
叫lb卩明贍p・・`II財PμUIIII,川lhv,,illln・・川lilU川4iり刈恥"'・瑚II卩・川IIII"川li!1"・lllnbμ`lll!D川1恥"叫lll・川跏1"川lh卩・・'lllun川!lhB・川IIP川llu,川 恥輦・川llle・,nllh　,n�,,"

'
"

仏

典

を

読

む

(+e

、
で

辱
丶

'
、

」
～

、
ご

陰
曳

'
、

転
～

、
`

陶
■
丶
'
丶
8魁
'

、
ご

馬
隻

'
、

し
'

、
ノ
監
u
气

'
丶
～亀
～

、
で

福
祉
社
会
と
宗
教

森

田

久

男

伊
勢
内
宮

の
ほ
と
り
神
路
山

に
連
な
る
小
高

い
丘

の
上

に
、
わ
が
家

の
祖
先
代

々
の
墓
地
が
あ
る
。
こ

の
あ
た
り

に
寺
は

一
つ
も
な
く
、
住

民
は
神

道
に
属
し
て

い
て
、
墓
は
す

べ
て
俗
名

で
あ
る
。

い
わ
ゆ

る
教

派
神

道
で
は
な

い
か
ら
、
宗

教
と

い
う
よ
り
祭
杞

の
習
俗

に
近

い
。

京

都
で
は
、
幼

い
こ
ろ
旧

メ
ソ
ジ

ス
ト
系

(現
日
本
基
督
教
団
)

の

教
会

の
日
曜
学
校

に
通

い
、
成
人
し
て
か
ら
も
洗
礼
を
受
け

る
に
は
至

っ
て
い
な
い
が
、
学

生
時
代
に
は
し
ば
し
ば
そ

の
教
会
を
訪
れ
た
。
少

年

・
青
年
期

に
学

ん
だ
聖
書
の
こ
と
ば

を
、
も
し
知
る

こ
と
が
な
か

っ

た
な
ら
ば

、
人
生
に
対
す
る
考

え
方

も
、
自
然

の
見
方
も
、

い
ま

の
自

分
と
は
相

当
違

っ
た
も
の

に
な

っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。

よ
う
や
く
仏
縁
を
得
た

の
は
、
家
内

の
宗
派
が
浄
土
宗

で
あ

っ
た
こ

と
か
ら
で
あ
る
。
佛

教
大
学

に
お
世
話

に
な

っ
て
か
ら
は
、
仏
教

に
関

し
て
見
聞
す
る
機
会
が
多

く
な
り
、

こ
の
た
び

「
仏
典
を
読
む
」

シ
リ

ー
ズ

に
執
筆

を
求
め
ら
れ
た

の
も
仏
縁

の

一
つ
で
あ
ろ
う
。
仏
典

に
つ

い
て
は
今

日
ま
で
全
く
不
勉
強
で
あ
る
が
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
般
若
心

経

・
金
剛
般
若
経

、
浄

土
三
部
経

な
ど
を
ひ
も
と

い
て
み
た
。
正
直
な

と

こ
ろ
は
な
は
だ

難
解

で
あ
る
。

収
穫

の

一
つ
は
、

名
作

『
銀

の
匙

(さ

じ
)
』

と
と
も

に
学

生
時
代
愛

読
し
た
甲
勘

助
の

『
提
婆
達
多
』

の

原
典
が

、
浄
土

三
部
経

の

一
つ
観
無

量
寿
経

に
あ

る
こ
と
を
知

っ
た

こ

と

で
あ

る
。
と
も

か
く

一
知
半
解

の
知
識

で
宗
教

や
経
典
を
語
る

こ
と

は
間
違

い
の
も

と
で
あ

る
。
本
欄

の
趣
旨

に
は
そ
ぐ
わ
な

い
か
も
知
れ

な

い
が
、
平
素
自

分
な
り

に
福
祉

と
宗
教

の
か
か
わ
り

に
つ
い
て
考

え

て
い
る
こ
と
を
記
し
て
責

を
果
し
た

い
。

今

日
目
的
概
念

と
し
て
の
社
会
福
祉

は
、
個
人
の
尊
厳
を
権
利
と
し

て
実

現
す

る
こ
と
で
あ

り
、
そ
こ

に
慈
善

・
慈
恵
と

い

っ
た
施
す
側

の

満

足
や
、
上
か
ら
の
恩
恵
の
思
想
を
持
込
む

こ
と
は
峻
拒
さ

る
べ
き

で

あ

る
、
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し

一
方
で
、
社
会
福
祉
が
利
他

・
愛
他

の
思
想

と
実
践

を
離
れ
て
は
あ
り
得
な

い
こ
と
も
論
を
俟
た
な

い
で
あ

ろ
う
。

手
も

と
の
仏
教
語
辞
典

に
よ
れ
ば
、
大
乗
仏
教

の
実
践
倫
理

(六
波

羅
蜜
)

の
第

一
に
挙
げ
ら

れ
る

〈
布
施
〉
と
は
、
元
来

の
①
僧

に
施
し

与

え
る
金

銭
ま
た
は
物

品
、
と

い
う
意
味
か
ら
、
②
物
的
な
寄
捨

の
精

神
性

が
強

調
さ
れ
た
結
果
、
自
己
犠
牲

の
精
神
が
詆
歌
さ
れ
、
大
乗
仏

教

の
宗
教
倫

理
の
中
核

で
あ
る
利

他
行

の
最
高
と
さ
れ
た
、
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。

(
岩
本
裕
著

『
日
常

仏
教
語
』
中

央
公
論
社
)

こ
れ
を
手
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が
か
り

に
、
金
剛
般

若
経

の
中

で
布

施
に

つ
い
て
説

か
れ
て
い
る
個
所

を
読

ん
で
み
よ
う
。

(
引
用
は
中

村
元

・
紀
野

一
義
訳
註

『
般
若
心
経

・
金

剛
般
若
経

』
岩
波

書
店

)

「求
道
者

は
も

の
に
と
ら
わ
れ
て
施
し
を
し
て
は
な
ら
な

い
。
1
菩

薩
於
法
応
無

所
住

行
於

布
施
」

「
求
道
者

・
す
ぐ
れ
た
人

々
は
、
跡
を

の
こ
し
た
い
と
い
う
思
い
に
と
ら
わ
れ
な

い
よ
う

に
し
て
施
し
を
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
1
菩
薩

応
如
是
布
施
不
住

於
相
」
そ
し
て
後
者

の

註

に

「
具
体
的

に
は
私

が

・
誰

に

・
何

を
し
て
や

っ
た
、
と

い
う
三

つ

の
念
を
離

れ
て
施
与

せ
よ
、
と
い
う
こ
と
を
教

え
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
を
仏
教

で
は

〈
三
輪
空
寂
〉

と
か

〈
三
輪
清
浄
〉

と

い
う
。

〈
三

輪
〉
と
は

〈
施
者
〉

〈
受
者
〉

〈
施
物
〉

を
い
う
。」

と

解

説

さ
れ
て

い
る
。

聖
書

で
こ
れ

に
相
応
す

る
の
は
、

イ

エ
ス
の
山

上
の
垂
訓
の

一
節

で

あ
ろ
う
。
わ

た
し

が
親

し
ん
で
き

た
の
は
戦
前

の
文

語
訳

の
も

の
で
、

そ

の
簡
潔

で
力
強

い
文
体

と
比
較
す

る
と
、
今

日
の
口
語
訳
は

い
か

に

も
問
伸
び
し

て
い
る
よ
う

に
感
ぜ
ら

れ
る
。
以

下
引

用
は
す

べ
て
文
語

訳

に
よ
る
。

「
汝
ら
見
ら
れ
ん
た
め

に
己
が
義
を
人

の
前

に
て
行

は
ぬ
や
う

に
心

せ
よ
。
然
ら
ず
ば
、
天

に
い
ま
す
汝
ら

の
父
よ
り
報
を
得
じ
。
さ
ら
ば

施
済

(ほ
ど

こ
し
)
を
な
す
と
き
、
偽
善
者
が
人

に
崇
め
ら

れ
ん
と
て

会
堂
や
街

に
て
為
す
ご
と
く
、
己
が
前

に
ラ

ッ
パ
を
鳴
す

な
。
誠

に
汝

ら

に
告
ぐ
、
彼
ら
は
既

に
報
を
得
た
り
、
汝
は
施
済
を
な
す
と
き

、
右

の
手

の
な
す

こ
と
を
左

の
手

に
知
ら
す
な
。
是

は
そ

の
施
済

の
隠

れ
ん

為
な
り
。
然
ら
ば
隠
れ

た
る

に
見
た
ま

ふ

汝

の
父
は

報

ひ
給
は

ん
。
」

(
マ
タ
イ
伝
六

・
一
～
四
)

仏
典

は
善

行
が
善

行
と
し
て
意
識
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
は
す

で
に

完
全

な
善
行

で
は
な
い
、
と
説
き

、
聖
書
は
財
宝

11
善
行
を
地

に
積
ま

ず
天

に
積

め
、
と
教

え
て
い
る
が
、
両

者
は
お
互
い
に
相
通
ず

る
も

の

が
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
現
実

の
社
会
は
、

そ
の
よ
う

な
全
き
善

行
に
よ

っ
て
満
さ
れ

て

い
る

の
で
は
な
く
、
も
ろ
も
ろ

の
利
害
錯
綜

の
う
ち
に
す

べ
て

の
人

は
生
活
を
営
ん

で
い
る

の
で
あ
る
。
今

日
の
市
民
社
会

は
、
個

人
の
尊

厳
を
窮
極

の
価
値
と
し
、
そ

の
実
現
を
防
げ

て
い
る
社
会
的
障
害

の
除

去
、

い
わ
ゆ
る
福
祉
需
要

(
ニ
ー
ズ
)

の
充
足
、
を
も

っ
て
社
会
福
祉

の
役
目
と
し
て

い
る
。
む
ろ
ん

二
ー
ズ

に
は
物
心
両
面
が
あ
り

、

「
人

の
生
く
る
は
パ

ン
の
み

に
由

る
に
あ
ら
ず
。
」

(
マ
タ
イ
伝

四

・
四
)

で

あ
る
が
、
社
会
福
祉

の
役
割
り
は
、
ま
ず
第

一
に
パ
ン
が
ど
れ
だ
け

公

正

に
分
配
さ
れ

る
か
、

に
か
か

っ
て
い
る
と

い
え

よ
う
。
社
会
福
祉

は

こ
こ
ろ

の
問
題

で
あ
る
、
と

い
う

よ
う

な
表
現
は

、
パ
ン
を
で
き

る
だ

け
多
く
か
す
め
取
ろ
う
と
す
る
側

の
詐
計
か
、
現
実

の
社
会

の
矛
盾

に

目
を
蔽
わ
せ
、
来

世

で
の
救
済
を
約
束
す
る
欺
瞞

で
あ

る
場
合

が
多

い

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
社
会

の
成
員

の

一
人

ひ
と
り
が

、
創
造

者
に
よ

っ
て
、
絶
対
者

に
よ

っ
て
、
あ
る

い
は
す

べ
て
の
他
者

に
よ

っ

て
生
か
さ
れ
て

い
る
、
と

い
う
感
謝

の
こ
こ
ろ
を
持

た
な

い
社
会
は
、

そ
れ

こ
そ

へ
ー
ゲ

ル
の
い
う

「
欲
望

〈
欲
求
〉

の
体
系
」
以
上

の
も

の

に
は
な
り
得
な

い
で
あ

ろ
う
。
市
民
社
会
を
し
て
福
祉
社
会
た
ら
し
め

る
に
は
、
社
会
福
祉

の
甲
に
説
教
を
持
ち

こ
む

の
で
は
な
く
、
宗
教
が

そ
の
独
自

の
役
割
り
を
果
す

こ
と
が
必
要
で
は
な

い
か
と
思
う
。

(
も
り
た

ひ
さ
お

社
会
学
部
教
授
)
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