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か
つ
て

釈
尊
在
世
の
時
代

マ
ガ
ダ
国
の
王
妃

韋い
だ
い
け
堤
希
夫ぶ
に
ん人
は

わ
が
子

阿あ
じ
ゃ
せ
闍
世
の
反
逆
に

苦く

悶も
ん
の
あ
ま
り

世
尊
に

救
い
を
求
め
る
も

た
だ
怒い
か
り
と
恨う
ら
み

そ
し
て
愚ぐ

ち痴
ば
か
り

し
か
し

我
が
身
の

愚
か
さ
に
懺さ
ん
げ悔
し

弥
陀
の
慈
悲
に
気
づ
い
た

そ
の
時
に

世
尊
は

に
っ
こ
り

微ほ
ほ
え笑
ま
れ
た

【出典】『観無量寿経』爾時世尊 即便微笑
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　 「王舎城の 悲劇」の中で、韋堤希夫人が大事
なことに気づいてくれた時に出た、釈尊の微笑
のこと。



さ
せ
る
べ
く
幽
閉
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
王
を
気き
づ
か遣

い
、
王
妃
の
韋い
だ
い
け

堤
希
夫ぶ

人に
ん

は
、
密
か
に
食
事
を
運
び
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
こ
と
が
発
覚
す
る
や
、
阿

闍
世
は
、
母
で
あ
る
韋
堤
希
を
も
王
宮

奥
深
く
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
い
ま
す
。

　
韋
提
希
は
、
わ
が
子
の
反
逆
に
苦
悶

し
て
、
釈
尊
に
救
い
を
求
め
ま
す
。
こ

の
願
い
に
応
じ
出
現
さ
れ
た
釈
尊
に
、

韋
提
希
は
、
地
面
に
身
を
投
げ
出
し
、

号
泣
し
訴
え
ま
す
。

　「
私
は
、
過
去
に
ど
の
よ
う
な
罪
を

犯
し
た
が
た
め
、
こ
の
よ
う
な
悪
い
子

を
生
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
世

尊
は
ど
の
よ
う
な
因
縁
が
あ
っ
て
、
提

婆
達
多
の
よ
う
な
悪
人
と
親
族
な
の
で

し
ょ
う
か
」
と
、先
ず
口
に
出
た
の
は
、

恨
み
が
ま
し
い
愚ぐ

ち痴
で
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
釈
尊
は
、
こ
れ
に
は
答
え

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
は
、
阿
闍
世

に
は
、
卜ぼ
く
せ
ん占

に
よ
っ
て
殺
人
ま
で
犯
し

二
つ
の
微み
し
ょ
う笑

　
当
山
の
ご
本
尊
阿
弥
陀
如
来
像
は
、

あ
く
ま
で
伝
承
に
よ
れ
ば
、
平
安
時
代

中
期
の
恵え
し
ん
そ
う
ず

心
僧
都
源
信
の
作
と
あ
り
ま

す
。
詳
し
い
経
緯
は
不
明
で
す
が
、
先

の
戦
災
に
遭
っ
て
い
て
、
光こ
う
は
い背

は
戦
後

に
修
復
さ
れ
た
の
も
の
で
す
。

　
開
山
が
天
正
十
六
年
（1588

）
と

い
う
こ
と
で
す
の
で
、
お
そ
ら
く
、
相

当
以
前
か
ら
当
山
に
安
置
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
。
実
に
柔
和

な
相
を
さ
れ
て
い
て
、
私
自
身
、
こ
れ

ま
で
、
難
儀
に
遭
っ
た
と
き
な
ど
、
仏

前
に
座
り
そ
の
尊
容
を
拝
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
救
い
を
い
た
だ
い

て
き
ま
し
た
。
わ
ず
か
に
笑
み
を
た
た

え
て
お
ら
れ
る
そ
の
お
顔
は
、
如
来
の

慈
悲
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
と
い
え

ま
し
ょ
う
。

　
仏
典
を
読
ん
で
い
ま
す
と
、
仏
菩
薩

が
微ほ
ほ
え笑
ま
れ
た
と
い
う
表
現
が
、
少
な

か
ら
ず
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
多

く
、
以
下
、
釈
尊
の
仏
伝
よ
り
、
二
つ

の
微
笑
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。最
初
は「
即そ
く
べ
ん
み
し
ょ
う

便
微
笑
」で
す
。

　
釈
尊
在
世
の
時
代
、
当
時
イ
ン
ド
で

は
最
強
の
国
と
い
わ
れ
て
い
た
マ
ガ
ダ

国
に
お
い
て
、
王お
う
し
ゃ
じ
ょ
う

舎
城
の
悲
劇
と
呼
ば

れ
る
、
大
き
な
事
件
が
起
き
ま
し
た
。

　
王
子
で
あ
っ
た
阿あ
じ
ゃ
せ
闍
世
が
、
提だ
い
ば
だ
っ

婆
達

多た

（
釈
尊
の
従い

と

こ
兄
弟
と
い
わ
れ
、
釈
尊

に
従
っ
て
出
家
す
る
も
、
妬ね
た
み
か
ら
仏

教
教
団
と
は
敵
対
し
て
い
た
）
と
い
う

悪
友
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
王
位
を
得

る
た
め
に
父
王
の
頻び
ん
ば
し
ゃ
ら

婆
娑
羅
を
、
餓
死
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て
授
か
っ
た
と
い
う
暗
い
出
生
の
秘
密

が
あ
っ
た
の
で
す
。
韋
堤
希
は
、
そ
の

よ
う
な
わ
が
身
の
罪
を
懺さ
ん
げ悔

し
、
そ
し

て
哀
願
す
る
の
で
し
た
。「
世
尊
よ
、

憂
い
悩
む
こ
と
な
き
世
界
を
説
い
て
く

だ
さ
い
。
も
は
や
私
は
こ
の
濁
悪
の
世

を
願
い
ま
せ
ん
」
と
。

　
す
る
と
、
釈
尊
は
眉み
け
ん間

か
ら
光
を

放
っ
て
、
諸
仏
の
さ
ま
ざ
ま
な
浄
土
を

現
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
韋
提
希

は
答
え
た
の
で
す
。「
私
は
、
い
ま
極

楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
所
に
生
ま
れ
た

い
と
思
い
ま
す
」
と
。

　
そ
の
時
で
す
。
世
尊
は「
即そ
く
べ
ん
み
し
ょ
う

便
微
笑
」

さ
れ
た
と
、『
観か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

無
量
寿
経
』
に
記
述

さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、韋
堤
希
が
、

釈
尊
の
意
図
し
た
と
お
り
、
懺
悔
し
浄

土
往
生
を
願
う
と
い
う
菩
提
心
を
起
こ

し
た
こ
と
に
、
に
っ
こ
り
と
微
笑
ま
れ

た
と
い
う
の
で
す
。

　
次
は
、「
拈ね
ん
げ
み
し
ょ
う

華
微
笑
」
で
す
。

　
中
国
宋
代
に
無
門
慧
開
に
よ
っ
て
編

集
さ
れ
た
公こ
う
あ
ん案
集
『
無
門
関
』
に
「
世

尊
、
昔
、
霊
山
会
上
に
在
っ
て
花
を
拈

じ
て
衆
に
示
す
。
是
の
時
、
衆
皆
な
黙

然
た
り
。
た
だ
迦
葉
尊
者
の
み
破
顔
微

笑
す
。
世
尊
云
く
、
吾
に
正
法
眼
蔵
、

涅
槃
妙
心
、
実
相
無
相
、
微
妙
の
法
門

有
り
。
不
立
文
字
、
教
外
別
伝
、
摩
訶

迦
葉
に
付
嘱
す
」
と
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
釈
尊
が
霊
り
ょ
う
じ
ゅ鷲

山せ
ん

で
説
法
を
さ
れ
て
い
た
際
、
花
を
拈ひ
ね

り
大
衆
に
示
し
た
と
こ
ろ
、
だ
れ
も
そ

の
意
味
が
分
か
ら
ず
、
ぽ
か
ん
と
し
て

い
た
が
、
た
だ
摩ま
か
か
し
ょ
う

訶
迦
葉
だ
け
が
、
真

意
を
知
っ
て
微
笑
ん
だ
。
そ
こ
で
、
釈

尊
は
、
後
継
者
と
し
て
仏
教
の
真
理
の

す
べ
て
を
、
摩
訶
迦
葉
に
伝
授
し
た
と

い
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　
史
実
云
々
は
別
と
し
て
、こ
の
故
事
に

よ
り
、「
言
葉
を
使
わ
ず
、
以い
し
ん
で
ん
し
ん

心
伝
心
、

心
か
ら
心
へ
伝
え
る
こ
と
。あ
る
い
は
、

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」、
こ
れ

を
「
拈ね
ん
げ
み
し
ょ
う

華
微
笑
」
と
い
い
ま
す
。

　
以
上
、
二
つ
の
微
笑
に
つ
い
て
お
話

し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
前

者
は
釈
尊
の
微
笑
み
、
後
者
は
摩
訶
迦

葉
の
微
笑
み
と
い
う
こ
と
で
、
対
象
も

状
況
も
違
い
ま
す
。
し
か
し
、
共
通
し

て
い
る
の
は
、
お
互
い
が
目
と
目
を
合

わ
せ
、
言
葉
の
あ
る
な
し
を
問
わ
ず
、

心
が
通
い
、
意
思
の
疎
通
が
な
さ
れ
、

仏
法
の
伝で
ん
ぱ播

が
か
な
っ
た
と
き
、
自
ず

と
出
た
微
笑
み
、
そ
れ
が
即
便
微
笑
で

あ
り
、拈
華
微
笑
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
私
ど
も
、
仏
像
を
拝
す
る
場
合
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
仏
か
ら
直
接
言
葉

を
い
た
だ
け
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
時
に
、
自
分
自
身
が
韋
堤
希
と
な

り
、
そ
の
尊
容
か
ら
微
笑
み
を
い
た
だ

き
、
ま
た
、
時
に
摩
訶
迦
葉
と
な
り
、

微
笑
み
返
し
が
で
き
る
ま
で
に
な
れ
た

ら
―
―
。
そ
う
あ
り
た
い
も
の
で
す
。
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信
じ
切
る
と
い
う
の
が
人
気
の
原
因
だ
っ

た
と
い
っ
て
い
い
。
つ
ま
り
は
「
あ
な
た

ま
か
せ
」。
正
確
に
は
、
阿
弥
陀
ま
か
せ

と
で
も
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
当
時
の
民
衆
は
、
積
極
的
な

意
志
で
仏
に
す
が
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て

現
代
の
我
々
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
逃
げ
よ

う
と
ば
か
り
に
あ
な
た
ま
か
せ
に
す
る
。

こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
す
が
り
方
で
は
、

阿
弥
陀
様
も
い
い
顔
は
し
な
い
だ
ろ
う
。

    

　
　
　  （『
仏
教
の
こ
と
ば
』ひ
ろ
さ
ち
や
監
修
）

▼
菜
園

　
先
住
職
が
、
猫
の
額
ほ
ど
の
畑
に
、

あ
ま
り
上
手
と
は
い
え
な
い
野
菜
作
り

を
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
ど
う
い

う
わ
け
か
引
き
継
ぎ
ま
し
て
、
キ
ュ
ウ
リ

に
ト
マ
ト
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
…
…
。

◆
庭
の
隅
声
か
け
植
え
し
桃
太
郎
　
沐
魚

か
な
い
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
、
い
い

か
げ
ん
な
態
度
や
状
態
を
表
す
よ
う
に

な
っ
た
。
何
事
に
も
う
や
む
や
な
人
間
に

は
、
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
強
引
な
姿
勢
が

必
要
に
な
る
？

◎
あ
な
た
ま
か
せ

　
何
事
も
誰
か
に
押
し
つ
け
、
自
分
で
は

何
も
責
任
を
と
ろ
う
と
し
な
い
投
げ
や

り
な
態
度
を
表
す
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
る

が
、
語
源
は
熱
心
な
仏
教
信
仰
の
さ
ま

を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
平
安
時
代
の
末
期
に
浄
土
宗
を
開
い

た
法ほ
う
ね
ん然

は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
「
南な

む

あ
無
阿

弥み
だ
ぶ
つ
陀
仏
」
と
唱
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で

浄
土
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
。

こ
の
教
え
は
、
わ
か
り
や
す
さ
と
実
践

が
容
易
な
た
め
に
、
た
ち
ま
ち
貴き
せ
ん賤

を

問
わ
ず
人
々
の
間
に
広
ま
る
の
だ
が
、
い

わ
ば
む
ず
か
し
い
こ
と
は
考
え
ず
、
ひ
た

す
ら
阿
弥
陀
様
に
す
べ
て
を
ま
か
せ
て
、

◎
有う

や

む

や

耶
無
耶

　
物
質
は
有0

る
、
無0

い
？   

　
死
後
の
世

界
は
無
い
、
有
る
？
　
仏
教
以
前
の
イ
ン

ド
の
哲
学
会
は
、
ひ
た
す
ら
そ
の
よ
う
な

机
上
の
空
論
に
熱
中
し
て
い
た
。

　
そ
れ
を
戒
め
た
の
が
釈し
ゃ
か迦
だ
。
そ
ん

な
議
論
は
、
人
間
が
生
き
る
こ
と
と
は
何

の
関
係
も
な
い
と
、
こ
の
よ
う
な
論
争
を

無
駄
な
行
為
と
し
た
。
つ
ま
り
は
「
有
無

を
言
わ
せ
ず
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、「
有う

や

む

や

耶
無
耶
」は
こ
れ
と
は
逆
。

「
有
耶
？
　
無
耶
？
」
と
論
争
す
る
さ
ま

を
表
し
た
語

で
、
当
然
こ

の
よ
う
な
議

論
は
あ
い
ま

い
な
結
果
に

し
か
終
わ
ら
な
い
。
要
す
る
に
最
初
か
ら

不
毛
の
行
為
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
転
じ
て
、
こ
の
語
は
、
あ
る
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今月の一言

桃太郎


