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写
経
と
い
う
の
は
、
経
典
を
書
写
す
る
こ
と
で
、
古
く
は
イ
ン
ド
の

大
乗
仏
教
に
お
い
て
、
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
大

昔
は
も
ち
ろ
ん
印
刷
と
い
う
技
術
が
な
か
っ
た
の
で
、
経
文
を
覚
え
よ

う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
原
文
を
借
り
て
、
そ
れ
を
書
写
す
る
こ
と
か
ら
始

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

以
前
、
「
鑑
真
和
上
」
と
い
う
映
画
が
あ
り
ま
し
た
。
奈
良
時
代
、

中
国
に
留
学
し
て
い
た
日
本
の
僧
が
、
何
年
に
も
わ
た
っ
て
苦
労

し
て
写
し
た
数
千
巻
の
写
経
を
、
帰
国
の
途
中
、
嵐
で
舟
が
沈
み

そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
荷
を
軽
く
す
る
た
め
に
全
部
海
に
捨
て
て

し
ま
う
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
僧
の
狂
わ
ん
ば
か
り

の
無
念
さ
が
、
よ
く
わ
か
る
思
い
が
し
ま
し
た
。 

 

経
本
を
写
し
と
っ
て
、
そ
れ
を
役
立
て
る
と
い
う
の
で
は
な

く
、
何
か
の
願
い
事
を
込
め
て
す
る
写
経
は
、
平
安
時
代
か
ら
行

わ
れ
て
き
ま
し
た  

 

と
こ
ろ
で
、
人
は
な
ぜ
写
経
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

人
に
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
何
か
の
願
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
家
族

の
健
康
や
安
全
、
愛
す
る
者
の
幸
せ
、
仕
事
が
う
ま
く
い
く
よ
う

に
、
老
後
の
平
安
、
さ
ら
に
は
亡
く
な
っ
た
人
々
へ
の
追
慕
、
先

祖
供
養
、
自
分
自
身
の
罪
業
消
滅
な
ど
、
心
に
思
い
は
あ
ふ
れ
て

も
、
そ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
き
が
あ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
を
写
経
と
い
う
形
で
表
現
す
る
の
で
す
。
一
字
一
字
に
願

い
を
込
め
て
写
経
し
て
い
け
ば
、
心
に
安
ら
ぎ
が
も
ど
り
、
自
信

が
わ
き
、
努
力
に
裏
付
け
が
得
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
昔
か
ら
写

経
の
功
徳
は
量
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

当
山
で
は
、
皆
様
に
写
経
の
機
会
を
持
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
考

え
ま
し
て
、
毎
月
第
一
土
曜
日
午
後
七
時
よ
り
「
般
若
心
経
」
の

写
経
の
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

般
若
心
経
は
、
み
な
さ
ん
に
一
番
よ
く
親
し
ま
れ
て
い
る
、
全
文
二

百
七
十
六
文
字
の
極
め
て
短
い
お
経
で
す
が
、
仏
法
の
真
髄
が
説
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
観
音
様
が
舎
利
弗
尊
者
（
お
釈
迦
様
の
弟

子
）
に
仏
の
教
え
を
説
く
か
た
ち
で
書
か
れ
て
お
り
、 

「
こ
の
世
の

中
の
も
の
は
、
す
べ
て
空
で
あ
る
（
実
体
が
な
い
。
す
な
わ
ち
形
あ
る

も
の
は
す
べ
て
変
化
し
て
ゆ
き
、
や
が
て
は
く
ず
れ
、
滅
び
、
無
く

な
っ
て
し
ま
う
）
、
そ
の
空
を
ほ
ん
と
う
に
わ
か
り
、
自
分
の
も
の
に

で
き
た
ら
、
真
の
智
恵
が
得
ら
れ
、
迷
い
も
な
く
な
り
、
老
も
死
も
恐

れ
る
こ
と
な
く
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
、
た
い
へ
ん
簡

単
な
よ
う
で
、
実
は
深
遠
な
哲
理
が
述
べ
ら
れ
た
お
経
な
の
で
す
。 

 

お
経
の
書
き
方
は
、
お
手
本
を
下
に
敷
い
て
、
そ
の
上
か
ら
な
ぞ
っ

て
書
き
ま
す
。
つ
ま
り
写
す
わ
け
で
す
か
ら
、
だ
れ
で
も
間
違
わ
ず
、

上
手
・
下
手
な
し
に
書
け
ま
す
。
筆
な
ら
ば
も
ち
ろ
ん
結
構
で
す
が
、

筆
ペ
ン
、
ソ
フ
ト
ペ
ン
で
も
結
構
で
す
。
出
来
上
が
っ
た
作
品
よ
り

も
、
写
経
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
だ
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。
一
枚

一
時
間
あ
れ
ば
、
だ
れ
で
も
書
け
ま
す
。
慣
れ
れ
ば
四
十
分
位
で
書
け

る
と
思
い
ま
す
。 

 

 

時
機

じ
き

、
応
ぜ
ざ
れ
ば
我
が
師
、
黙
念

も
く
ね
ん

す 
 

●
●
● 

時
機
が
来
な
け
れ
ば
、
お
釈
迦
様
は
説
法
を 

 
 
 
 
 

な
さ
ら
な
い 

 
 
 
 

息
が
合
う
時
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
合
う
時
、
こ
れ
が
時
機
で

す
。
春
に
な
る
と
桜
前
線
が
南
か
ら
北
へ
走
り
ま
す
が
、
桜

の
花
も
、
季
節
と
桜
の
木
の
息
が
合
わ
な
け
れ
ば
咲
き
ま
せ

ん
。 

 

密
教
で
は
師
資

し
し

相
承

そ
う
じ
ょ
う

と
い
っ
て
、
師
僧
が
弟
子
に
大
切
な

秘
法
を
伝
え
る
に
は
、
師
僧
と
弟
子
の
息
が
合
う
時
機
を
と

て
も
大
事
に
し
ま
す
。
時
機
が
来
な
い
と
き
は
、
い
く
ら
弟

子
が
あ
せ
っ
て
師
僧
に
、
「
早
く
行
法

ぎ
ょ
う
ぼ
う

（
修
行
の
極
意
）
を

伝
授
し
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん
で
も
、
師
僧
は
だ
ま
っ
た
ま

ま
で
す
。 

 
 

「
縁
な
き
衆
生
は
度
し
難
し
」 

空 

海 

の 

言 

葉

空 

海 

の 

言 

葉 
 

 
 

シ
リ
ー
ズ 

シ
リ
ー
ズ   

現代語では、学問や、常識が身につい
てなく、修学していない人のことを称
しているが、そもそもは、「もう学ぶ
ことが無い事」を指していた。従っ
て、仏道修行の最終段階まで修了し、
すべてを会得した仏心の境地ともいえ
ることを仏教語では「無学」とした
が、これと反対に「有学」は、まだ、
修業課程があり、勉学の途中の修行者
を「有学」としていた。時の流れで、
意味が変換されて解釈されるように
なったが、いずれにせよ学問は、誰に
も指図されなくとも、自分から、進ん
で、出来る時に修めるようにしたいも
のである。 

無学（むがく）                               

写
経
の
す
す
め  

  
 

ど
う
ぞ
こ
の
機
会
に
、
亡
く
な
ら
れ
た
両
親
・
子
供
・
水
子
・
知
人
な
ど

の
菩
提
供
養
の
た
め
、
或
い
は
生
き
て
い
る
人
々
の
た
め
、
ま
た
自
分
自
身

の
た
め
に
も
、
一
度
、
写
経
を
始
め
て
み
て
下
さ
い
。  

仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語 

 書院前の庭園が完成いたしました。 
 写経の会参加者が少人数の場合、たまには、ここの静か
な環境で、写経をしてみたいとも考えています。どうぞ一
度ご覧ください。 


