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【『
観
経
』
の
言
葉
】 

そ
の
時
に
世
尊
、
耆
闍

ぎ

し

ゃ

崛
山

く
つ
せ
ん

に
ま
し
ま
し
て
、
韋
提

い

だ

い

希け

の

心
の
所
念
を
知
ろ
し
め
し

て
、 

韋
提
希
夫
人
は
、
幽
閉
さ

れ
て
お
り
な
が
ら
素
直
に

お
釈
迦
さ
ま
に
泣
き
付
く

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
事

で
お
呼
び
す
る
の
は
も
っ

た
い
な
い
と
か
仏
弟
子
の

阿
難
に
来
て
欲
し
い
等
と

言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の

言
葉
と
自
分
の
本
心
の
食

い
違
い
に
身
悶
え
て
ふ
し

ま
ろ
ぶ
の
で
し
た
。 

そ
の
時
お
釈
迦
さ
ま
は
程

遠
い
耆
闍
崛
山
に
お
ら
れ

ま
し
た
が
、
夫
人
が
本
心
か

ら
念
う
所
を
お
知
り
に
な

ら
れ
る
の
で
す
。 

あ
る
科
学
者
が
「
想
念
は

光
よ
り
早
い
」
と
言
っ
て
い

ま
し
た
。
人
の
願
い
や
想
い

は
瞬
時
に
宇
宙
の
果
て
ま

で
届
く
と
い
う
の
で
す
。 

前
号
の
「
未い

ま

だ
頭

こ
う
べ

を
挙あ

げ

ざ
る
頃

あ
い
だ

に
」
と
は
夫
人
の
想

い
が
瞬
時
に
耆
闍
崛
山
の

お
釈
迦
さ
ま
に
届
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。 



【
「
正
信
偈
」
に
学
ぶ
】
⑯ 

今
月
は 

一
切

い
っ
さ
い

善
悪

ぜ
ん
ま
く

凡
夫
人

ぼ

ん

ぶ

に

ん 

聞
信

も
ん
し
ん

如
来

に
ょ
ら
い

弘
誓
願

ぐ

ぜ

い

が

ん 

仏
言

ぶ
つ
ご
ん

広
大

こ
う
だ
い

勝
解
者

し
ょ
う
げ
し
ゃ 

是
人

ぜ

に

ん

名
み
ょ
う

分
陀
利
華

ふ

ん

だ

り

け 

の
四
句
を
学
び
ま
す
。 

「
一
切
善
悪
の
凡
夫
人
、
如
来
の
弘
誓
願
を

聞
信
す
れ
ば
、
仏
、
広
大
勝
解
の
ひ
と
と
の
た

ま
え
り
。
こ
の
人
を
分
陀
利
華
と
名
づ
く
。」
と

読
み
ま
す
。 

ま
ず
現
代
語
訳
し
て
み
ま
す
と
「
す
べ
て
の

善
悪
に
縛
ら
れ
て
い
る
普
通
の
人
々
が
、
如
来

の
必
ず
救
お
う
と
い
う
誓
願
を
聞
信
す
る
な

ら
ば
、
仏
さ
ま
は
、
本
当
に
よ
く
わ
か
っ
た
智

慧
あ
る
人
と
た
た
え
ら
れ
、
こ
の
人
を
分
陀
利

華
（
白
蓮
華
）
と
名
づ
け
ま
す
。
」
と
い
う
よ
う

な
意
味
で
す
。
ま
ず
仏
教
は
「
一
切
善
悪
の
凡

夫
人
」
と
い
う
普
通
の
人
が
目
当
て
で
あ
り
ま

す
。
凡
夫
と
は
た
だ
の
人
、
平
凡
な
人
の
こ
と

で
あ
り
、
ほ
め
ら
れ
る
と
喜
び
し
か
ら
れ
る
と

悲
し
み
落
ち
込
む
存
在
、
一
喜
一
憂
す
る
私
た

ち
の
こ
と
で
す
。 

そ
の
凡
夫
が
「
如
来
の
弘
誓
願
を
聞
信
す
る
」

と
き
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
聞
き
私
が
信
ず 

る
の
で
す
が
そ
れ
に
先
立
っ
て
仏
さ
ま
の
方
が

弘
誓
願
を
建
て
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
を
「
聞
信
」
と
い
い

ま
す
。
普
段
の
生
活
の
中
で
善
と
か
悪
と
か
に

か
か
り
き
っ
て
い
る
私
の
心
に
「
聞
信
」
と
い
う

出
来
事
が
起
こ
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
は
容
易
な

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
が
努
力
し

た
結
果
「
聞
信
」
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は

な
く
、
仏
さ
ま
の
方
か
ら
私
の
心
を
押
し
広
げ

て
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
こ
を
『
安
心
決
定
鈔
』
に
「
い
ま
ま
で
聞

か
ざ
る
こ
と
を
は
ず
べ
し
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。 自

分
の
努
力
で
か
ち
と
っ
た
「
聞
信
」
で
は
な

い
の
に
お
釈
迦
さ
ま
は
「
広
大
勝
解
者
」
と
ほ
め

ら
れ
る
。
い
や
自
分
の
努
力
で
な
い
か
ら
こ
そ

そ
の
よ
う
に
ほ
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。 

最
後
の
句
で
、
こ
の
人
を
分
陀
利
華
と
名
づ

け
る
の
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
分
陀
利

華
」
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
と
い

い
訳
し
て
白
蓮
華
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な

人
は
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
、
宗
教
心
の
あ
ふ

れ
た
方
な
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
あ
く
ま
で
も
「
一
切
善
悪
凡
夫
人
」
な
の
で

す
。
つ
ま
り
私
た
ち
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
の
な

い
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
る
人
間
が
白
蓮
華
に

な
り
得
る
の
で
す
。
そ
れ
は
そ
の
人
の
信
仰
心 

が
人
一
倍
篤
い
の
で
は
な
く
、
仏
さ
ま
の
声
を

よ
く
聞
き
取
っ
た
人
な
の
で
す
。
ひ
と
た
び
聞

こ
え
て
み
れ
ば
自
分
と
い
う
人
間
は
ま
す
ま

す
善
悪
に
か
か
り
き
っ
て
い
る
な
ん
の
取
り

得
も
な
い
人
間
で
あ
る
と
う
な
ず
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
一
句
目
の
「
凡
夫
人
」
は
阿
弥
陀

仏
の
弘
誓
願
の
目
当
て
は
凡
夫
で
あ
る
こ
と

を
指
し
て
い
ま
し
た
が
、
ひ
と
た
び
仏
さ
ま
の

呼
び
声
が
聞
こ
え
て
み
た
ら
、
私
こ
そ
が
仏
さ

ま
の
弘
誓
願
の
目
当
て
で
あ
る
凡
夫
で
あ
る

と
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

し
て
凡
夫
は
い
よ
い
よ
み
ず
か
ら
を
「
凡
夫
」

と
自
覚
し
て
い
く
の
で
す
。 

「
分
陀
利
華
」
は
白
蓮
華
の
他
に
「
妙
好
人
」

と
も
い
い
ま
す
が
そ
れ
は
腹
も
立
て
ず
他
人

を
う
ら
や
ん
だ
り
し
な
い
人
の
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
金
沢
に
Ｉ
さ
ん
と
い
う
女
性
が
お

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
は
「
妙
好
人
」
と
い
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
Ｉ
さ
ん
は
三
十
年
近
く
聞
法

し
て
き
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
ひ
と
つ
「
腹
は
立

つ
も
ん
や
」
「
仏
法
聞
い
て
良
い
人
間
に
な
ろ

う
と
思
っ
て
い
た
が
だ
め
な
ん
だ
と
い
う
こ

と
が
や
っ
と
わ
か
っ
た
。
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。 

凡
夫
に
な
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、

仏
さ
ま
と
二
人
三
脚
の
生
活
を
す
る
人
に
な

る
こ
と
な
の
で
す
。 



【
同
朋
の
会
】 

本
年
度
の
瑞
蓮
寺 

同
朋
の
会
の
日
程
が
決

ま
り
ま
し
た
。
詳
細
は
決
ま
り
ま
し
た
ら
改
め

ま
し
て
『
慈
雲
』
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

三
月
三
十
一
日
（
木
）
正
午
～ 

東
本
願
寺
「
御
本
尊
還
座
式
」
に
参
拝 

五
月
七
日
（
土
）
午
後
二
時
～ 

瑞
蓮
寺
に
て
講
義 

「
お
内
仏
の
荘
厳
と
作
法
」 

六
月
四
日
（
土
）
午
後
二
時
～ 

瑞
蓮
寺
に
て
講
義
「
阿
弥
陀
経
を
読
む
①
」 

七
月
二
日
（
土
）
午
後
二
時
～ 

瑞
蓮
寺
に
て
講
義
「
阿
弥
陀
経
を
読
む
②
」 

九
月
三
日
（
土
）
午
後
二
時
～ 

瑞
蓮
寺
に
て
講
義
「
阿
弥
陀
経
を
読
む
③
」 

十
月
一
日
（
土
）
午
後
二
時
～ 

瑞
蓮
寺
に
て
講
義
「
阿
弥
陀
経
を
読
む
④
」 

十
一
月
二
十
六
日
（
土
）
正
午
～ 

東
本
願
寺
「
報
恩
講
」
に
参
拝 

十
二
月
一
日
（
木
）
～
十
日
（
土
） 

瑞
蓮
寺
に
て 

「
第
二
回
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
展
示
＆
投
票
」 

十
二
月
十
日
（
土
）
午
後
二
時
～ 

瑞
蓮
寺
に
て
「
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
表
彰
式
」 

※
日
時
は
変
更
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

ま
ず
は
、「
御
本
尊
還
座
式
」
参
拝
の
参
加
者

を
募
集
し
ま
す
。 

日
時 

三
月
三
十
一
日
（
木
） 

十
二
時 

東
本
願
寺
集
合 

又
は 

十
一
時 

瑞
蓮
寺
集
合 

そ
の
後
、
懇
親
会
の
予
定 

参
加
費 

「
御
本
尊
還
座
式
」
参
拝
の
み
の
方
、
無
料 

懇
親
会
参
加
者 

 
 
 
 
 
 
 

五
千
円 

申
し
込
み
は
、
瑞
蓮
寺
ま
で
。 

～
～
～
～
～ 

・ 

～
～
～
～
～ 

【
ご
案
内
】 

瑞
蓮
寺
で
は
書
道
教
室
を
開
講
し
て
お
り
ま

す
。
ご
興
味
の
お
あ
り
の
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。 

 

開
講
日 

第
一
、
木
曜
日 

午
後
六
時
～
午
後
七
時
半 

第
二
、
第
四
、
火
曜
日 

午
後
四
時
半
～
午
後
七
時 

第
四
、
土
曜
日 

午
後
四
時
～
午
後
五
時
半 

月
謝
等
、
詳
し
く
は
瑞
蓮
寺
（
電
話
〇
七
五
―
二

二
一
―
四
六
一
六
）
ま
で
。 

 

                           



【
お
知
ら
せ
】 

瑞
蓮
寺 

御
住
職
が
東
本
願
寺
で
法
話
を
さ

れ
ま
す
。
是
非
と
も
御
聴
聞
下
さ
い
。 

・
晨
朝
法
話 

【
場
所
】
東
本
願
寺 

御
影
堂 

【
日
時
】
四
月
十
八
日 

午
前
七
時
半
～ 

十
九
日 

午
前
七
時
半
～ 

・
真
宗
本
廟
法
話 

【
場
所
】
東
本
願
寺 

視
聴
覚
ホ
ー
ル
又
は
参
拝
接
待
所
仏
間 

【
日
時
】
四
月
十
八
日 

午
前
十
時
十
分
～ 

／
午
後
一
時
十
分
～ 

四
月
十
九
日 

午
前
十
時
十
分
～ 

／
午
後
一
時
十
分
～ 

・
し
ん
ら
ん
交
流
館 

定
例
法
話 

【
場
所
】
し
ん
ら
ん
交
流
館 

す
み
れ
の
間 

【
日
時
】
四
月
十
七
日 

午
後
二
時
～ 

十
八
日 

午
前
二
時
～ 

～
～
～
～
～ 

・ 

～
～
～
～
～ 

【
お
磨
き
の
お
知
ら
せ
】 

春
の
彼
岸
会
に
先
立
ち
、
仏
具
の
お
磨
き
を

し
ま
す
。
皆
様
ふ
る
っ
て
御
参
加
下
さ
い
。 

 

三
月
十
七
日
（
木
）
午
前
九
時
よ
り 

【
お
彼
岸
の
お
知
ら
せ
】 

三
月
二
十
日
（
日
・
祝
） 

春
の
彼
岸
会
法
要
を
勤
修
し
ま
す 

午
後
一
時
よ
り
納
骨
堂
を
開
き
ま
す 

二
時 

お
勤
め 

三
時 

法
話 

藤
澤
隆
章
氏 

（
真
宗
大
谷
派 

泉
證
寺
前
住
職
） 

四
時 

慈
雲
会
総
会 

総
会
終
了
後 

お
斎 

～
～
～
～
～ 

・ 

～
～
～
～
～ 

【
慈
雲
会
総
会
の
お
知
ら
せ
】 

三
月
二
十
日(

日
・
祝)

彼
岸
会
法
話
終
了
後 

議
題 
平
成
二
十
七
年
度 

行
事
・
事
業
報
告 

平
成
二
十
七
年
度 

決
算
報
告 

平
成
二
十
八
年
度 

事
業
計
画
説
明 

平
成
二
十
八
年
度 

予
算
説
明 

そ
の
他 

～
～
～
～
～ 
・ 

～
～
～
～
～ 

【
編
集
後
記
】 

三
月
と
な
り
三
寒
四
温
の
日
々
で
す
が
、
皆

様
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

今
回
の
慈
雲
は
告
知
が
多
く
て
す
み
ま
せ
ん
。 

三
月
は
色
々
な
行
事
が
決
定
す
る
時
期
で
、

少
し
で
も
多
く
皆
さ
ん
に
知
っ
て
頂
き
た
い

と
の
思
い
で
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。 

ご
興
味
を
持
た
れ
た
内
容
は
ご
ざ
い
ま
し

た
で
し
ょ
う
か
。
今
年
度
の
「
同
朋
の
会
」
は

推
進
員
の
協
議
に
よ
り
、
今
ま
で
以
上
に
仏
教

を
知
っ
て
頂
こ
う
と
の
思
い
で
、
各
会
の
テ
ー

マ
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
「
お
内
仏
の
荘
厳
と

作
法
」
は
最
も
身
近
な
お
内
仏
に
関
し
て
で
、

お
飾
り
の
仕
方
や
作
法
を
知
っ
て
頂
け
た
ら

と
思
い
ま
す
。
よ
く
ご
存
じ
の
方
も
、
も
し
か

し
た
ら
新
た
な
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。「
阿
弥
陀
経
を
読
む
」
は
『
阿
弥
陀
経
』
に

書
か
れ
て
い
る
内
容
を
簡
単
に
わ
か
り
や
す

く
説
明
し
て
頂
け
る
講
座
で
す
。
『
正
信
偈
』

の
内
容
は
よ
く
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
内
容
は
意
外
と
ご

存
じ
な
い
よ
う
で
す
。
少
し
笑
え
る
記
述
も
あ

り
ま
す
の
で
、
是
非
、
ご
参
加
下
さ
い
。 

ま
た
、
御
住
職
の
東
本
願
寺
で
の
御
法
話
は
、

普
段
と
は
違
う
一
面
が
見
ら
れ
る
か
も
。
色
々

と
楽
し
い
行
事
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ご
参
加
下
さ
い
。 

長
塩
浩
史 

～
～
～
～
～ 

・ 

～
～
～
～
～ 

瑞
蓮
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

h
t
t
p
:
/
/w
w
w
.
zu
i
r
enj

i
.
n
e
t
/
 

瑞
蓮
寺
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
変
わ
り
ま
し
た 
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