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釈
尊
は
二
十
九
歳
で
出
家
し
、
六
年
間
の
修
行
の
後
、
三
十
五
歳
で
悟
り
を
開
か
れ
た
と
い
う
、
所
謂
「
二
十
九
出
家
三
十
五
成

道
」
説
は
主
に
南
伝
仏
教
系
の
伝
承
で
あ
り
、
一
方
、
釈
尊
は
十
九
歳
で
出
家
し
、
数
え
の
十
二
年
間
の
修
行
の
後
、
三
十
歳
で
悟

り
を
開
か
れ
た
と
い
う
、
所
謂
「
十
九
出
家
三
十
成
道
」
説
は
主
に
北
伝
仏
教
系
の
伝
承
で
あ
っ
た
。
明
治
期
に
近
代
仏
教
学
が
前

者
の
南
伝
を
採
用
し
て
以
降
、
今
で
は
そ
れ
が
常
識
と
な
っ
て
定
着
し
、
後
者
は
全
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
試
み
に
「
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
二
〇
一
八
年
版
」
で
検
索
す
る
と
、「
二
十
九
出
家
三

十
五
成
道
」
は
計
十
二
巻
に
用
例
が
あ
り
、
出
現
回
数
二
十
六
件
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
十
九
出
家
三
十
成
道
」
は
計
三
十
一
巻

に
用
例
が
あ
り
、
出
現
回
数
五
十
件
で
あ
り
、
漢
語
の
仏
典
に
お
け
る
用
例
の
巻
数
も
出
現
回
数
も
後
者
の
ほ
う
が
断
然
多
い
。

　

こ
こ
で
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と
い
う
議
論
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
二
千
五
百
年
以
上
も
前
の
こ
と
を
検
証
す
る
す
べ
は
あ
り
よ

う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、
釈
尊
の
出
家
と
成
道
に
関
し
て
、
古
く
イ
ン
ド
の
部
派
の
時
代
か
ら
二
つ
の
説
が
あ
り
、
そ
れ

が
共
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
わ
が
国
で
は
仏
教
伝
来
以
来
、
明
治
期
に
近
代
仏
教
学
が
始
ま
る
ま
で
、
北
伝
仏

教
系
の
「
十
九
出
家
三
十
成
道
」
説
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

弘
法
大
師
空
海
（
以
下
、
大
師
）
は
、
二
十
四
歳
の
と
き
に
著
し
た
『
聾
瞽
指
帰
』
に
「
夫
れ
吾
が
師
、
釈
尊
、
本
願
尤
も
深
く

し
て
八
十
の
權
を
現
じ
、
慈
愍
極
り
難
く
し
て
三
十
の
化
を
示
す
」
と
記
し
て
い
る
。「
三
十
の
化
を
示
す
」
と
は
、
三
十
歳
で
成

道
し
て
人
々
を
導
い
た
、
の
意
で
あ
る
。
大
師
は
北
伝
の
「
十
九
出
家
三
十
成
道
」
説
を
当
然
視
し
て
い
た
。
大
師
は
同
書
に
「
未

だ
思
う
所
に
就
か
ざ
る
に
忽
ち
に
三
八
の
春
秋
を
経
た
り
」
と
記
す
。「
三
八
」
と
は
大
師
自
身
の
二
十
四
歳
の
こ
と
だ
が
、「
思
う

所
」
と
は
、
三
十
成
道
と
い
う
目
標
に
違
い
な
い
。
釈
尊
を
「
吾
が
師
」
と
仰
ぐ
大
師
は
自
ら
が
十
九
歳
に
な
っ
た
と
き
、
釈
尊
の

よ
う
に
世
を
出
る
決
意
を
し
た
。
そ
し
て
、
釈
尊
の
よ
う
に
三
十
成
道
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　

十
八
歳
で
大
学
に
入
っ
た
大
師
が
な
ぜ
一
年
か
そ
こ
ら
で
退
学
し
た
の
か
、
そ
し
て
二
十
四
歳
の
と
き
に
『
聾
瞽
指
帰
』
を
書
き
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上
げ
て
か
ら
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
七
月
六
日
に
肥
前
国
松
浦
郡
田
浦
を
出
帆
し
た
第
十
六
次
遣
唐
使
船
に
留
学
僧
と
し
て

乗
る
三
十
一
歳
ま
で
の
消
息
が
全
く
不
明
な
の
も
宜
な
る
か
な
で
あ
る
。

　

受
戒
と
得
度
ま
た
は
出
家
の
年
代
と
日
付
、
そ
の
時
々
の
年
齢
に
関
し
て
、『
御
遺
告
』
を
始
め
、『
続
日
本
後
記
』
の
卒
伝
、
さ

ら
に
は
諸
種
の
太
政
官
符
、
受
戒
し
た
際
の
戒
牒
文
な
ど
の
多
く
の
伝
記
の
諸
資
料
は
、
あ
き
れ
る
ほ
ど
一
致
し
な
い
。
伝
承
の
過

程
で
誤
記
や
誤
写
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
大
師
が
自
ら
こ
の
こ
と
（
俗
に
「
空
白
の
七
年
」
と
い
う
）
に
つ

い
て
黙
し
て
語
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
尊
重
す
べ
き
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

大
師
が
第
十
六
次
遣
唐
使
船
に
乗
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
全
く
の
僥
倖
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
大
師
は
入
唐
に
そ

な
え
て
周
到
な
準
備
を
重
ね
て
き
た
末
に
、
満
を
持
し
て
、
乗
る
べ
く
し
て
乗
船
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

当
初
の
第
十
六
次
遣
唐
使
船
は
、
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
四
月
十
六
日
に
難
波
津
を
出
帆
し
た
。
だ
が
、
数
日
後
に
瀬
戸
内

海
で
暴
風
雨
に
遭
い
、
船
が
破
損
し
、
多
く
の
人
が
溺
れ
た
。
大
使
の
藤
原
葛
野
麻
呂
は
帰
京
し
た
が
、
伝
教
大
師
最
澄
が
乗
っ
て

い
た
第
二
船
は
無
事
九
州
に
到
着
し
て
、
上
人
は
そ
こ
で
一
年
延
期
さ
れ
た
遣
唐
使
船
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
、
当
初
の
第
十
六
次
遣
唐
使
船
に
大
師
は
乗
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
、
こ
の
船
が
無
事
航
海
し
て
大
陸

に
辿
り
着
い
て
い
た
ら
、
大
師
の
歴
史
舞
台
へ
の
登
場
は
ま
た
別
の
か
た
ち
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
も
し
大
師
が
入
唐

に
そ
な
え
て
周
到
な
準
備
を
重
ね
て
き
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
船
に
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

入
唐
後
の
大
師
は
、
偶
々
漂
流
し
て
辿
り
着
い
た
福
建
あ
た
り
の
現
地
人
と
も
会
話
に
困
ら
な
か
っ
た
し
、
恵
果
阿
闍
梨
か
ら
伝

授
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
、
中
国
語
は
当
然
、
悉
曇
の
読
み
書
き
も
自
由
に
で
き
た
。
長
安
に
着
い
て
最
初
に
師
事
し
た
醴
泉
寺
の

イ
ン
ド
僧
の
般
若
三
蔵
か
ら
梵
語
で
教
わ
り
、
新
訳
経
典
を
授
与
さ
れ
る
ほ
ど
の
語
学
力
を
も
身
に
つ
け
て
い
た
。
そ
れ
に
大
師
が

請
来
し
た
経
典
は
、
そ
れ
ま
で
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
膨
大
な
経
典
と
一
つ
も
重
複
し
て
い
な
い
。
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本
来
な
ら
異
邦
の
一
介
の
留
学
僧
が
、
イ
ン
ド
密
教
の
法
灯
を
伝
え
る
大
唐
帝
国
の
国
師
た
る
恵
果
阿
闍
梨
に
会
え
る
す
べ
は
な

い
。
そ
れ
が
会
え
た
ど
こ
ろ
か
、
い
き
な
り
満
面
に
笑
み
を
浮
か
べ
て
恵
果
阿
闍
梨
が
発
し
た
言
葉
が
、「
わ
れ
先
き
よ
り
、
汝
の

来
た
れ
る
を
知
り
、
相
待
つ
こ
と
久
し
。
今
日
、
相
ま
み
ゆ
る
は
大
い
に
好
し
、
大
い
に
好
し
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
恵
果
阿
闍
梨

は
一
千
人
余
の
弟
子
を
さ
し
お
い
て
大
師
に
、
す
ぐ
さ
ま
灌
頂
を
授
け
、
み
ず
か
ら
の
後
継
者
と
し
た
。

　

大
師
に
と
っ
て
「
三
十
成
道
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
正
統
密
教
の
後
継
者
と
な
る
資
格
を
見
据
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
』
の
「
空
海
」
の
項
に
、「
遣
唐
使
が
遭
難
し
来
年
も
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ

る
こ
と
を
知
っ
た
と
さ
れ
る
、
入
唐
直
前
三
十
一
歳
の
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
年
）
に
東
大
寺
戒
壇
院
で
得
度
受
戒
し
た
と
い
う

説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
太
政
官
符
で
は
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
年
）
四
月
七
日
出
家
し
た
と
記
載
す
る
」
と
あ
る
。
留
学
僧

に
選
ば
れ
る
た
め
に
は
東
大
寺
で
受
戒
し
て
正
式
な
僧
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
説
」
が
生
ま

れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
は
年
分
度
の
制
約
が
あ
っ
た
か
ら
誰
で
も
望
ん
で
す
ぐ
に
得
度
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
得
度

し
て
も
す
ぐ
に
具
足
戒
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
受
戒
後
、
戒
壇
院
に
留
ま
っ
て
三
ヶ
月
間
は
修
学
す
る
規
定
が
あ

っ
た
か
ら
、
入
唐
の
直
前
に
得
度
・
受
戒
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

　

大
師
の
ご
生
涯
は
凡
俗
の
想
像
を
超
え
て
本
当
に
謎
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
く
、
史
実
と
伝
説
を
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
私
た
ち
が
史
実
と
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
も
、
現
代
の
伝
説
の
一
つ
と
言
い
き
れ
な
い
こ

と
も
な
い
。

　

近
代
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
散
逸
し
て
い
た
大
師
の
諸
著
作
を
初
め
て
集
成
し
編
纂
し
た
の
が
、
明
治
四
十
三
年
発
行
の
長
谷
宝

秀
師
に
よ
る
『
弘
法
大
師
全
集
』
で
あ
っ
た
。
現
在
は
、
こ
れ
に
校
訂
を
加
え
た
『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
が
高
野
山
大
学
密
教
文

化
研
究
所
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
。
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真
言
宗
智
山
派
で
は
、
昭
和
五
十
九
年
の
弘
法
大
師
御
遠
忌
一
一
五
〇
年
の
奉
修
事
業
と
し
て
、『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』（
全
八

巻
）
を
筑
摩
書
房
か
ら
発
刊
し
た
。

　

今
般
、
真
言
宗
智
山
派
で
は
、
令
和
五
年
に
正
当
す
る
宗
祖
弘
法
大
師
ご
誕
生
千
二
百
五
十
年
の
慶
讃
事
業
と
し
て
、
智
山
版
『
十

巻
章
』（
本
文
編
・
訓
読
編
）
を
、
智
山
伝
法
院
研
究
職
の
総
力
を
挙
げ
て
出
版
し
た
。
画
期
的
な
研
究
成
果
と
自
負
し
う
る
も
の

で
あ
る
。
本
誌
に
は
、
総
合
研
究
論
文
（
特
集
「
十
巻
章
」）
と
し
て
、
小
林
靖
典
氏
、
山
本
隆
信
氏
、
元
山
公
寿
氏
、
小
宮
俊
海

氏
に
、
そ
の
編
纂
過
程
で
問
題
と
な
っ
た
事
柄
を
論
述
し
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。
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