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な
ぜ
『
般
若
心
経
』
を
読
ま
な
い
の
？ 

  

「
き
み
ょ
う
ー
む
り
ょ
う
ー
じ
ゅ

に
ょ
ー
ら
ー
い
」
。
真
宗
門
徒
な
ら
ば

一
度
は
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
『
正

信
偈
』
の
最
初
の
フ
レ
ー
ズ
で
す
。 

『
正
信
偈
』
と
は
親
鸞
聖
人
が
お

書
き
に
な
ら
れ
た
『
教
行
信
証
』
の

中
に
あ
る
偈
文
で
、
念
仏
の
教
え
が

簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
、
朝
晩
の
お
勤

め
で
読
ま
れ
る
な
ど
親
し
ま
れ
て
き

ま
し
た
。 

 
 

 

よ
く
「
真
宗
で
は
『
般
若
心
経
』

は
読
ま
な
い
の
で
す
か
？
」
と
聞
か

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と

き
は
「
真
宗
に
は
『
正
信
偈
』
が
あ

り
ま
す
か
ら
」
と
答
え
る
の
で
す
が
、

『
般
若
心
経
』
は
各
仏
教
宗
派
で
も

よ
く
読
ま
れ
、
一
番
有
名
な
お
経
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

で
は
、
な
ぜ
真
宗
で
は
『
般
若
心

経
』
を
読
ま
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
て
も
、「
な
る
ほ

ど
！
」
と
合
点
の
い
く
答
え
は
な
か

な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。 

  
解
釈
に
間
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
の
で
あ
く
ま
で
も
私
見
で
す

が
、『
般
若
心
経
』
の
解
く
教
え
と
最

後
の
「
真
言
」
に
真
宗
の
教
え
と
は

相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

『
般
若
心
経
』
は
「
色
即
是
空 
空

即
是
色
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ

る
よ
う
に
「
空
」
を
説
き
ま
す
。「
空
」

と
は
モ
ノ
に
は
実
体
が
な
い
と
い
う

お
釈
迦
様
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
真
理

で
す
。 

そ
の
「
空
」
の
境
地
を
体
得
す
る

た
め
に
説
か
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の

「
空
」
と
い
う
こ
と
が
難
し
い
。
厳

密
に
い
え
ば
「
空
」
と
は
何
か
と
考

え
た
り
し
た
ら
、
そ
の
時
点
で
「
空
」

で
な
く
な
る
の
で
す
。
私
た
ち
の 

〝
思
い
〟
と
い
う
実
体
に
縛
ら
れ
て

し
ま
う
の
で
す
。 

つ
ま
り
、
凡
夫
が
生
き
て
生
活
し

て
い
る
以
上
、「
空
」
と
い
う
境
地
は

無
理
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
親
鸞

聖
人
は
と
て
も
凡
夫
に
は
到
達
で
き

な
い
教
え
と
い
た
だ
か
れ
た
と
思
う

の
で
す
。 

 

そ
し
て
最
後
に
「
真
言
」
が
説
か

れ
ま
す
。「
ぎ
ゃ
ー
て
い 

ぎ
ゃ
ー
て

い 

は
ー
ら
ぎ
ゃ
ー
て
い…

」
の
一

説
で
す
が
、
こ
の
言
葉
を
唱
え
る
だ

け
で
不
思
議
な
力
が
宿
る
と
も
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
神
秘
的
で

呪
術
的
な
こ
と
も
ま
た
親
鸞
聖
人
は

否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

煩
悩
い
っ
ぱ
い
の
凡
夫
で
あ
る
私

た
ち
は
阿
弥
陀
如
来
に
お
ま
か
せ
す

る
し
か
な
い
。
そ
の
仏
恩
に
感
謝
す

る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
念
仏
だ
け

で
い
い
と
い
う
の
が
親
鸞
聖
人
の
教

え
で
す
。 

凡
夫
で
は
無
理
な
境
地
を
目
指
し

呪
術
的
な
真
言
を
説
く
。
そ
の
観
点

か
ら
、
真
宗
は
『
般
若
心
経
』
を
読

ま
な
い
と
私
な
り
に
理
解
し
て
い
ま

す
。 

第
五
十
二
号 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

修
正
会 

１
月
１
日
（
元
旦
・
日
） 

午
後
２
時
～
２
時
半
頃 

 

※
元
旦
の
午
後
２
時
よ
り
正
信
偈
の

お
勤
め
を
し
ま
す
。 

ま
た
、
午
後
１
時
～
３
時
の
間
、
本

堂
と
納
骨
堂
を
自
由
に
参
拝
で
き
る

よ
う
に
開
放
い
た
し
ま
す
。 

ど
う
ぞ
年
の
始
め
に
ご
家
族
で
ご
参

詣
く
だ
さ
い
。 

 

※
お
参
り
の
際
は
マ
ス
ク
着
用
で
お

願
い
し
ま
す
。 

      

 

〇
12
月
18
日
（
日
）
の
東
別
院
報
恩

講
の
結
願
日
中
で
も
楽
僧
と
し
て
出

仕
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
法
要
は

午
前
11
時
か
ら
で
す
。
お
時
間
あ
り

ま
し
た
ら
ぜ
ひ
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。 

 

〇
修
正
会
で
の
ビ
ン
ゴ
大
会
、
お
抹

茶
、
甘
酒
の
ふ
る
ま
い
は
、
今
回
も

中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
ほ
か
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
風
邪
な
ど
も
心

配
さ
れ
ま
す
。
感
染
予
防
を
し
っ
か

り
し
て
、
良
い
年
を
お
迎
え
く
だ
さ

い
。 

          

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

本
山
報
恩
講
期
間
中
は
例
年
に
な

い
ほ
ど
暖
か
く
て
、
冬
物
の
装
束
を

持
っ
て
行
っ
た
の
で
す
が
汗
を
か
く

ぐ
ら
い
で
し
た
。
そ
ん
な
陽
気
に
誘

わ
れ
て
京
都
を
訪
れ
る
観
光
客
も
多

く
、
駅
は
人
、
人
、
人
。
そ
ん
な
中
、

時
間
を
み
つ
け
て
真
言
宗
智
山
派
の

総
本
山
智
積
院
へ
行
っ
て
き
ま
し

た
。
紅
葉
の
ピ
ー
ク
は
少
し
過
ぎ
た

よ
う
で
し
た
が
「
利
休
好
み
」
と
い

わ
れ
る
庭
園
を
書
院
に
腰
か
け
て
眺

め
て
い
る
と
心
が
洗
わ
れ
る
気
が
し

て
、
つ
い
つ
い
時
間
の
経
つ
の
を
忘

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
京
都
が
人
を

ひ
き
つ
け
る
の
も
、
こ
ん
な
と
こ
ろ

に
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。 

 
 
 
 
 
 

 

（
住
職
記
） 

   

〇
11
月
８
日
の
報
恩
講
に
は
、
天

気
に
も
恵
ま
れ
多
く
の
方
に
お
参

り
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

  

〇
11
月
24
日
の
東
本
願
寺
報
恩

講
団
体
参
拝
に
も
多
く
の
方
の
ご

参
加
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

  

〇
お
参
り
い
た
だ
い
た
法
要
で
は

楽
僧
の
真
後
ろ
で
参
詣
し
て
い
た

だ
き
、
出
仕
の
時
に
す
ぐ
に
わ
か

り
ま
し
た
。
逮
夜
法
要
（
午
後
の

法
要
）
で
は
二
曲
し
か
吹
き
ま
せ

ん
の
で
、
あ
ま
り
活
躍
（
？
）
で

き
る
場
が
見
せ
る
こ
と
が
で
き
な

く
て
残
念
で
し
た
（
笑
） 

  

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 

☏
０
５
２-

８
７
１-

０
５
４
７ 

 

名
古
屋
別
院
（
東
別
院
）
報
恩
講 

12
月
13
日
（
月
）
～
18
日
（
土
） 


