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仏
説
阿
弥
陀
経
を
読
む

米

田

賢

次

郎

ま
た
外
道

に
対

す
る

シ
ゴ
キ
か
と

思

っ
た
が

(
『
鷹
陵
九

三
号
』

に

「
考
え
る
宗
教

」
を
書

い
た
ぽ
か
り
)
、

こ
れ

は
ど
う

や
ら

私

の

ヒ
ガ

ミ
。

こ
の
欄

は
仏
教
学

の
非
専
攻
者
が
、
次

々
と
仏
典
を
読

ん

で

の
感
想
を
書
く

こ
と

に
な

っ
て
い
る
ら

し
い
。
私
も
先
学

の
驥
尾

に
ふ
し
て
悪
文
を
綴
ら
ざ

る
を
え
ま

い
。

ま
ず
ど

の
お
経
を
読
む

べ
き

か
が
問
題

で
あ

る
。
長

い
の
は
困
ま

る
。
難

か
し

い
の
は
よ
り
駄
目
。
結
局
家

に
あ

る

『
浄
土

日
用
勤
行

式
』

か
ら

「
仏
説
阿
弥
陀
経
」

を
選

ん
だ
。
何
度

か
読

ん
だ

こ
と
が

あ

る
し
、
訳
者

「
姚
秦

三
蔵
法
師
鳩
摩

羅
什
」

は
高
校

の
教
科
書

に

も
あ

る
著
名
な
名
僧

で
あ

る
、
と

い
う

の
が
理
由

で
あ

る
。

今

迄

に
何
度

か
阿
弥
陀
経

を
音

誦
し
て
き
た
が
、

リ
ズ

ミ
カ

ル
だ

な
あ

と
感

じ
た
だ
け
で
、
中
味

を
考
え
た

こ
と
も
な
か

っ
た
が
、
必

要

に
な

っ
て
多
少
勉

強
し
目
を
凝
ら
し
て
見
る
と
、
そ

こ
は
漢
字

の

有
難

さ
、
意
味

も
全

然
わ
か
ら

ぬ
こ
と
も
な

い
。

原

田
順
亮
師

『
浄

土

三
部
経
通
俗
講
話
』
等

々
を
参
考

に
し
た
私

の
理
解

で
は
、
大
体

次

の
よ
う
な
内
容

で
あ
ろ
う
と
思
う

の
で
あ
る
。

序

文

い
ま
尊

い
阿
弥
陀

経
を
説

い
て
お
く
そ

よ
、
と

の
宣
言

正
宗
文

ω
西
方
十
万
億

の
彼
方

に
阿
弥
陀
様

の
支
配
す

る
極
楽
浄

土
が
あ

る
。
其
処

は
八
功
徳

の
水

の
た
た
え

た
七
宝
池
、
金
銀

瑠

璃

の
楼
閣
が
あ

り
、
見
も
知

ら
ぬ
鳥
が

お
経

を
唱

え
る
如
く
囀

り
、

ま

た
多
く

の
仏
様
が
常

に
有
難

い
お
経

を
聞

か
せ
て
下
さ
る
結
構

な
と

こ
ろ
で
あ

る
。

ω

お
前
達
が
其

処
に
ゆ
く

に
は
、

こ

の
世

で
善
根

を
積
む
だ
け
で

な
く
、

一
心
不
乱

に
念
仏

を
唱
え
ね
ば

な
ら
ぬ
。

尤
も
善

根
と
人

柄

の
差

に
よ
り
、

一
日

の
念

仏
で
よ

い
人
か
ら
七
目

か
か
る
人
も

あ

る
が
、

お
念
仏

に
よ

っ
て
誰
も
が
阿
弥
陀

様

に
迎
え
ら
れ

る
こ

と
が

出
来

る

(
こ
エ
が
お
経

の
正
念

場
)
。

09
念

仏
さ
え
唱
え
れ
ぽ
極
楽

に
ゆ
け

る
と

は
話
が
ウ

マ
す
ぎ

て
信

じ
難

い
だ
ろ
う
が
、

こ
れ
は
今
迄
私
が
説

い
て
き
た

こ
と

で
あ

る

し
、

六
方
界

の
諸

仏
も
証

明
し

て
い
る
。
ま
た
私

は
諸

々
の
仏
様

の
言
は
間
違

い
な

い
と
信
じ
る
し
、
仏
様
達
も
私
が

こ
の
信

じ
難

い
こ
と
を
よ
く
説

い
て
き
た
と
賞

讃

し
て
く
れ

て
い
る
。

こ
れ

で

私

の
言

の
間
違

い
な

い
こ
と
が
実
証
さ
れ

る
で
あ

ろ
う
。
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猟も　　

流
通
分

こ

の
説
教

を
聞

い
て
、
舎

利
弗
以

下
歓
喜

信
受
し
て
、
礼

を
し
て
立
去

っ
た
。

一
読

し
て
ま
ず
私

の
感

心
し
た

の
は
そ

の
論
証
法

で
あ
る
。
釈
尊

が
説
教

の
正
し
さ

の
証

明
と
し
て
、
自
証

(
自
分

が
信

じ
て

い
る
)
、

他
証

(
諸
仏

も
認

め
て

い
る
)
、

互
証

(
釈
尊
が
諸
仏

を
信
じ
、

諸

仏

が
釈
尊

を
賞
讃
す

る

こ
と
)

の
手
続
を
と

っ
て

い
る
。

中
国
で
実

証

法

の
最

も
水
準

の
高

い
清
朝

考
証

学
で
は
、
系
統

の
異
な
る

二
つ

以
上

の
証
拠

の
提

示
を
実
証

の
必
須
条

件
と
し
て

い
る
と

い
う
。

と

す

れ
ば
、

こ
の
阿
弥
陀
経

の
論
証
法

は
、
清
朝

考
証

学

の
レ
ベ

ル
に

充
分

に
達

し
て

い
る
と

い
え
よ
う
。
印
度

の
思
考

に
は
時
間

の
観
念

が
乏

し

い
と

い
わ
れ
る
が
、
他
方

こ
れ
を
補

な
う
す
ぐ

れ
た
論

理

の

構
設
が

あ
る
よ
う

に
も
思

わ
れ
る
。

次

に
感

じ
た

こ
と
は
、
阿
弥
陀
経

(
従

っ
て
浄

土
宗

も
)

は
本
来

甚

だ
厳

し

い
も

の
、

と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
念
仏

日
数

は
機
根

に
よ

っ
て
異

る
が
、

七
日
間

は
勿
論

一
日
だ
け
で
も
雑
念

を
持

た
ず

に
念

仏

を
唱

え
よ
と

い
う
要
求

は
、
単
純

な
だ
け
に
難
事
中

の
難
事

に
思

わ
れ
、

こ
れ
で
は
誰
も
が
救

わ
れ
る
ゾ
、

と

い
い
な
が

ら
誰

も
極
楽

に
ゆ
け
そ
う
も

な
い
だ

ろ
う
。

こ
の
難
事

を
し
と
げ

る
に
は
、
絶
対

の
帰
依
、
換
言
す
れ
ぽ
念
仏

を
唱

え
る
と

い
う
動
作
ー
現
在
自
分

の

行

っ
て
い
る
動
作
1

は
絶
対

の
も

の
、
と

い
う
不
動

の
信
念
が

必
要

で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
阿
弥
陀
経

は
こ
の
信
仰

(
帰
依
)

の
境

地
に

立

ち
得

る
.者

に
こ
そ
初

め
て
意
義
あ

る
と

い
え
る
も

の
で
あ

っ
て
、

釈
迦

の
説

か
れ

た
最
も
尊

い
お
経

と
い
わ
れ

る
の
も
当
然

か
と
思

わ

れ
る
。
か

つ
て
森
鹿

三
先
生
が
、
中
国

の
学
者

の
中

に
は
、

一
字

の

校

訂

に
命

を
か
け
た
人
も

い
る
の
だ
よ
、
と

い
わ
れ

た
が
、
ど

の
道

に
お

い
て
も
、
そ

の
道

の
ゆ
き

つ
く
所

は
、
各
自

の
作
業

に
不
動

の

信
念

を
持

つ
、

と

い
う

こ
と
か
も
知

れ
な

い
。

と

こ
ろ
で
、

不
動

の
信
念
を
持

ち
、
絶
対

の
帰
依
即

ち
三
昧
発
得

け
が
れ

の
境

地

に
達

す
る
と

い
う

こ
と

は
、
ま
ず
す
べ

て
の
濁
と
苦
悩

を
経

験

し
、
絶
対
絶
命

の
境

を
経
た
人

で
な

い
と
無
理

で
あ

ろ
う
。
と
す

れ
ば
鳩

摩
羅
什
が

阿
弥
陀
経

を
訳
し
た

の
は
、
当
時
中
国

は
北
方
異

民
族

の
下
で
、
漢

民
族

の

一
般
庶
民
が
空

前

の
苦
難
を
受
け

て
い
た

時

代
で
あ
る
か
ら
、

そ

の
人
々
を
眼
前

に

し

て
の

こ
と

に

相
違
な

い
。

ま
さ

に
彼

は

「
娑
婆
国
土

の
五
濁
悪
世

の
、
却
濁

・
見
濁

・
煩

悩
濁

・
衆
生

濁

・
命
濁

の
中

に
、
よ
く
阿
耨
多

羅
三
藐
三
菩
提
を
得

て
、
諸

々
の
衆

生

の
た
め

に
、

こ
の

一
切
世
間
難
信

の
法
」

を
説

い

た
、
釈

迦

の
心
を
心
と
し
て

こ
の
お
経
を
訳
し
た

に
相

違

あ

る

ま

い
。
彼

が
臨

終

に
際
し
て

「
私

の
説
教

に
間
違

っ
た
所
が
な
け
れ
ば
、

き

っ
と
舌

だ
け
が

焼
き
爛
れ
な

い
で
あ

ろ
う
と

い

っ
た
が
、
弟
子
達

が
荼
毘
に
附
し
た
あ
と
、
灰
の
中
で
舌
だ
け
が
ピ
ク
ー

動
い
て
い

た

(
梁
高
僧

伝
二
、

羅
什
伝
)
」

と

い
う
話

が
あ
る
が
、

彼

の
信
念

を
物
語

る
話

で
あ

ろ
う
。

私

の
感
想

は
、
編
集
氏

の
期
待

し
た
で
あ
ろ
う
、

「素

人
な
り

に

経
典

を
如
何

に
内
在
的

に
理
解
す

る
か
」

と

い
う

こ
と
か
ら
全
く
外

れ

て
し
ま

っ
た
が
、
そ

れ
は
仏
教
が
深
遠

宏
大

だ
か
ら
に
違

い
な
い
。

(
よ
ね
だ

け

ん
じ
ろ
う

文

学
部
教
授

)
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