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はじめに

は
じ
め
に

①
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

本
当
の
学
び

最
近
、
世
の
中
に
不
安
な
要
素
が
多
い
せ
い
か
、
仏
教
関
係
の
書
籍
が
よ
く
売
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
仏
教
に

興
味
を
持
ち
、
仏
教
を
学
ぶ
人
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
が
、「
仏
教
を
学
ぶ
」

と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

仏
教
を
学
問
・
知
識
と
し
て
、
客
観
的
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
も
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
必
要
な
場
合

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
本
当
の
意
味
で
仏
教
を
学
ん
だ
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、「
鏡
を
見
る
」
と
言
っ
た
場
合
、「
丸
い
綺
麗
な
鏡
だ
っ
た
」
と
、
鏡
の
外
見
を
見
て
満
足
す
る
人
は

い
な
い
で
し
ょ
う
。「
鏡
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
鏡
に
写
っ
た
自
分
の
姿
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
の
は
ず
で

す
。「
仏
教
を
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
と
同
じ
で
、
仏
教
と
は
こ
う
い
う
教
え
だ
と
客
観
的
に
学
ぶ
だ
け
で

は
、
そ
の
外
見
を
見
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
仏
教
の
教
え
を
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、
自
分
の
姿
が
明
ら
か
に
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な
る
、
自
分
の
生
き
る
意
味
と
方
向
が
定
ま
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
学
び
方
で
な
け
れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
仏

教
を
学
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

自
分
自
身
を
学
ぶ

曹そ
う

洞と
う

宗
の
開
祖
で
あ
る
道ど
う

元げ
ん

禅ぜ
ん

師じ

は
、「
仏ぶ
つ

道ど
う

を
な
ら
う
と
い
う
は

自
己
を
な
ら
う
な
り
」（『
正し

ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

』）

と
い
う
言
葉
を
残
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
仏
へ
の
道
・
さ
と
り
へ
の
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
仏
教
を
学

ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
仏
教
を
学
ぶ
時
、
こ
の
こ
と
を
常
に
心
に
留
め

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

補
講
―
さ
ら
に
深
く
学
び
た
い
人
へ
―

〈
私
を
見
つ
め
る
〉

私
た
ち
が
生
き
て
い
く
上
で
、「
私
を
見
つ
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
必

ず
法
（
真
実
の
教
え
・
仏
教
）
が
必
要
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
私
が
私
を
見
つ
め
る
の
に
は
限
界
が
あ
る
か
ら
で
す
。
ど
う

い
う
点
か
と
い
う
と
、
次
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

第
一
に
、
私
の
基
準
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
を
基
準
に
し
て
私
を
見
つ
め
て
も
、
私
の

基
準
が
間
違
っ
て
い
れ
ば
、
正
し
く
見
つ
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
基
準
は
常
に
自
己
中
心
的
で
、
自
分

の
都
合
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
変
化
し
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
変
わ
ら
な
い
基
準
（
法
）
が
必
要
な
の
で
す
。

第
二
に
、
私
が
私
を
見
つ
め
よ
う
と
し
て
も
、
本
当
の
私
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
私
を

見
る
時
、「
見
て
い
る
私
」
と
「
見
ら
れ
て
い
る
私
」
と
い
う
二
人
の
私
が
存
在
し
ま
す
。「
見
て
い
る
私
」
が
本
当
の

「
仏
教
」
を
学
ぶ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。


