
浄

土

教

興

起

一

『
観
無
量
寿
経
」
は
王
舎
城
の
悲
劇
の
渦
中
に
苦
悶
す
る
韋
提
希
を
ヒ 

ロ
イ
ン
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
日
常
的
悲
劇
に 

終
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
悲
劇
を
仏
法
的
現
実
と
し
て
、
そ
こ
に
本
願 

の
名
告
り
を
聞
信
せ
し
め
、
浄
土
教
興
起
の
意
義
を
見
出
さ
し
め
て
く
る 

の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
い
か
に
、
こ
の
王
舎
城
の
悲
劇
が
浄
土
教
興 

起
と
し
て
の
意
味
を
我
々
に
与
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
こ

の

『
観
無
量
寿
経
」

の

「
序
分
」
に
、
最
も
注
意
を
払
っ
た 

の
は
善
導
大
師
で
あ
る
。
善
導
大
師
は
、
現
実
を
凝
視
し
た
厳
し
い
修
道 

の
う
え
に
、
古
今
の
教
法
の
観
念
化
を
楷
定
し
、
本
源
的
な
仏
道
の
あ
り 

方
を
自
己
自
身
に
確
か
め
ん
と
す
る
人
生
態
度
を
も
っ
て
、

「
序
分
」
に 

注
目
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
聖
道
の
諸
師
は
「
観
無
量 

寿
経
』
に
普
遍
的
価
値
を
認
め
ん
と
し
て
、

大
乗
経
典
の
真
理
に
よ
っ 

て
、

『
観
無
量
寿
経
』

の
教
学
的
意
義
を
理
論
づ
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
に
於
て
は
、
当
然
、
王
舎
城
の
悲
劇
は
理
知
の
対
象
と
な
ら
ざ
る
を 

得
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
悲
劇
そ
の
も
の
は
、
い
か
に
し
て
も
、

神
 

戸
 

和
 

磨
 

理
性
を
も
っ
て
し
て
は
、
測
り
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
苦
悩
と
悲
哀
を
内 

容
と
す
る
も
の
、
即
ち
理
性
の
領
域
を
超
え
た
出
来
事
で
あ
る
。
ま
た
、
 

悲
劇
は
、
悲
劇
に
出
会
っ
た
当
事
者
以
外
に
は
、
何
人
と
い
え
ど
も
、
そ 

れ
の
代
り
手
と
な
る
こ
と
の
で
き
な
い
個
人
的
事
件
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

悲
劇
は
、
厭
で
も
自
分
の
出
来
事
と
し
て
当
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も 

の
、
逃
げ
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
個
人
性
を
も
っ
た
も
の
、

一
般
化
を
許
さ
ぬ 

も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
諸
師
は
、
そ
の
悲
劇
の
も
つ
現
実
性
を
、
常 

に
対
象
化
し
、

一
般
化
せ
ん
と
す
る
理
性
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
く
る
の
で 

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
愛
憎
違
順
の
業
苦
に
悲
泣
す
る
韋
提
希
は
「
実 

大
菩
薩
」
(

観
経
義
疏)

と
し
て
傍
観
さ
れ
、

し
か
も
、

韋
提
希
の
致 

請
、
即
ち
「
教
我
思
惟
」
は
散
善
、
「
教
我
正
受
」
は
定
善
と
領
解
さ
れ
、
 

日
常
的
人
間
か
ら
倫
理
的
人
間
、
さ
ら
に
宗
教
的
人
間
へ
と
理
想
化
さ
れ 

て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
諸
師
の
『
観
無
量
寿
経
』
解
釈
が
、
 

い
か
に
高
遠
な
論
理
を
誇
っ
て
も
、
王
舎
城
の
悲
劇
が
ド
ラ
マ
化
さ
れ
、
 

傍
観
さ
れ
て
い
る
以
上
、
悲
劇
の
も
つ
現
実
性
は
、
観
念
の
世
界
に
消
え 

て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
善
導
大
師
は
王
舎
城
の
悲
劇
を
理
性
に
よ
っ
て
、

ー
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般
化
す
る
の
て
は
な
く
、

つ
ね
に.
一
般
化
を
試
み
る
理
想
主
義
的
人
間
の 

あ
り
方
を
凝
視
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
は
、
却
っ
て
、
忘
失 

さ
れ
て
い
た
現
実
性
、
即
ち
、

い
か
な
る
贖
い
を
も
っ
て
も
回
避
を
許
さ 

ぬ
個
人
的
事
件
が
語
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
個
の
事
実
を
内
観
し
て
、
そ
こ 

に
普
遍
の
救
済
を
実
証
せ
ん
と
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
立
場
に
於 

て
、
善
導
大
師
は
、
韋
提
希
の
な
か
に
救
済
さ
る
べ
き
自
己
の
相
を
発
見 

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
悲
劇
に
苦
悩
す
る
韋
提
希
を
通
し
て
、
韋 

提
希
の
心
情
を
自
己
自
身
に
見
出
し
、

『
観
無
量
寿
経
』

の
中
心
を
な
す 

三
心
の
経
説
を
も
っ
て
、

「
序
分
」
を
翻
見
し
て
、
王
舎
城
の
悲
劇
を
三 

心
の
現
行
相
と
し
て
領
受
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
三
心
は
至
誠
心
・
 

深

心

・
廻
向
発
願
心
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
並
列
的
な
も
の
で
は
な
く 

し
て

「
至
誠
心
は
深
心
と
廻
向
発
願
心
を
体
と
す
。

こ
の
二
を
は
な
れ
て 

は
、
な
に
に
よ
り
て
か
至
誠
心
を
あ
ら
わ
す
べ
き
。
ひ
ろ
く
ほ
か
を
た 

ず
ぬ
べ
き
に
あ
ら
ず
、
深
心
も
廻
向
発
願
心
も
ま
こ
と
な
る
を
至
誠
心 

と
な
ず
く
る
な
り
」
(

往
生
大
要
鈔) 

と
明
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
深
心
と
廻
向
発
願
心
を
体
と
し
た
至
誠
の
実
践 

を
い
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
凡
そ
三
業
を
起
さ
ば
必
ず
真
実 

な
る
べ
し
」
(

在
生
礼
讃)

と
い
う
至
誠
の
実
践
は
「
所
作
の
一
切
の
善 

根
を
悉
く
み
な
廻
し
て
往
生
を
願
う
」
(

前
同)

と
こ
ろ
の
廻
向
発
願
心 

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
廻
向
発
願
心
を
内
容
と
す
る
至
誠
の
実
践 

は
、
深
心
と
い
わ
れ
る
我
々
の
生
存
の
深
み
に
あ
る
生
へ
の
確
信
に
基
づ 

く
も
の
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
至
誠
の
実
践
は
至
福
へ
の
願
い
に
支
え
ら 

れ
た
人
生
の
信
頼
に
よ
っ
て
成
り
た
っ
て
い
る
。
い
ま
、
善
導
大
師
は
、

韋
提
希
を
、
至
誠
の
歩
み
に
破
れ
、
人
生
の
破
局
に
突
き
当
た
っ
て
苦
悩 

す
る
実
業
の
凡
夫
と
し
て
凝
視
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
不
安
の
中
に 

戦
く
実
業
の
凡
夫
が
、
い
か
に
し
て
、
自
利
各
別
の
三
心
を
翻
し
て
、
如 

来
利
他
の
真
信
に
帰
入
で
き
る
か
を
問
題
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か 

し
、
善
導
大
師
は
人
間
の
宗
教
要
求
の
心
根
で
あ
る
三
心
を
解
釈
す
る
に 

先
立
っ
て
、

「
散
善
義
」
に
二
意
を
挙
げ
て
、

「
一
に
は
世
尊
、
機
に
随
う
て
益
を
顕
わ
し
た
も
う
こ
と
、
意
密
に
し 

て
知
り
難
し
。
仏
自
ら
問
い
自
ら
徴
し
た
ま
わ
ず
ば
、
解
を
う
る
に
由 

な
き
こ
と
を
明
す
。
二
に
は
如
来
、
還
っ
て
自
ら
前
の
三
心
の
数
を
答 

え
た
も
う
」

と
明
か
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
こ
の
三
心
が
仏
問
仏
答
の
形
を
も
っ
て
表 

現
さ
れ
、
し
か
も
如
来
の
悲
心
に
於
い
て
数
え
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ 

に
は
、
仏
道
の
本
源
的
な
あ
り
方
を
問
題
に
し
て
き
て
い
る
と
い
え
よ 

う
。
即
ち
、
三
心
と
は
、
人
生
へ
の
信
頼
に
支
え
ら
れ
た
至
福
へ
の
願
い 

を
内
容
と
し
た
至
誠
の
実
践
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
現
実
経
験
の
要
求 

と
し
て
至
極
当
然
な
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
明
白
な
事
実
が
、
い
ま
、
改 

め
て
、
教
と
し
て
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
恰
も
、
至
誠
の
実
践
を
可
能 

と
自
負
し
て
い
る
人
間
生
活
の
心
状
が
問
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の 

生
活
の
心
状
こ
そ
、
教
を
必
要
と
し
な
い
か
の
よ
う
に
生
き
、
仏
道
を
対 

象
化
し
、
如
是
我
観
し
て
い
く
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
我
々
の
現
下
の 

問
題
は
徹
底
さ
れ
、

一
点
の
自
我
心
を
も
混
じ
え
な
い
と
こ
ろ
の
「
如
是 

我
聞
」
の
仏
道
の
生
命
は
開
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
『
六
要
鈔
』 

に

は

「
経
に
云
く
」
を
釈
し
て
、

「
仏
言
を
挙
げ
て
、
信
順
を
勧
む
」
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と
明
か
し
て
、
仏
道
の
成
立
根
拠
を
確
か
め
、
自
利
真
実
の
歩
み
を
通
し 

て
、
如
来
利
他
の
真
信
を
成
就
せ
し
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
に
、

一
般
的
に
は
大
乗
経
典
は
序
・
正

・
流
通
の
三
分
と
六
成 

就
を
も
っ
て
説
か
れ
る
の
に
、
善
導
大
師
は
「
序
分
」
を
三
序
七
縁
と
料 

簡
し
て
く
る
。
そ
し
て
、

「
如
是
我
聞
」
の
一
句
を
「
証
信
序
」
と
し
て 

仏
道
の
帰
着
点
で
あ
り
、
出
発
点
で
あ
る
「
如
是
我
聞
」
の
一
念
の
直
観 

か
ら
展
開
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

「
如
是
」
の
義
を
顕
説
・
隠 

意

，
通
仏
教
の
三
段
階
を
も
っ
て
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に 

「
如
是
我
聞
」
の
分
析
で
は
な
く
、
善
導
大
師
の
「
如
是
我
聞
」
の
一
念 

の
直
観
に
包
蔵
さ
れ
た
仏
教
の
歴
史
的
展
開
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
は
、
 

一
代
仏
教
は
、
や
が
て
「
如
是
我
聞
」
の
一
点
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る 

大
悲
方
便
の
言
説
と
し
て
働
き
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の 

「
如
是
我
聞
」
は
、

「
如
是
」
の
教
と
、

「
我
聞
」
の
機
と
が
相
対
し
、
 

我
々
の
立
場
に
教
が
「
如
是
」
と
聞
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
、
相 

対
的
に
領
解
せ
ん
と
す
る
自
我
心
が
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
開
か
れ
て
く 

る
境
地
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ

の

「
如
是
我
聞
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

「
発 

起
序
」
中
よ
り
「
化
前
序
」
を
開
き
、
そ
の
中
に
一
代
仏
教
の
真
実
性
を 

包
摂
し
て
、
そ
の
法
の
真
実
性
の
実
現
さ
れ
る
一
点
を
、
 

「
洪
錯
響
く
と
い
え
ど
も
、
必
ず
扣
を
ま
ち
て
、
ま
さ
に
鳴
る
。
大
聖 

慈
を
垂
れ
た
ま
う
や
。
必
ず
請
を
待
ち
て
ま
さ
に
説
く.
」
(

序
分
義) 

と
明
か
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
こ
こ
に
甚
深
微
妙
の
一
如
法
界
の
真
実
性 

が
如
実
な
る
機
の
誕
生
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
、
人
類
の
歴
史
に
実
証
さ 

れ
て
く
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二 

そ
れ
な
ら
ば
、
阿
關
世
の
逆
害
に
よ
っ
て
、
苦
悩
の
中
か
ら
「
広
く
憂 

悩
無
き
処
を
願
求
す
る
心
根
が
、
い
か
に
し
て
、

「
広
く
浄
土
の
門
を
開 

く
」
機
と
し
て
明
か
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

思
う
に
、
韋
提
希
は
王
舎
城
の
悲
劇
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
だ 

一
度
も
疑
っ
て
み
た
こ
と
の
な
い
至
福
へ
の
願
い
を
内
容
と
す
る
至
誠
の 

歩
み
が
裏
切
ら
れ
、
や
が
て
苦
悩
の
中
に
沈
淪
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ 

た
。
し
か
し
、
至
誠
の
歩
み
を
支
え
て
い
る
人
生
へ
の
信
頼
は
、
日
常
的 

に
は
、
恰
も
、
善
悪
の
規
準
を
領
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
倫 

理
的
生
活
を
保
も
得
る
か
の
上
う
に
、
我
々
を
生
存
せ
し
め
て
い
る
。
し 

か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
於
け
る
人
間
の
あ
り
方
は
、
常
に
善
因
善
果
、
悪 

因
悪
果
と
い
う
期
待
と
不
安
に
曝
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

い
ま
、
そ
の
至
誠
の
歩
み
に
破
れ
、
暗
黒
の
中
に
投
げ
だ
さ
れ
た
韋
提 

希

は

「
唯
、
願
わ
く
ば
世
尊
、
我
が
為
に
広
く
憂
悩
無
き
処
を
説
き
た
ま 

え
」
と
希
願
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
願
い
は
、
単

に

「
此
濁 

悪
処
」
と
し
て
環
境
を
悪
と
し
、
自
己
を
肯
定
し
た
う
え
に
「憂
悩
無
き 

処
」
を
願
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
漠
然
と
し
た
通
請
所
求
の
動
因 

と
な
っ
て
い
る
の
は
「
別
標
世
界
」
と
し
て
の
現
実
性
に
よ
る
も
の
で
あ 

る
。
即
ち
、

「
自
身
の
苦
に
遇
い
、
世
の
非
常
を
覚
る
」
(

序
分
義) 

と
明
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
環
境
悪
の
叫
び
は
自
己
に
反
響
し
、
人
生
全
体 

が
問
題
と
な
っ
て
、
韋
提
希
の
う
え
に
負
い
か
か
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
 

故

に

「
此̂

悪
処
」
を
釈
し
て
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「
正
し
く
世
界
を
明
か
す
な
り
、
ま
た
器
世
界
を
明
か
す
。
ま
た
是
れ 

衆
生
の
依
報
処
な
り
、
ま
た
衆
生
の
所
依
処
と
名
づ
く
な
り
」
(

序
分 

義)

と
述
べ
ら
れ
る
如
く
、衆
生
の
依
報
処
、
所
依
処
を
も
っ
て
苦
界
と
な
し
て 

い
る
。
即
ち
、
環
境
と
主
体
と
を
対
立
的
に
考
え
る
我
執
の
底
を
割
っ
て 

韋
提
希
自
身
に
問
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
人
生
に
お
け
る 

問
題
で
は
な
く
、
人
生
へ
の
信
頼
に
破
れ
た
韋
提
希
自
身
の
た
っ
て
い
る 

地
平
か
ら
問
わ
れ
た
人
生
そ
の
も
の
の
問
題
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
悲
劇 

に
出
会
い
苦
悩
す
る
生
の
根
源
に
於
て
、
我
々
の
真
の
生
が
仏
道
へ
の
生 

で
あ
る
こ
と
を
漠
然
と
名
告
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
漠
然
と
し
た
通
請
所
求
は
「
光
台
現
国
」
の
光
明
に
よ
っ
て
、
韋 

提
希
の
う
え
に
、
浄
穢
の
分
限
を
自
覚
せ
し
め
、
願
生
浄
土
の
道
を
実
証 

し
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
正
し
く
、
世
尊
、
広
く
浄
土
を
現
わ
し
て
、
前
の
通
請
に
酬
え
た
も 

う
こ
と
を
明
か
す
」
(

序
分
義)

と
い
わ
れ
る
如
く
、.
漠
然
と
し
た
暗
黒
か
ら
の
通
請
は
、
仏
の
眉
間
光
に 

て
、
自
己
の
心
想
の
迷
妄
は
照
し
だ
さ
れ
、
無
始
以
来
、
自
我
を
仮
立
し 

た
我
執
存
在
を
し
て
、

「
五
体
投
地
し
、
求
哀
懺
悔
」
せ
し
め
て
く
る
。
 

そ
の
意
味
を
、

「
こ
れ
夫
人
真
心
徹
到
し
て
、

苦
の
娑
婆
を
厭
い
、
楽
の
無
為
を
欣 

う
、
永
く
常
楽
に
帰
す
る
こ
と
を
明
か
す
。
た
だ
し
無
為
の
境
は
軽
爾 

と
し
て
、
即
ち
階
う
べ
か
ら
ず
、
苦
悩
の
娑
婆
は
輒
然
と
し
て
離
る
る 

こ
と
得
る
に
由
し
無
し
。
金
剛
の
志
を
発
す
に
非
ざ
る
よ
り
は
永
く
生 

死
の
元
を
絶
た
ん
や
」
(

序
分
義)

と
明
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
じ
め
て
、
人
間
の
苦
悩
の
根
源
に
苦
悩 

す
る
生
命
と
し
て
働
き
か
け
て
い
た
大
悲
の
本
願
は
「
真
心
徹
到
」
と
し 

て
成
就
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
大
悲
の
本
願
は
、
既
に
王
宮
降
臨
の
と
き
か
ら
憶
念
さ
れ
、
光
台 

現
国
を
も
っ
て
、
苦
悩
の
衆
生
を
貫
き
照
し
だ
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ 

れ

は

『
観
無
量
寿
経
』

の

「
起
化
処
」
を
あ
ら
わ
す
に
就
い
て
、

「
ー
に
謂
わ
く
、
蘭
王
悪
を
起
し
て
、

則
ち
父
母
を
禁
ず
る
に
よ
っ 

て
、

則
ち
こ
の
娑
婆
を
厭
い
、

憂
い
の
世
界
に
託
せ
ん
と
願
う
。

二 

に
、
則
ち
如
来
請
に
赴
む
き
て
、
光
を
変
じ
て
、
台
と
な
し
、
霊
儀
を 

影
現
す
」
(

序
分
義)

と
示
さ
れ
る
如
く
、
王
舎
城
の
悲
劇
と
起
源
を
同
じ
く
し
て
、
仏
法
的
現 

実
と
し
て
、
人
類
の
歴
史
に
働
き
か
け
て
い
た
と
い
え
る
。
思
う
に
、
韋 

提
希
の
苦
悩
の
中
か
ら
の
煩
悶
は
、

「
世
尊
、
我
宿
何
の
罪
あ
り
て
か
、
此
の
悪
子
を
生
ぜ
る
」
(

観
無
量 

寿
経)

と
い
う
よ
う
に
、
自
ら
の
現
実
を
厭
わ
し
い
運
命
と
し
て
受
け
と
り
、
し 

か
も
、

「
世
尊
、
ま
た
何
等
の
因
縁
あ
り
て
か
、

提
婆
達
多
と
共
に
眷
属
た 

る
」
(

観
無
量
寿
経)

と
現
在
の
境
遇
に
あ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
阿
闍
世
、
提
婆
、
世
尊
へ
と
責 

任
を
転
嫁
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
韋
提
希
の
う
え
に
起 

っ
た
悲
劇
は
、

い
か
に
責
任
転
嫁
し
て
も
、
永
劫
に
回
避
を
許
さ
ぬ
厳
し 

さ
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
い
か
に
自
意
識
を
も
っ
て
、
逃
避
を
試
み
て 

も
、
逃
避
の
許
さ
れ
ぬ
事
実
に
愚
痴
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
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る
。
し
か
し
、
そ
め
愚
痴
は

「
自
ら
障
り
深
く
し
て
宿
因
を
識
ら
ず
、
今
の
児
の
害
を
被
る
に
こ
れ 

横
に
来
れ
り
と
い
う
」
(

序
分
義)

と
明
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
与
ら
れ
た
境
遇
を
自
ら
の
分
と
し
て
あ
る
生
存 

の
事
実
に
昏
く
し
て
、
責
任
転
嫁
す
る
無
明
の
告
白
で
あ
る
。
そ
れ
故
に 

釈
尊
は
、
そ
の
愚
痴
に
対
し
て
、
静
か
に
沈
黙
し
て
、
何
も
語
ろ
う
と
は 

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
無
明
を
無
阴
と
知
る
こ
と
で
き
ず
し
て
、
苦
悩 

す
る
韋
提
希
の
根
源
を
釈
尊
自
ら
に
見
出
さ
れ
た
同
体
の
大
悲
心
の
発
露 

と
い
え
よ
う
。
こ
の
沈
黙
こ
そ
、
人
間
の
内
奥
に
自
覚
さ
れ
ぬ
ま
ま
う
ず 

く
ま
っ
て
い
る
暗
黒
の
根
源
に
呼
び
か
け
て
く
る
大
悲
の
本
願
を
憶
念
し 

た
沈
黙
で
あ
る
.0

そ
の
沈
黙
を
も
っ
て
、
憶
念
さ
れ
て
い
た
大
悲
の
本
願
は
、

い
ま
韋
提 

希
の
う
え
に
「
真
心
徹
到
」
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
い
た
ず
ら 

に
、
自
己
の
生
存
す
る
大
地
を
離
れ
よ
う
と
す
る
自
我
を
所
依
と
し
た
人 

生
を
、

「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」
(

歎
異
抄)

と
し
て
深
信 

せ
し
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、

い
ま
ま
で
、
無
明
を
無
明
と
知
ら 

ず
し
て
あ
る
衆
生
を
し
て
、
自
身
の
業
苦
を
能
感
せ
し
め
、
そ
の
業
苦
に 

よ
っ
て
、
た
ゆ
み
な
く
自
我
の
迷
妄
は
破
ら
れ
、
穢
土
の
衆
生
を
し
て
浄 

土
へ
向
わ
し
め
る
道
に
方
向
転
換
せ
し
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
お
い
て
、
釈
尊
は
韋
提
希
の
通
請
所
求
に
「
広
開
浄
土
門
」
の 

意
義
を
知
ら
し
め
、
眉
間
光
を
も
っ
て
、
十
方
の
国
を
照
ら
し
、
光
台
現 

国
の
中
よ
り
、

「
我
れ
今
、
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
と
こ
ろ
に
、
生
ぜ
ん
と
願
う
」 

(

序
分
義)

と
韋
提
希
に
弥
陀
の
浄
土
を
別
選
せ
し
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ 

て
、
こ
こ
に
問
答
を
起
し
て
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
。
 

そ
れ
は
「
序
分
」
に

「
憂
悩
無
き
処
を
説
き
た
ま
え
」
と
請
す
る
の
に 

相
好
の
う
え
に
諸
仏
浄
土
を
現
じ
て
く
る
の
は
い
か
な
る
意
味
か
を
問
い 

「
答
え
て
日
く
、
こ
れ
如
来
の
意
密
を
彰
わ
す
な
り
、
然
も
韋
提
の
言 

を
発
し
て
請
を
致
す
、
即
ち
是
れ
広
く
浄
土
の
門
を
開
く
な
り
、
若
し 

之
が
た
め
に
総
じ
て
説
か
ば
、
恐
ら
く
は
彼
見
ず
し
て
心
に
猶
お
惑
い 

を
致
さ
ん
。
是
を
以
て
、

ー
ー
に
顕
現
し
て
彼
の
眼
前
に
対
し
、
彼
の 

所
須
に
信
せ
て
心
に
随
っ
て
自
ら
選
ば
し
む
」
(

序
分
義) 

と
明
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
光
台
現
国
こ
そ
、
韋
提
希
の
宗
教
要
求
に
、
 

「
広
開
浄
土
門
」
の
意
義
を
知
ら
し
め
た
釈
尊
の
意
密
の
あ
ら
わ
れ
で
あ 

り
、
ま
た
、
そ
の
意
密
は
、
韋
提
希
を
し
て
、
ひ
そ
か
に
別
選
を
可
能
に 

せ
し
め
た
根
源
と
も
い
う
べ
き
大
悲
本
願
の
世
界
を
あ
ら
わ
す
に
ほ
か
な 

ら
な
い
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
こ
の
釈
尊
と
韋
提
希
の
出
会
い
は
、

『
大
無
量
寿
経
』
に
於 

け
る
、
如
来
の
五
徳
の
瑞
相
を
拝
し
て
「
今
日
世
尊
」
と
自
ら
の
所
見
を 

も
っ
て
、
仏
々
相
念
の
境
涯
を
問
う
た
阿
難
と
の
出
会
い
と
別
な
こ
と
で 

は
な
い
。
即
ち\

・『
大
無
量
寿
経
』
の
出
世
本
懐
を
説
か
し
め
た
「
今
日
」 

は
、
い
ま
、
韋
提
希
を
し
て
「
我
れ
今
」
と
名
告
っ
て
、
弥
陀
の
浄
土
を 

別
選
せ
し
め
た
こ
と
に
於
て
、
釈
尊
を

「
即
便
微
笑
」
せ
し
め
て
き
た
の 

で
あ
る
。
そ

の

「
即
便
微
笑
」
こ
そ
、
仏
出
世
の
本
意
た
る
弥
陀
大
悲
の 

本
願
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
地
上
の
歴
史
に
開
顕
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い 

え
る
の
で
あ
る
。
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三

こ
こ
に
て
、
大
悲
の
本
願
を
感
荷
し
つ
つ
、
韋
提
希
は
「
世
尊
、
我
に 

思
惟
を
教
え
た
ま
え
、
我
に
正
受
を
教
え
た
ま
え
」
(

観
無
量
寿
経)

と 

致
請
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
釈
尊
は
、
直
に
そ
の
致
請
に
応
ぜ 

ず
、「

汝
今
知
れ
る
や
い
な
や
、
阿
弥
陀
仏
此
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
」

(

観
無
量
寿
経)

と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
業
縁
の
大
地
に
凡
夫
救
済
の
南
無
阿
弥
陀
仏 

の
内
景
と
し
て
あ
る
仏
々
相
念
の
普
遍
な
る
仏
道
の
性
格
を
暗
示
し
て
い 

る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

「
汝
今
知
れ
る
や
い
な
や
」
と
い
わ
れ
る
よ 

う
に
、
未
だ
、
韋
提
希
に
は
審
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、

一
切
衆
生
の
生 

存
を
成
り
た
た
し
め
て
い
る
業
縁
の
大
地
を
も
っ
て
、
 

「
阿
弥
陀
仏
此
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
」

と
大
悲
す
る
本
願
を
憶
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
善
導
大
師 

に
よ
っ
て
指
南
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
正
宗
分
」
に
於
て
、
定
散
二
善
は
説 

か
れ
る
が
、

「
上
来
定
散
両
門
の
益
を
説
く
と
雖
も
、
仏
の
本
願
に
望
む
れ
ば
、
意 

衆
生
を
し
て
、

一
向
に
専
ら
弥
陀
仏
名
を
称
せ
し
む
る
に
あ
り
」
(

散 

善
義)

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
憶
念
さ
れ
て
い
る
の
は
本
願
の
念
仏
に
よ 

る
凡
夫
救
済
の
道
で
あ
る
。
そ
の
道
に
於
い
て
「
序
分
」
が
翻
見
さ
れ
る 

と
き
、

「
無
量
寿
仏
の
名
を
持
て
」
(

観
無
量
寿
経)

と
い
う
教
が
、
た 

ま
た
ま
、
下
品
下
生
に
於
い
て
説
か
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
『
観
無
量

寿
経
」
の
始
め
か
ら
、
本
願
の
念
仏
は
「
阿
弥
陀
仏
此
を
去
る
こ
と
遠
か 

ら
ず
」
と
憶
念
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

『
観
無
量
寿 

経
」
は
浄
土
の
願
行
の
等
流
す
る
な
か
に
、
浄
土
の
道
を
開
顕
す
る
も
の 

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
於
い
て
、
次
に
説
か
れ
る
「
散
・
！・」
は
、
や
が
て
念
仏
三
昧
の 

行
を
顕
わ
す
縁
と
し
て
展
開
さ
れ
て
く
る
。
い
ま
、
こ
こ
に
て
「
散
善
顕 

行
縁
」
の
説
か
れ
る
意
を
か
え
り
み
て
み
る
に
、

「
未
来
世
一
切
の
凡
夫
、
浄
業
を
修
せ
ん
と
欲
せ
ん
者
を
し
て
、
西
方 

極
楽
国
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
し
め
ん
。
彼
の
国
に
生
ず
る
こ
と
を
欲 

す
る
者
は
当
に
三
福
を
修
す
べ
し
」
(

序
分
義) 

と
明
か
さ
れ
る
如
く
、
突
然
、
散
乱
〇
動
の
人
間
の
現
実
に
即
し
、
世
福 

・
戒

福

・
行
福
の
散
善
行
が
、
仏
に
よ
っ
て
自
開
さ
れ
て
く
る
の
は
い
か 

な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
恰
も
、
韋
提
希
が
王
舎
城
の
悲
劇
を 

機
縁
と
し
て
、

「
憂
悩
無
き
処
」
を
意
識
的
に
求
め
た
定
善
の
機
に
対
し 

て
、

「
未
来
世~

切
の
凡
夫
」
に
説
か
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し 

そ
の
散
善
の
世
界
は
韋
提
希
の
定
善
へ
の
要
求
と
無
関
係
で
は
な
く
、
そ 

の
韋
指
希
の
要
求
に
隠
れ
た
音
心
向
を
、
仏
自
ら
が
読
み
と
っ
て
き
た
と
い 

え
よ
う
。
即
ち
、
三
福
の
行
に
支
え
ら
れ
た
意
識
下
の
人
間
の
宗
教
心
を 

開
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
三
福
の
所
修
を
成
り
た
た
し
め
て
い
る
の 

は
、
人
間
の
心
根
と
も
い
う
べ
き
、
至
福
へ
の
願
い
を
心
情
と
す
る
至
誠 

の
実
践
で
あ
る
。
そ
の
実
践
は
、
世
福
か
ら
戒
福
、
戒
福
か
ら
行
福
へ
と 

求
め
ら
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
は
、
常
に
、
修
善
意
識
を
と
も
な
い
、
善
を 

た
の
み
、
悪
を
に
く
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
悪
の
妄
執
の
な
か
に
人
間
存 

在
を
閉
鎖
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
於
い
て
、
業
縁
の
大
地
は
忘
失
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さ
れ
、
有
限
の
か
ら
く
り
の
な
か
に
於
い
て
限
り
な
く
客
観
的
理
想
の
世 

界
を
求
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
意
識
下
の
宗
教
心
こ
そ
、
仏 

に
よ
っ
て
、
自
開
さ
れ
な
け
れ
ば
、
真
実
の
仏
道
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き 

な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
故
に
、
仏
は
人
間
の
意
識
下
に
潜
む
三
福
の
実
践 

を
呼
び
か
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
ず
る
我
々
の
自
覚
的
な
歩
み 

は
、
三
福
無
分
の
凡
愚
と
し
て
頷
か
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
散
善 

義
」

に
は
、

そ
の
意
を
徹
底
し
、

三
福
の
行
の
心
根
で
あ
る
三
心
を
開 

き
、
そ
の
行
修
は
九
品
の
段
階
を
も
っ
て
、
人
間
の
凡
愚
性
の
自
覚
を
露 

わ
に
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
凡
愚
性
の
自
覚
は
、
 

聖
者
に
比
較
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
玄
義
分
」
に
於
い
て
、
 

「
こ

の

『
観
経
」

の
定
善
お
よ
び
三
輩
上
下
の
文
意
を
看
る
に
、
総
じ 

て
こ
れ
仏
世
を
去
っ
て
、
後
の
五
濁
の
凡
夫
、
た
だ
し
縁
に
遇
う
に
異 

あ
る
を
以
て
、
九
品
を
し
て
差
別
あ
ら
し
む
る
こ
と
を
致
す
」 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
九
品
す
べ
て
の
性
を
遇
縁
の
凡
夫
と
し
て 

九
品
唯
凡
の
自
覚
を
促
が
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
九
品
唯
凡
と
し
て 

の
凡
愚
性
は
、
平
等
な
る
如
来
の
本
願
に
照
し
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

即
ち
、

つ
ね
に
何
か
で
あ
り
、
何
か
で
あ
り
得
る
と
自
己
評
価
し
て
、
個 

別
的
世
界
を
形
成
し
て
い
る
自
我
心
の
底
を
破
っ
て
照
し
だ
さ
れ
て
き
た 

「
無
有
出
離
之
縁
」
の

「
我
が
身
」
の
内
景
に
見
出
さ
れ
た
万
人
平
等
な 

る
大
地
性
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
自
我
を
所
依
と
す
る
孤
立
的
人
間
の
あ 

り
方
は
転
成
さ
れ
、

一
切
衆
生
を
自
己
自
身
の
具
体
的
内
容
と
し
て
あ
る 

業
縁
存
在
を
露
わ
に
し
、
そ
の
業
縁
の
地
を
尽
さ
ん
と
す
る
志
願
、
即
ち 

「
乗
彼
仏
願
力
」
の
仏
道
の
歩
み
を
現
成
せ
し
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
し 

た
が
っ
て
、

「
散
善
」
が
仏
に
よ
っ
て
、
自
開
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
は

人
間
の
苦
悩
が
、
恰
も
個
人
的
の
よ
う
で
あ
る
が
、
事
実
は
業
縁
の
悲
劇 

で
あ
り
、
大
悲
本
願
に
よ
ら
ず
し
て
は
救
わ
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る 

と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
改
め
て
、

「
汝
今
知
れ
る
や
い
な
や
」
と
念 

を
お
さ
れ
、
こ

の

「
散
善
顕
行
縁
」
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
韋
提
希
の 

致
請
し
た
定
観
が
成
就
す
る
こ
と
を
知
ら
し
め
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ 

ろ
う
。
故
に
、
韋
提
希
の
苦
悩
と
釈
尊
の
大
悲
と
の
間
に
、

一
切
衆
生
が 

問
題
に
さ
れ
て
い
た
の
は
、
韋
提
希
の
救
い
が
個
我
的
な
あ
り
方
に
と
ど 

ま
る
の
で
は
な
く
、
如
実
に
業
縁
の
大
地
を
知
見
せ
し
め
、
万
人
普
遍
の 

救
済
の
道
を
露
わ
に
し
て
き
た
。
こ
こ
に
於
い
て
、
は
じ
め
て
韋
提
希
の 

救

い
は

「
広
く
浄
土
の
門
を
開
く
」
機
と
し
て
成
就
し
て
き.
た
の
で

あ 

る
。そ

こ
に
於
い
て
、
韋
提
希
の
自
意
識
の
致
請
に
応
じ
、
定
善
の
観
仏
の 

道
が
示
さ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
観
仏
の
道
は
、
単
に
未
来
界
に
於 

け
る
理
想
的
な
救
済
の
要
請
で
は
な
く
、
却
っ
て
、
弥
陀
の
相
好
を
観
ず 

る
こ
と
に
於
い
て
、
宿
業
の
身
を
自
覚
せ
し
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ 

故
に
、
親
鸞
聖
人
に
於
い
て
は
、

「
教
我
思
惟
と
い
う
は
即
ち
方
便
な
り
、
教
我
正
受
と
い
う
は
金
剛
心 

な
り
」
(

化
身
土
巻)

と
明
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
観
仏
の
行
修
に
よ
っ
て
、
自
己
の
有
限
を
知
ら 

し
め
、
現
実
の
う
え
に
大
悲
本
願
を
身
証
せ
し
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
し 

た
が
っ
て
、

『
観
無
量
寿
経
』
に
念
仏
三
昧
と
観
仏
三
昧
の
二
宗
が
あ
る 

と
い
う
の
も
、
単
に
並
列
的
な
二
宗
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
観
仏 

な
る
行
修
に
於
い
て
人
間
の
自
負
心
を
無
窮
に
否
定
せ
し
め
、

「
願
力
を 

こ
こ
ろ
に
お
も
い
う
か
べ 

み
る
と
ま
う
す
な
り
、
ま
た
し
る
と
い
う
こ
こ
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ろ
な
り
」(

一
念
多
念
文
意)

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
願
力
の
信
知
を
徹
底 

せ
し
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
て
、

「
一
心
に
廻
願
し
て
、
浄
土
に 

往
生
す
る
を
体
と
為
す
」
(

玄
義
分)

称
名
念
仏
の
道
は
実
証
さ
れ
て
く 

る
と
い
え
る
。
こ
の
方
向
転
換
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
浄
土
の
願
行
の
等
流 

す
る
只
中
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
故
に
、
そ
こ
に
は
、

一
如
法
界 

に
背
い
て
き
た
今
日
に
い
た
る
流
転
の
歴
史
は
反
顕
さ
れ
、
そ
の
流
転
の 

歴
史
に
起
源
を
同
じ
く
し
て
、
反
逆
の
身
は
大
悲
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
自 

覚
せ
し
め
て
く
る
。
そ
の
自
覚
に
於
い
て
、
我
々
衆
生
は
流
転
の
生
を
自 

己
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
い
て
、

『
観
無
量
寿
経
』
は
釈
迦
の
大
悲
方
便
の
教
と
し
て 

釈
尊
の
出
世
本
懐
た
る
仏
々
相
念
の
境
涯
を
、
衆
生
の
業
道
の
只
中
に
成 

就
せ
し
め
業
道
の
人
生
に
即
し
つ
つ
、
そ
こ
に
仏
道
と
し
て
の
意
義
を
見 

出
さ
し
め
て
く
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

以
上
の
如
く
、
王
舎
城
の
悲
劇
に
出
会
い
、
自
己
に
与
え
ら
れ
た
境
遇 

に
あ
る
こ
と
で
き
ず
、
自
己
固
執
の
場
に
苦
悩
し
た
韋
提
希
は
、
自
我
を 

所
依
と
し
た
自
他
差
別
の
観
念
か
ら
解
放
さ
れ
、
如
実
に
業
縁
の
地
を
知 

見
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
業
縁
の
大
地
は
全
く
自
我
の
個
別
化
を
許

さ
ぬ
全
人
性
の
大
地
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
救
済
す
る
教
法
も
一
点
の 

個
別
性
を
と
ど
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、

「
五
逆
十 

悪
具
諸
不
善
」
(

観
無
量
寿
経)

と
し
て
の
「
我
が
身
」
の
深
信
に
於
て 

そ
こ

に
「
至
心
に
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
、
十
念
具
足
し
て
南
無
阿
弥 

陀
仏
と
称
せ
ん
」
(

前
同)

と
い
う
教
勅
に
聞
き
開
か
れ
た
道
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
、
韋
提
希
は
「
心
に
歓
喜
を
生
じ
て
未
曾
有
と
歎
じ
廓
然
と
し
て 

大
悟
し
て
無
生
法
忍
を
得
」
(

前
同)

て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
 

個
我
的
な
あ
り
方
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
韋
提
希
と
と
も
に
、
五
百
の
侍
女 

に
お
け
る
万
人
普
遍
の
救
い
で
あ
る
。
そ
の
救
済
こ
そ
、
人
間
の
宗
教
生 

活
と
し
て
、
定
善
の
理
想
主
義
か
、
散
善
の
修
道
主
義
に
か
た
よ
る
個
我 

性
の
砕
か
れ
た
と
こ
ろ
に
露
わ
に
さ
れ
て
き
た
業
道
の
只
中
に
現
行
す
る 

仏
道
で
あ
る
。
即
ち
、
釈
尊
の
生
命
で
あ
る
甚
深
微
妙
の
浄
法
界
が
、
王 

舎
城
の
悲
劇
を
機
縁
と
し
て
、
人
類
の
歴
史
に
機
教
相
応
の
本
源
的
な
仏 

道
と
し
て
托
生
の
地
を
得
し
め
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
故
に
、
こ
の
王
舎 

城
の
悲
劇
こ
そ
浄
土
教
の
起
源
で
あ
り
、
興
起
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ 

て
く
る
。
こ
こ
に
於
い
て
、
は
じ
め
て
自
我
を
所
依
と
す
る
人
生
は
教
え 

ら
れ
て
い
く
道
と
な
り
、

そ
こ
に
業
道
の
人
生
を
無
窮
に
尺
す
べ
き
志 

願
、
即
ち
、
本
願
力
に
乗
托
す
る
新
た
な
る
念
仏
の
人
生
が
転
成
さ
れ
て 

く
る
の
で
あ
る
。
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