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釈
尊
は
誕
生
と
同
時
に
、
両
手
で
天
と
地
を
指
さ
し
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
と
い
わ
れ
た

と
い
う
。
そ
の
時
の
姿
を
造
形
し
た
の
が
誕
生
仏
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
像
で
、
両
手
の
形
に
つ
い
て
古
来
二
つ
の
型
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
右
手
を

上
方
に
左
手
を
下
方
に
し
た
も
の
と
、
そ
の
逆
の
左
手
上
方
と
右
手
下
方
と
の
も
の
で
あ

る
。
（
図
一
）
前
者
は
わ
が
国
に
多
く
み
ら
れ
、
後
者
は
中
国
・
朝
鮮
半
島
の
も
の
に
み
ら

れ
る
。ま

た
、
そ
の
天
と
地
を
指
さ
し
た
と
い
う
指
の
形
に
も
五
つ
の
型
が
あ
る
。

指
か
ら
小
指
に
向
っ
て
、
各
指
を
第
一
二
一
・
一
ニ
・
四
・
五
指
と
す
る
と
、
ま
ず
第
二
指
一

本
の
も
の
と
、
次
に
第
二
・
三
指
の
二
本
、
ま
た
第
一
・
二
・
三
指
の
三
本
と
、
第
一
・
二

・
三
・
四
指
の
四
本
と
、
五
本
の
全
指
を
聞
い
て
い
る
も
の
と
で
あ
る
。

（
図
二
〉
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丸

人

何
故
、
両
手
の
位
置
に
二
種
が
あ

り
、
指
さ
す
指
に
五
種
あ
る
の
か
、

こ
の
点
が
不
思
議
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
両
手
の
位
置
に
つ
い

て
は
、
こ
の
誕
生
仏
だ
け
で
な
く
他

の
仏
像
に
も
そ
の
例
は
多
く
み
ら
れ

る
。
こ
れ
は
何
故
な
の
か
。

ま
ず
誕
生
仏
に
み
ら
れ
る
指
の
形

は
、
密
教
で
い
う
印
相
的
に
考
え
れ

ば
、
そ
の
理
由
は
白
か
ら
解
け
る
。

例
え
ば
印
相
的
に
は
、

五
本
の
各
指

に
次
の
よ
う
な
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
（
図
一
一
一
）

小
指
か
ら
親
指
に
向
っ
て
、
地
・
水
・
火
・
風
・
空
と
い
い
、
さ
ら
に
親
指
を
見
直
舎
那
如
来
、
ま
た
は

大
日
如
来
と
い
い
、
人
さ
し
指
を
阿
弥
陀
如
来
、
中
指
を
釈
迦
如
来
、
薬
指
を
薬
師
如
来
、
小
指
を
弥
勤
仏

と
い
う
仏
名
を
つ
け
て
い
る
。

ま
た
各
指
の
三
つ
の
関
節
部
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
基
に
し
て
、
両

手
を
い
ろ
い
ろ
に
組
み
合
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
仏
の
法
力
が
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
テ
レ
ビ
の
よ
う
な
電
気
器
具
は
、
そ
の
内
部
に
は
、
複
雑
な
構
造
と
配
線
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
間
違
い
な
く
組
み
合
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
電
波
を
正
し
く
受
け
、
正
し
い
映
像
を
私
た
ち
に
み
せ
て
く
れ
る
。
仏
像
の
印
相
も
、
こ
れ
と
同
様
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
誕
生
仏
の
指
に
み
ら
れ
る
五
種
の
形
に
つ
い
て
は
、
少
し
本
題
か
ら
離
れ
る
の
で
略
し
、
両
手
の
位
置
に
つ
い
て

の
み
考
え
て
み
よ
う
。

わ
が
国
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ
て
以
来
、
多
く
の
仏
像
が
造
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
如
来
像
は
、
右
手
上
左
手
下
の
も
の
が
最
も
多
い
。
こ

れ
に
対
し
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
も
の
で
は
、
左
手
上
右
手
下
の
も
の
が
多
い
。

次
に
菩
薩
像
で
は
、
右
手
上
左
手
下
は
、

今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。

わ
が
国
で
は
飛
鳥
時
代
に
多
く
、
白
鳳
以
後
の
も
の
は
左
手
上
右
手
下
が
多
く
、

こ
の
菩
薩
像
に
つ
い
て
は
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
も
の
も
同
様
の
よ
う
で
あ
る
。

ほ
と
け

そ
も
そ
も
仏
像
と
は
、
仏
の
姿
を
形
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
仏
と
は
何
か
、
と

い
う
大
変
む
ず
か
し
い
問
題
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
古
来

に
い
う
三
身
（
法
身
・
報
身
・
応
身
）
の
姿
を
、
人
格
化
表
現
に
し
た
の
が
仏
像
で
あ

る
と
い
う
簡
単
な
い
い
方
で
終
え
、
本
稿
を
進
め
た
い
。

さ
て
仏
像
に
は
、
何
故
二
つ
の
形
が
あ
る
の
か
、
こ
れ
を
結
論
か
ら
い
う
と
、
実
は

こ
の
形
が
、
仏
た
ち
の
本
心
を
私
た
ち
に
示
し
て
い
る
手
信
号
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
仏
像
と
は
、
仏
教
に
お
け
る
信
仰
の
対
象
で
あ
り
、
ま
た
仏
教
の
真
随
は

慈
悲
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
仏
像
の
形
は
、
こ
の
慈
と
悲
の
合
体
表
現
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
仏
の
本
心
を
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
合
体
の
心
が
、
私
た
ち
衆

生
に
は
簡
単
に
理
解
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
慈
と
悲
を
分
解
し
た
方
が
解
り
や
す
い
の

で
あ
る
。

（図五）
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こ
の
形
が

そ
も
そ
も
慈
悲
と
は
、
親
が
子
に
対
す
る
よ
う
な
愛
情
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
子
に

親
不
孝
さ
れ
て
も
、
や
は
り
そ
の
子
が
可
愛
い
と
い
う
親
心
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

九



し
か
し
こ
の
親
心
は
、
子
供
に
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
父
の
心
と
母

の
心
に
分
け
る
と
理
解
し
や
す
い
。

父
は
厳
し
い
愛
情
、
つ
ま
り
慈
で
あ
り
、
母
は
優
し
い
愛
情
の
悲
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
仏

像
に
お
け
る
慈
の
表
現
は
厳
し
さ
で
あ
り
、
悲
の
表
現
は
優
し
さ
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
、

仏
像
の
種
類
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
慈
の
表
現
は
如
来
像
に
、
悲
の
表
現
は
菩

薩
像
に
と
い
う
の
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
仏
像
で
は
、
身
体
を
上
下
・
左
右
に
各
二
分
し
て
慈
と
悲
の
区
分
と
し
て
い
る
。
即

ち
上
半
身
を
慈
、
下
半
身
を
悲
と
し
、
ま
た
左
側
を
慈
、
右
側
を
悲
と
し
て
い
る
。
（
図
四
）

だ
か
ら
密
教
で
は
、
左
手
を
慈
念
手
、
右
手
を
悲
念
手
と
い
い
、
ま
た
五
指
を
聞
い
て
縦
て

掌
を
前
向
に
し
た
手
を
、
上
半
身
に
お
く
と
き
は
施
無
畏
の
印
と
し
、
下
半
身
に
お
く
と
き

は
与
願
の
印
と
し
て
い
る
。
〈
図
五
〉

苦
を
取
り
去
り
楽
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
与
願
と
は
、
何
ご
と
も
無
条
件
で
願
い
を
か
な
え
て
く
れ
る
こ
と

禁
君、

六〉（図
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施
無
畏
と
は
、

で
あ
る
。

。

こ
れ
ら
の
形
を
総
合
し
て
み
る
と
、
そ
の
仏
像
が
ど
ん
な
心
を
私
た
ち
に
示
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
右
手
上
方
は
悲
慈
、
左

手
下
方
は
慈
悲
と
な
る
。
こ
れ
に
対
L
、
左
手
上
方
は
慈
慈
、
右
手
下
方
は
悲
悲
と
な
っ
て
い
る
。
（
図
六
〉

さ
て
こ
の
両
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
の
心
を
考
え
る
と
、
後
者
の
像
は
、
慈
と
悲
の
各
二
乗
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
者
の
像

よ
り
、
よ
り
強
力
な
慈
悲
の
姿
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
古
来
イ
ン
ド
で
は
、
人
間
の
身
体
を
縦
に
正
中
線
で
二
分
し
、
右
側
を
仏
・
清
浄
と
し
、
左
側
を
自
我
・
不
浄
と
し
て
い
る
。

（
図
七
）
だ
か
ら
食
事
は
必
ら
ず
右
手
で
、
不
浄
な
も
の
は
左
手
を
使
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
、
仏
と
自
我
の
二
面
を
も
っ
わ
れ
わ
れ
の
合
掌
は
、
右

手
の
仏
と
左
手
の
自
我
と
の
合
体
、
つ
ま
り
、
私
が
仏
と
一
体
に
な
っ

た
、
ま
た
は
な
り
た
い
と
願
う
形
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
面
の

考
え
方
は
、
仏
像
の
形
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
。

仏
像
で
坐
像
の
場
合
、
結
蜘
扶
坐
す
る
足
の
組
み
方
に
、
左
腿
の
上

に
右
足
を
お
く
と
き
は
、
我
を
仏
で
お
さ
え
る
こ
と
か
ら
降
魔
坐
と
い

い
、
そ
の
逆
の
右
腿
の
上
に
左
足
を
お
く
と
き
は
］
仏
の
上
に
自
分
が
乗
り
、
人
々
を

救
う
と
い
う
大
乗
的
教
え
の
姿
と
し
て
、
こ
れ
を
吉
祥
坐
と
い
っ
て
い
る
。
（
図
八
）

ま
た
仏
像
の
腹
前
で
組
む
定
印
も
、
左
手
の
上
に
右
手
を
お
く
も
の
と
そ
の
逆
と
が

あ
る
。
こ
れ
も
足
の
場
合
と
同
様
に
、
右
手
上
が
降
魔
、
左
手
上
が
吉
祥
の
印
と
な
っ

わい戸オ埠）
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像
に
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二
つ
の
姿

て
い
る
。

さ
て
仏
教
信
者
は
、
仏
像
を
透
し
て
真
の
仏
に
拝
む
。
ま
た
古
来
僧
た
ち
は
、
こ
の

仏
に
拝
む
こ
と
を
大
衆
に
教
え
て
き
た
。
し
か
し
、
真
の
仏
の
本
心
は
ど
う
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
衆
生
に
対
し
て
は
、
そ
れ
こ
そ
仏
教
信
者
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ

う
が
、
ま
た
他
の
宗
教
信
者
で
あ
っ
て
も
、
仏
か
ら
み
れ
ば
、
す
べ
て
の
生
き
も
の

は
、
み
な
可
愛
い
い
わ
が
子
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
す
べ
て
を
平
等
に
見
守
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
例
え
ば
、
太
陽
は
全
世
界
の
す
べ
て
に
光
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
。

私
た
ち
は
仏
の
姿
を
造
形
し
て
、
そ
の
像
を
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
る
。
し
か
し
仏

か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
全
く
不
要
な
も
の
で
あ
る
。



「
お
前
た
ち
が
拝
ま
な
く
と
も
、
い
つ
も
優
し
く
見
守
っ
て
い
る
ん
だ
よ
」
と
、
い
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

私
た
ち
仏
教
信
者
は
、
こ
の
親
心
の
よ
う
な
仏
の
本
心
は
、
僧
か
ら
教
え
ら
れ
て
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
で
も
、
わ
か
っ
た
上
で
拝
め

ば
、
も
っ
と
親
し
く
私
を
見
守
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
僧
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
こ
の
仏
の
心
を
知
ら
な
い
も
の
に
は
教
え

て
や
る
義
務
が
あ
る
。
だ
か
ら
仏
像
を
造
り
、
そ
の
像
を
透
し
て
拝
む
こ
と
か
ら
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
仏
の
心
を
教
え
、
そ
し
て
拝
む
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
が
右
手
を
上
方
に
し
た
像
で
あ
り
、
仏
の
真
の
優
し
い
心
、
つ
ま
り
拝
ま

な
く
と
も
見
守
っ
て
い
る
ん
だ
よ
と
い
う
像
が
左
手
上
方
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
右
手
上
像
は
厳
し
い
表
現
、
左
手
上
像
は
優
し
い
表
現

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
来
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
で
は
、
こ
の
両
者
の
姿
を
同
時
に
造
形
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
完
全
な
仏
教
固
に
な
っ

た
時
点
で
、
こ
の
左
手
上
像
が
多
く
造
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
日
本
で
は
ど
う
か
。

紀
元
六
世
紀
に
、
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
え
ら
れ
た
仏
教
は
、
直
ち
に
日
本
人
の
全
て
に
理
解
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら

わ
が
国
で
、
最
初
の
頃
に
造
像
さ
れ
た
飛
鳥
寺
や
法
隆
寺
の
釈
迦
如
来
像
は
、
右
手
を
上
に
し
た
。
ま
た
菩
薩
像
に
し
て
も
、
法
隆
寺
の

伝
百
済
観
音
像
は
右
手
上
像
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
次
の
白
鳳
期
に
な
る
と
、
わ
が
国
で
も
仏
教
が
定
着
し
て
き
た
。
つ
ま
り
仏
の
本
心
が
、
多
く
の
人
々
に
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
、
法
隆
寺
の
夢
違
観
音
や
薬
師
寺
の
聖
観
音
の
よ
う
に
左
手
上
像
と
な
り
、
こ
れ
が
菩
薩
の
通
常
と
思
え
る
位

に
形
式
化
さ
れ
、
今
日
に
至
る
ま
で
変
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
如
来
に
つ
い
て
は
、
何
回
も
く
り
か
え
す
よ
う
で
あ
る
が
、
右
手
上
に
し
て
、
い
か
に
も
厳
し
い
父
の
よ
う
に
、
仏
を
拝
め
と

す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
仏
像
に
は
、
二
つ
の
姿
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
し
も
、
厳
し
い
姿
の
み
と
な
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
反
っ
て
、
仏
教

は
む
ず
か
し
い
と
い
っ
て
亡
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
優
し
い
姿
と
二
体
揃
っ
て
い
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
子
供
に
は
親
な
る
仏

に
あ
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
親
心
が
、
私
た
ち
に
は
心
の
ふ
る
さ
と
と
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
日
も
な
お
、
仏
教
が
私
た
ち
の
心
の
支
え
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


