
11

仏
典
を
読
む

日

11

仏

典

以

前

荒

木

功

せ
ん
だ

っ
て
編
集
委
員
よ
り
、
本
欄

に
何

か
書
く
よ
う

に
と
の

依
頼
を
受

け
た
。
し
か
し
私
は
仏
教
学

や
宗
教
学

、
さ
ら
に
宗
教

社
会
学
を
専
攻
す
る
も

の
で
も
、
仏
教

や
宗
教

一
般

に
も
殊

に
深

い
関
わ
り
が
あ
る
も

の
で
も
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
仏
典
を
読
む
」

と
題
し
て
書
く
よ
う
な
立
場
に
も
な
く
能
力
も

な

い
た
め
、
と

り

あ
え
ず

仏
典
や
仏
教
以
前

に
、
私
の
記
憶

を
た
ど

っ
て
漠
然

と
広

い
意
昧

で

「宗
教
的
な
も

の
」

と
私
と
の
関
係

ら
し

い
も

の
を
述

べ
る
に
と
ど
め

て
お
き
た

い
。

さ
て
私
は
幼
稚
園

(キ
リ

ス
ト
教
系

)
に
通

っ
て

い
た
時

以
外

に
は
宗
教
教
育
も
宗
教
的
雰

囲
気

も
な

い
公
立

の
学

校
で
、
宗
教

的
な
も

の

へ
の
関
心
も
殆
ど
な
く
こ
れ
ま
で
過

し
て
き
た
。
た

だ

大
学
の
教
養
時
代
、

「
哲
学
」

の
講
義

で
東
洋

思
想

に
触

れ
ら
れ

た

の
を
契
機

に
、
何
気
な
く

「
浄
土
三
部

経
」

、

「
無
門

関
」

、

「般

若
心
経
」

そ
の
他

の
経
典
を
読

ん
で
み
た
記
憶
が
あ
る
。
ま

た
学
部
で
も

「比
較
思
想
」

の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
R

・
N

・
ベ
ラ

ー
の

『
日
本

近
代
化

と
宗
教
倫

理
』

な
ど
を
読

み
へ
近
代
化
と
宗

教

(
「宗
教

的
な
も

の
」

)
と

い
う
テ

ー
マ
に
興
味
を
抱

い
た
。

し
か
し
、
何

れ
に
せ
よ
基
本

的
に
は
、
あ
る
意
味

で
の

「
教
養
」

や

「知
識
」
あ
る

い
は

「思
想
」
と
し

て
見
て

い
た
に
過
ぎ
な

い
。

つ
ま
り
、
私
に
と

っ
て

「宗
教

的
な
も

の
」

と
は
、
人
間

の

「

知
」
を
構
成

す
る
あ

る
種

の
精

神
内
容

で
あ

り
、

ま
た
、
そ
う
し

た
も

の
と
し
て
日
常
生

活
世
界

に
お
け
る
人
々
の
思
考
や
行
動
に

関
わ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
さ
ら

に
ま
た
私

の
そ
れ
ら
へ
の
関
係

は
、

経
験
的

に
把
握

し
得
る
は
ず

の

「対
象
」

と
し
て
関

心
を
抱
く

こ

と

で
あ

っ
た
。
確
か

に
こ
う
し
た
対
象

化
や
関
係

の
し
か
た

に

つ

い
て
は
、

「宗

教
」

の
内

在
的
観
点

か
ら
す
れ
ば

、
そ

の
非
本
質
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的
、
外
面
的
、
周
辺

的
な

一
側
面
を
抽
象
し
た
も

の
に
過
ぎ
な

い

と
言
わ
れ
よ
う
。
そ
の
う
え
そ
う
し
た
態
度
は
、
主
客

を
立

て
、

言
葉
を
介

し
て
両
者
を
引
き
裂
き
、
解
釈
し
説
明
す
る
分
析
の
立

場

に
し
か
も
極

め
て
プ

リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
形

で
安
住

す
る
に
過
ぎ
な

い
も
の
と
も
み
な
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
に
し

て
も
何
故
私
は

「
引
き

裂
く
」
こ
と

に
そ
れ
ほ
ど
ま

で
呪
縛
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
わ
ば

「
引
き
裂
く
」

こ
と
を
運
命

と
す

る

(
分
別

)
知

へ
の
執

着
は
、

一
体

ど
こ
か
ら
や

っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
私
に
は
全

く
知
る
よ
し
も
な

い
。
た
だ
、
奇
妙
な
こ
と
に
私
の
中

に
は
、
そ

う
し
た
執
着
を
肯
定
す

る
気
持
と
否

定
す
る
気
持
と
が
共

在
し
て

い
.る
事
実

で
あ

る
。

そ
ん
な
私
に
も
、
も
う

一
方

で
は
青
春

の
常

と
し
て
、
自
己

の

レ
ー
ゾ
ン

・
デ
ー
ト

ル
や
生
死

の
意
昧
を

見

い
だ

し
た

い
思

い
と
、

そ
れ
な
り
の
煩
悶
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、

「対

象

(
自
己
を
も
含
め

て
)
」

の
合

理
的
な
分
析
や
説

明
よ
り
、
生

身

の
人
間
、
ト

ー
タ
ル
な
存
在

と
し
て
自

ら
を
確
認

し
た

い
と
い

う
思

い
こ
そ
、
私

の
心
で
大
き
な
比
重
を
占
め

て
い
た
。

そ

の
頃
、
友
人
か
ら

宗
教
研
究

・
実
践
団
体

「
F
A
S
」
の
事

を
聞
き
、
と
あ

る
夏

の
日

そ

の
研

究
会

が
持
た
れ
た
妙
心
寺
霊
雲

院

の
扉
を
叩

い
た
。
研
究
会

と
云

っ
て
も
、
七

日
の
間
参
加
者
と

一
旦

二
度

の
打
座
と
寝
食
を
共

に
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。
そ

の
日

々
は
、
既

に
記
憶

の
外

に
あ

る
が
、
た
だ
私

の
耳
底

に
は
、
書
か

れ
た

「般
若
心
経
」

が
誦
和

さ
れ

る
と

一
変
し
て
生
き
た
音

の
塊

と
し
て
う
ね
り
、
反
復

す
る

「
ム
」
音
が
木
霊

と
な

っ
て
響

い
た

印
象
が
今
も
残

っ
て
い
る
。
因
に
、
中

村
元

・
紀
野

一
義
訳
註

『

般
若
心
経

・
金
剛
般
若

経
』

(岩
波
文
庫

)
を
繙

い
て
み
る
と
、

所
収

の
玄
奘

に
よ
る
漢

訳

本
文
二
六

二
字

中
、
「
ム

(無

)」
音
は

一

九
字
を
数
え

、
全
文
を

四
拍

子
の
リ
ズ

ム
が
貫

い
て

い
る
様

に
思

わ
れ
る
。

問
題
は
、
音

楽
的
形
式

で
は
な
く

、
読
誦
の

「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」

と
論
述
形

式
が
融
合

し
、
ア
イ
デ
ア
ル
な
存

在
が

リ
ア
ル
な
存

在

に
転
化

す
る
際

の
極

限
的
な
姿

が
示

さ
れ
て
は
い
な

い
か
と
云

う

点

で
あ
る
。
ま
た
、

「
ム
」
音

も
む
ろ
ん

「
無
」

で
あ
り
、

「不
」

と
共

に
ア
イ
デ

ア
ル
な

世
界

で
高
邁

な
意
味
を
担
う
事
は
、
改
め

て
述

べ
る
ま
で
も

な

い
。
た

だ
、
リ
ア
ル
な

世
界

で
も
、
そ
れ

が

大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
だ
け

で
あ
る
。

そ
れ
は
先

づ
、
唇
音

の
m
は
n
な

ど
と
共

に
人
間
が
最
初

に
発
す

る
言
葉

(
「
マ
ン

マ
」

な
ど
)
に
現
わ
れ
、
更

に
、
人
間

の
極

め

て
自
覚

的
な
態
度
を
表
示
す

る

《否

定
》
語

(邦
語

の
ナ
イ

や
ム
、

英
語
の

no
、
梵
語

の
瞼
な
ど

)
と
し

て
再

現
し
て
来

る
の
で
あ

る
。

私
に
は
、
そ

れ
ら
の
音
が
意

識
前
と
意
識
、
無
と
有
の
世

界
を

媒

介
す
る
根
元
的
な
響
き
を
も

つ
音

に
思
え

て
な
ら
な

い
。

私
は
、
身

の
程
も
知
ら
ず
卑
小
な
言
葉
を
た
だ
た
だ
連
ね

て
来

た
。
だ
が
、
そ
れ
は
否
定
さ
れ
る

べ
き
ヴ

ィ
ジ

ュ
ニ
ャ
ー
ナ
の
範

囲
を
到
底
出

る
事
は
な
く
、
般

若
波
羅
密
多
は
遥

か
彼
方

に
あ

っ

て
見
え
な

い
。
偉
大
な
る
師

の
教
導

を
只
管
請

い
願
う
ば
か

り
で

あ

る
。

(あ
ら
き

い
さ
お

・
社
会
学
部
講
師

)
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