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出
家
と
打
坐
㊤

藤
田
一
照

釈
尊
が
誕
生
し
た
ば
か
り
の
と

き
､
ア
シ
タ
と
い
う
仙
人
が
訪
ね

て
き
て
そ
の
子
の
将
来
を
予
言
し

ご

た
｡
｢
こ
の
み
ど
り
児
は
将
来
､

世
俗
の
う
ち
に
と
と
ま
る
な
ら
ば

世
界
を
統
治
す
る
帝
王
と
な
る

か
､
あ
る
い
は
出
家
し
て
人
類
を

ぶ

っ

だ

救
う
仏
陀
に
な
る
か
､
ど
ち
ら
か

で
あ
る
｣
と
｡

わ
た
し
は
｢
宿
主
｣
を
｢
所

有
｣
と
い
う
次
元
の
象
徴
､
｢
仏

陀
｣
を
｢
存
在
｣
と
い
う
次
元
の

象
徴
だ
と
理
解
し
て
い
る
｡
所
有

か
､
存
在
か
｡
こ
れ
は
､
釈
尊
だ

け
で
は
な
く
､
わ
れ
わ
れ
す
べ
て

に
突
き
つ
け
ら
れ
た
､
生
き
る
態

度
の
選
択
肢
で
あ
る
｡

｢
所
有
｣
の
次
元
で
は
何
か
を

自
分
の
所
有
物
と
し
て
占
有
す
る

こ
と
が
最
擾
先
事
項
に
な
っ
て
い

る
｡
そ
し
て
､
物
や
人
､
も
っ
と

抽
象
的
な
も
の
(
知
識
や
権
力
な

ど
)
､
そ
れ
ら
を
量
的
に
豊
か
に

所
有
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
､
幸
福
度

が
増
す
と
さ
れ
る
｡
｢
わ
た
し
と

は
わ
た
し
が
持
っ
て
い
る
も
の
の

こ
と
で
あ
る
｣
が
こ
の
次
元
に
請

け
る
基
本
原
則
で
あ
る
｡

し
か
し
､
所
有
物
を
増
す
こ
と

へ
の
没
頭
は
必
然
的
に
そ
の
当
人

に
不
安
､
疎
外
感
､
孤
独
､
空
虚

感
を
も
た
ら
す
｡
失
う
こ
と
を
恐

れ
る
こ
と
な
く
､
安
心
し
て
所
有

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
ど
こ

の
無
常
の
世
に
は
存
在
し
な
い
か

ら
で
あ
る
｡
ま
た
所
有
は
所
有
者

(
主
体
)
と
所
有
物
(
客
体
)
ど

の
問
に
溝
を
生
み
出
す
の
で
､
所

有
物
に
重
き
を
置
け
ば
置
く
ほ
ど

所
有
者
の
｢
存
在
｣
は
空
虚
で
皮

相
的
に
な
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な

＼
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釈
皆
は
人
生
の
最
初
の
段
階
を

こ
の
｢
所
有
｣
の
次
元
で
生
き

た
｡
王
で
あ
る
彼
の
父
親
は
息
子

を
世
俗
に
と
ど
め
て
お
こ
う
と
し

て
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
っ
た
｡
感

覚
的
喜
び
を
惜
し
み
な
く
与
え
､

量
晶
の
教
育
を
施
し
､
結
婚
し
て

子
供
を
も
う
け
る
こ
と
で
王
族
の

血
統
が
絶
え
な
い
よ
う
に
仕
向
け

｢
所
有
｣
か
ら
｢
存
在
｣
の
次
元
へ

｢
所
有
｣
の
価
値
観
は
見
事
に
破

産
し
て
し
ま
っ
た
｡
老
人
､
病

人
､
死
者
は
｢
所
有
｣
の
次
元
の

外
に
､
そ
れ
と
は
異
質
の
｢
存

在
｣
の
次
元
が
あ
る
こ
と
を
志
す

具
体
的
証
し
で
あ
り
､
修
行
者
は

所
有
で
は
な
く
存
在
に
基
づ
く
ま

っ
た
く
新
し
い
生
き
方
の
実
物
見

本
で
あ
る
｡

仏
伝
の
表
現
に
よ
れ
ば
｢
心
臓

を
毒
矢
で
深
く
射
ら
れ
た
獅
子
｣

の
よ
う
に
な
っ
た
釈
尊
に
と
っ

て
､
宮
殿
の
生
活
は
も
は
や
何
の

喜
び
も
充
実
感
も
も
た
ら
さ
な

い
｡
存
在
と
い
う
垂
直
の
次
元
に

目
覚
め
た
釈
尊
に
は
､
所
有
と
い

う
水
平
の
次
元
の
象
徴
で
あ
る
宮

一
つ
つ
ご
く

殿
は
も
う
｢
牢
獄
｣
に
し
か
見
え

な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の
次

元
の
間
の
妥
協
が
そ
れ
以
上
受
け

入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
あ
る
夜
､

存
在
の
次
元
へ
の
ラ
ジ
カ

ル
な
転
換
の
こ
と
を
い
う

の
で
あ
る
｡
そ
れ
ば
､

｢
豊
か
に
持
つ
た
め
に
生

き
る
｣
の
で
は
な
く
､

｢
四
門
出
遊
｣
が
契
機
に

た
の
で
あ
る
｡
｢
王
｣
は
世
俗
社

会
が
所
有
志
向
の
価
値
観
を
そ
の

構
成
メ
ン
バ
ー
に
押
し
っ
け
て
く

る
こ
と
の
象
徴
に
な
っ
て
い
る
と

理
解
で
き
る
だ
ろ
う
｡

望
む
も
の
が
な
ん
で
も
直
ち
に

与
え
ら
れ
る
｢
所
有
｣
の
理
想
郷

の
よ
う
な
宮
殿
で
の
生
活
を
享
受

し
て
い
た
釈
尊
で
あ
っ
た
｡
し
か

し
あ
る
と
き
､
王
城
の
東
西
南
北

の
四
つ
の
門
か
ら
郊
外
に
出
掛

け
､
そ
れ
ぞ
れ
の
門
の
｢
外
｣

で
､
老
人
･
病
人
･
死
者
･
修
行

者
に
出
会
う
こ
と
で
､
そ
う
い
う

生
き
方
に
大
き
な
疑
問
を
持
つ
よ

う
に
な
る
｡
釈
尊
が
出
家
を
決
意

し
も
ん
し
e
つ

す
る
契
機
と
な
っ
た
｢
四
門
出

ゆ
う遊

｣
と
呼
ば
れ
る
重
要
な
出
来
事

で
あ
る
｡

こ
う
し
て
､
老
い
･
病
･
死
と

い
う
い
か
に
し
て
も
避
け
ら
れ
な

い
現
実
の
深
い
実
存
的
意
味
に
気

づ
い
た
彼
の
中
で
､
そ
れ
ま
で
の

か
れ
は
両
親
や
妻
子
を
含
め
た

｢
宮
殿
｣
を
去
っ
て
､
宗
教
的
修

行
者
の
生
活
に
身
を
投
じ
た
｡

本
来
の
意
味
の
｢
出
家
｣
と
は

こ
の
よ
う
な
､
所
有
の
次
元
か
ら

｢
豊
か
に
存
在
す
る
た
め
に
生
き

る
｣
と
い
う
人
生
の
意
味
や
目
的

の
根
本
的
な
リ
セ
ッ
ト
な
の
で
あ

る
｡
そ
の
と
き
に
は
､
生
活
の
ま

る
へ
し
と
全
体
が
宗
教
的
な
も
の
に

な
る
｡

り
ょ
う
か

釈
尊
の
宮
殿
生
活
を
凌
駕
す
る

よ
う
な
｢
豊
か
な
社
会
｣
に
生
き

て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
も
｢
四
門
出

遊
｣
は
可
能
だ
ろ
う
か
?
　
こ
れ

ほ
ど
ま
で
に
老
人
･
病
人
･
死
者

め

･
修
行
者
が
大
衆
の
眼
か
ら
巧
妙

に
隠
さ
れ
､
社
会
か
ら
軽
視
さ
れ

た
時
代
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
?

真
正
の
宗
教
的
意
識
と
は
､
所

有
と
い
う
水
平
的
次
元
の
延
長
で

は
な
く
存
在
と
い
う
垂
直
的
次
元

へ
の
目
覚
め
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
､
現
代
は
ま
さ
に

宗
教
に
と
っ
て
危
機
の
時
代
で
あ

る
｡
し
か
し
､
そ
の
よ
う
な
所
有

の
次
元
に
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
わ
れ

わ
れ
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
っ
た
の
が

東
日
本
大
震
災
と
原
発
の
事
故
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
｡


