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初
期
仏
教
経
典
で
あ
る
『
小
牛
飼
い
経
』（『
中
部
』
第

34
経
）
に
お
い
て
釈
尊
は
、
牛
飼
い
が
牛
達
に
河
を
渡
ら

せ
る
比
喩
を
説
く
。
無
知
な
牛
飼
い
は
岸
の
此
彼
を
よ
く

見
ず
に
不
適
切
な
渡
し
場
か
ら
牛
達
を
渡
そ
う
と
し
、
結

果
的
に
牛
達
は
水
の
流
れ
に
呑
ま
れ
て
し
ま
う
。
対
し
て

智
慧
あ
る
牛
飼
い
は
、
岸
の
此
彼
を
よ
く
見
て
、
適
切
な

渡
し
場
か
ら
ま
ず
首
領
牛
・
父
牛
を
、
次
い
で
力
が
あ
り

慣
ら
さ
れ
た
牛
を
、
と
い
う
よ
う
に
順
次
牛
を
渡
し
、
最

終
的
に
す
べ
て
の
牛
を
渡
り
切
ら
せ
て
い
る
。

　

こ
の
比
喩
の
う
ち
、
無
知
な
牛
飼
い
は
外
道
の
沙
門
・

バ
ラ
モ
ン
を
喩
え
、
智
慧
あ
る
牛
飼
い
は
釈
尊
を
、
河
の

流
れ
は
魔
の
支
配
す
る
領
域
（
三
界
即
ち
輪
廻
の
世
界
）
を
、

牛
は
弟
子
達
を
喩
え
て
い
る
。
釈
尊
は
こ
の
比
喩
を
通
じ

て
、
師
と
す
べ
き
人
物
の
言
を
信
じ
る
者
に
は
利
益
・
幸

福
が
訪
れ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
誰
（
何
）
を
信

じ
て
い
く
か
に
よ
っ
て
人
の
幸
・
不
幸
が
決
ま
っ
て
し
ま

う
点
は
、
宗
教
の
み
な
ら
ず
現
代
世
間
一
般
に
も
通
じ
る

こ
と
で
あ
る
が
、
牛
飼
い
の
比
喩
は
、
二
千
年
以
上
前
の

異
国
の
思
想
を
現
代
に
生
き
る
我
々
に
実
感
を
も
っ
て
伝

え
る
力
強
さ
を
も
っ
て
い
る
。

　

本
経
の
末
尾
に
は
偈
頌
が
説
か
れ
る
。
そ
こ
で
釈
尊

は
、「
あ
の
世
と
こ
の
世
を
よ
く
知
る
仏
に
よ
り
、
安
穏

た
る
『
不
死
の
門
』
は
開
か
れ
て
い
る
。
悪
し
き
も
の
の

流
れ
は
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
。
君
達
は
安
穏
に
達
せ
よ
」

（
趣
意
）
と
弟
子
達
に
語
る
。「
悪
し
き
も
の
の
流
れ
」
と

は
先
の
比
喩
を
用
い
て
説
明
さ
れ
た
魔
の
領
域
で
あ
り
、

「
不
死
」
と
は
そ
の
対
極
に
あ
る
涅
槃
で
あ
る
。
智
慧
あ

る
牛
飼
い
た
る
釈
尊
は
、
河
の
流
れ
の
向
こ
う
側
（
不
死
）

に
至
る
道
筋
を
牛
た
る
仏
弟
子
に
説
い
て
い
る
。「
不
死

の
門
」
は
梵
天
勧
請
の
際
に
釈
尊
が
説
法
を
宣
言
す
る
偈

頌
に
も
登
場
す
る
語
で
あ
り
、
こ
こ
に
仏
教
流
布
の
原
点

を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
他
、『
法
華
経
』
七
つ
の
喩
え
を
は
じ
め
と
し
て
、

仏
典
に
は
多
種
多
様
な
動
物
・
植
物
や
自
然
を
用
い
た
比

喩
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
比
喩
は
、
時
を
超
え
て
我
々

に
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
と
も
に
、
古
代
イ
ン

ド
の
生
活
や
考
え
方
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
思
想
的

な
背
景
と
と
も
に
、
文
化
的
な
視
点
か
ら
も
比
喩
は
注
目

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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