま
た

ヤ
サ
の
父

へ
の
説
示
を
か
げ
で
ヤ
サ
に
も
聴
聞
さ
せ
、
両
者
を

一
度
に

教
化
す
る
と

い
う
み
ご
と
な
教
化
も
し
て
い
る
。

翌
朝
、

釈
尊
は
ヤ
サ
を
随
従
沙
門
と
し
て
し
た
が
わ
せ
、
長
者

の
家

に
行
き
、

ヤ
サ
の
母
と
妻
を
同
じ
よ
う
に
教
化
し
、
最
初
の
在
家

の
女

性
信
者
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
ヤ
サ
の
修
行

の
さ
ま
た
げ
と
な
る

母
や
妻

へ
の
思
を
切
り
、
ま
た
、
ヤ
サ
の
母
と
妻

の
彼
れ
へ
の
思
い
を

も
切
つ
て
両
者
に
安
心
を
あ
た
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
釈
尊
の
ヤ
サ

と
そ
の

一
族

へ
の
教
化
は
、
完
壁
で
み
ご
と
な
教
化
で
あ
つ
た
。

1
 
南
伝
大
蔵
経
第
三
巻
律
蔵
三
・
八
。

2
 
南
伝
大
蔵
経
第
三
巻
律
蔵
三
・
九
。

3
 
大
正
大
蔵
経
第
二
巻
阿
含
部
下
・
五
四
九
。

4
 
南
伝
大
蔵
経
第
三
巻
律
蔵
三
・
一
四
。

5
 
西
蔵
仏
伝

(T
h
e
 L
ite
 o
f
 Bud
dha-R
o
ckh
ill
)
。

6
 
南
伝
大
蔵
経
第
三
巻
律
蔵
三
・
二
七
。

釈
尊

に
お
け

る
教
化
法

の
研
究

(
皆

川
)

三
九
九

-906-


