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梶 原 重 道

観
無
量
壽

経
を
読
ん

で
ま
ず
感
じ

る
こ
と
は
、
何
と

い

っ
て
も

王
舎
城

の
悲
劇

で
あ

り
、
そ

の
ヒ
ー
ロ
i
阿
闍
世
太
子

の
暴
逆
な

劇
的
展
開
で
あ
る
。

提
婆

の
悪
逆
な
野
心
に
乗
ぜ
ら
れ
た
阿
閣
世
と
、
阿
闍
世
が
犯

し
た
両
親

へ
の
罪
業
を
軸
と

し
て
叙
述

せ
ら
れ

て
い
る
こ
の
経
典

は
、
ま
さ
に
人
間
性

の
ド
ラ

マ
テ
ィ

ッ
ク
な

一
大
文
学

で
あ

る
。

そ

の
巨
大
な
構
想
を
通

じ
、
悲

し
い
人
間
性

の
心

の
葛
藤

の
詳

述

に
よ
り
、
弥
陀

の
本
願
、
仏

の
慈
悲

へ
の
誘
導

の
巧
法

に
心
を

打
た
れ
な

い
も
の
は

い
な

い
で
あ
ろ
う
。

そ

こ
に
は
こ

の
王
舎
城

の
悲
劇
を
通
じ

て
、親
と
子

の
葛
藤

、
そ

れ
は
権
力

と
利
害
を
根
底

と
し
て
見
失

っ
た
人
倫

の
荒
廃
が
あ

り
、

そ

の
中

で
夫
と
妻
と
の
愛
情

の
発
露

が
、
い
た
ま
し

い
ま

で
に
大

き
く
浮
彫
り
に
さ
れ
て

い
る
。

し
か
も
そ

の
情
愛
を
感
受
す

る
こ
と
な
く
、
第
二

の
殺
害
を

さ

え
意
図
し
よ
う
と
し
た
人
間
な

る
も

の
の
嫌
悪
を

、
如
実
に
描
写

し
て
い
る
。

月
光
と
耆
婆

の
諫
言
は
、

つ
い
に
阿
闍
世
を
殺
母
罪
か
ら
救

い
、

韋
提
希

の
深
宮
幽
閉
と
な

っ
た
。

こ
の
間

の
経
典

の
所
説
を
通

じ

て
、
女
性

の
愛
欲
と
苦
悩

の
代
弁

と
し
て
う

け
と
れ
な

い
で
あ
ろ

う
か
。

人
間
性
能

の
弱
点

に
喘
ぎ
、
人
間
自
体

の
苦
悩

に
立
脚
し
た
、

救
済

へ
の
活
路
は
、
詳
説
さ
れ
て

い
る
十

六
観
法

で
あ
ろ
う
。

そ
の

一
一
の
観
法

に
お

い
て
、
自
ら
浄

心

へ
の
開
道
が
あ
り
、

仏
心
の
大
慈
悲

に
い
だ
か
れ
る
宗
教

的
開
顕
が
、
願
生

に
つ
な
が

る
人
間
救
済

へ
の
白

道
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ

る
。

韋

提
希

の
懊
悩

と
苦
悶

の
解

決
は
、
仏
陀
教
示
の
求
道

の
他

に

は
な
か

っ
た
。
人
間
苦

の
辺
歴

を

こ
の
夫
人
の
心
中

に
み
る
こ
と

が

で
き
る
。
し
か
も

そ
の
原
因
の
す
べ

て
は
わ
が
子
提
婆

に
あ

る

こ
と

の
因
果

に
、
あ
き
ら
め
き
れ
ぬ
悲
し
み
と
、
ぬ
ぐ

え
き
れ
ぬ

苦
悩
が
あ

っ
た
。

宗
教
的
め
ざ

め

に
よ
る
極
悪
深
重
の
凡
夫
観

と
、
底
下
劣
機

の

人
間
性

へ
の
自
覚
な
く
し
て
、
こ

の
経
典
を
読
む
意
義

は
な

い
。

知
機
と

い
う
浄

土
教
的
人
間
探
究

の
原
点
を
、
あ
ま
す

と
こ
ろ
な

く
、
父
と
子
、
母
と
子
の

つ
な
が
り
に
そ

の
拠
点
を
お

い
た
本

経

の
描
写
は
、
未
来
永

却
に
わ
た

っ
て
、
人
類
の

つ
づ
く

か
ぎ
り

そ

の
真
価
が
永

遠

に
と
わ
れ
る

に
ち
が

い
な

い
。

普
辺
し

て
こ
の

こ
と
は
、
畢
竟

人
間
が
も

つ
人
間
性

の
悲

し
い

心
の
葛
藤

へ
の
洞
察

と
、
そ

の
自
覚

の
典
範

で
あ
る
。
時
代

の
変

遷
と
、
人
間
進

化
の
如
何

に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
、
永
遠

の
宿
命

と
し

て
の
人
間
精

神
の
葛
藤

で
あ
る
。
同
時

に
人
間
そ
れ
自
体
如

何
と

も
な
し
え
な

い
凡
愚

な
る
も

の
の
証
左

で
も
あ
る
。

目
を
転
じ
て
、
科
学
万
能
と
経
済

的
裏
付

け

に
よ
る
物
質
偏
重

の
現
代
社
会

及
び

現
代

人
の
挙
動

は
、
同
時

に
王
舎
城
内

に
お

け

る
悲
劇

と
何

の
異
り
が
あ

る
で
あ
ろ
う
か
。

み
よ
、
親

子
の
荒
廃

、
崩
壊

し
た
父
子
関
係

の
実
態
を
想
う
が

よ

い
。

父
の
座
を
奪

い
、
そ
の
権
力
を

放
棄

せ
し
め
た
現
代
家
庭

の
崩
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令心眼見 を想 う

壊

に
し
て
も

、
母
性
喪
失
と
離
婚

多
発

に
よ
る
不
安
家
庭

の
続
出

現
状
を

回
顧

し
、
王
舎
城
悲
劇

の
再
現
を

痛
感
す
る

の
で
あ
る
。

感
ず

る
こ
と

は
、
人
間
性

へ
の

洞
察
で
あ
り
、
人
間
探
究

の
深
.

度
に
お
け
る
人
間
な
る
も
の

へ
の
確
認
で
あ
る
。
謂
わ
ば
人
聞
が

人

間
と

し
て
背
負

っ
て
い
る
宿
命

的
悲
劇
が
、

こ
の
王
舎
城
を
舞

台

と
し
て
演
ぜ
ら
れ
た
に
他
な
ら
な

い
。

一
に
は
父
母

に
孝
養
し
、
師
長

に
奉
事

し
、
慈
心

に
し

て
殺
さ

ず
、
十
善
業
を
修
す
。

二
に
は
三
帰
を
受
持
し
、
衆
戒
を
具
足

し
、
威
儀
を
犯
さ
ず
。

三

に
は
菩
提
心
を
発
し
、
因
果
を
深
信

し
、
大
乗
を
読
誦
し
、

行
者
を
勧
進
す
。

こ
の
三
福
九
品
の
善
法
も
、
人
間

の
悲
境

に
喘
ぐ
も

の
に
と

っ

て
は
、
弥
陀

の
願

力
と
慈
悲

心
に
す
が

る
ほ
か

に
は
な

い
。

タ
モ

汝
好
く
是

の
語

を
持

て
、
是

の
語
を
持

て
と
は
、
即
ち
是
れ
無

量
壽
仏

の
名
を
持
て
と
な

り
。

こ
こ
に
い
た

っ
て
、
人
間
な

る
も

の
の
帰
趨
す

べ
き
、
経

典
と

し

て
の
基
調
と
そ
の
真
価
を
感
得
す

る
に
ち
が

い
な

い
。

ふ
た
た
び
身
を
現
代

の
社
会

に
お
き
、
心
を
現
代

の
変
革
と
激

動

に
う

つ
す
と
き
、
韋
提
希

の
人
間
喪
失
と
孤
独
感

に
孤
立
す
る

自
己
を
発
見
す
る
の
で
は
あ

る
ま

い
か
。

物
質
と
欲
望

に
あ
け
く
れ
ね
ば
を

れ
な

い
現
代
人
と
、
そ
れ
ら

の
環
境

に
あ

っ
て
、
そ
の
汚
染
を
排
除
し
、
深
心

へ
の
方
向

に
移

向
す
る
た
め
に
は
、
但
当
憶
想
令
心

眼
見

の
他

に
は
な

い
。

知
恵
第

一
と
折
紙
を

つ
け
ら
れ
た
宗
祖
法
然
上
人

で
あ
り
な
が

ら
、
何

が
故
に
十

悪
五
逆

の
法

然
房
を

見
究

め
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
な
る
も

の

へ
の
極
重

悪
人
の
機
を

洞
察

し
、
そ
の
如
何
と
も

な
し
得
な

い
性

能

へ
の
深

い
正

見
が
、
弥
陀

の
本
願
念
仏
を
撰
択

し
、
そ
の
限
り
な

い
慈
悲

心
に

い
だ
か
れ
る
と
こ
ろ
に
宗
教
的
救

済
と
、
光
明
摂
取

の
境
を
発

見
し
た
の
で
あ
る
。

情
報
過
剰

と
そ
の
管

理
下
に
、
人
間
が
人
間
で
な
く
な
り
、
連

帯
性
を
失

い
、
不
在
と
、
喪

失
と
、
疎
外

の
中

に
あ

っ
て
、

い
た

づ
ら

に
繁
栄

が
も
た
ら
せ
た
貧

困
の
も
と
に
、
ゆ
た
か
な
物
質

の

洪
水

に
よ

っ
て
孤
立

化
し
た
人
間
の
悲
劇

は
、
但

に
憶
想
し

て
心

眼
を
し
て
見
せ
し
む
る

こ
と
の
他
に
は
、
現
代

の
人
間
を
と

り
戻

す
方
途

は
あ
る
ま

い
。

八
万
四
千

の
光
明
に
包
ま
れ
て

い
な
が
ら
、
し
か
し
現
代
人
は

そ

の

一
一
の
光

明
す
ら
感

受
す
る

こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

過
剰

に
し
て
豊
饒

な
物

質
文

明
の
生
活
に
囲
続

せ
ら
れ
な
が
ら
、

使

い
棄
て
は
で
き
て
も
、
そ
の

"も

の
"
を

あ
ら
し
め
た
因
縁
と

条
件

へ
の
恩
恵

は
寸
毫

も
感

ぜ
ら
れ
な
く
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

経
済

に
よ
る
日
本

の
世
紀

を

つ
く
り
あ
げ

な
が
ら
、
ど
う

し
て
零

落

の
途

を
辿

ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

文
化
と
福
祉
に
よ
る
生

活
水

準
を
高

め
な
が
ら
、
ど
う

し
て
貧

困

に
喘
が
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
囲
続

せ
ら
れ

て
い
る
八
万
四
千
の
相
の
中

で
、

現
代
こ
そ

一
一
の
相

に
め
ざ
め

る

べ
き
で
は
な

い
か
。

心
眼
を
し
て
見
る
こ
と
の
要
を
切
実
に
感

じ
る
。

(昭
6
年

卒

浄

土
宗

開
宗
八
百
年
事
務
局
長

)
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