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聞
法

‐の，輪
を
ひ
ら
一げ
る
た
一あ
に

お
経
の
練
習
と
ご
和
讃
の
講
話

広
福
寺
聞
法
会

イ
ベ
ン
ト
の
計
画
も

本
年
七
月
第
百
四
十
回
例
会
で
花
井

性
寛
師
の
歎
異
抄
講
話

（写
真
上
、
下

は
懇
親
会
）
が
終
講
と
な
り
九
月
の
例

会
で
こ
れ
か
ら
の
会
の
運
営
に
つ
い
て

協
議
、
十
月
か
ら
声

明
（お
経
）
の
練

習
と
ご
和
讃
の
講
話
が
始
ま

っ
て
い
ま

す
。
声
明
は
行
譜
正
信
掲
六
首
引
を
目

ぜ
　
ぜ

標
に
、
日
下
舌
々
正
信
偶
を
練
習
し
て

い
ま
す
。
ご
和
讃
は
ふ
だ
ん
の
お

つ
と

め
で

一
番
門
徒
の
方
に
親
し
ま
れ
て
い

る
浄
土
和
讃
の

「弥
陀
成
仏
の
ご
の
か

た
は
…
…
」
か
ら
講
話
を
進
め
て
い
ま

す
。
講
話
の
あ
と
は
く

つ
ろ
い
だ
情
報

交
換
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
す
。
新

し
い
会
員
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
が
、

更
に
聞
法
の
輪
を
拡
げ
る
た
め
に
年
に

一
、
二
回
仏
教
、
文
化
講
演
会
、
演
芸

会
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
も
計
画
し
て
い
き

た
い
と
は
り
き

っ
て
お
り
ま
す
。

昭
和
五
十
年
六
月
か
ら
始
ま

っ
た
聞
法

会
も
十
四
年
目
に
入
り
ま
し
た
。
第
百
回

ま
で
は
広
沢
憲
隆
師
の
正

信
偶
講
話
が
続
け
ら
れ
ま

し
た
。
戦
前
に
は
声
明
会

の
組
織
が
あ
り
麓
や
長
辰

地
区
の
方
々
が
会
員
と
な

り
今
に
そ
の
伝
統
を
残
し

て
い
ま
す
。
例
会
は

一
月

と
八
月
を
除
く
年
十
回
開

き
毎
月
二
十
日
の
会
合
を

原
則
と
し
て
い
ま
す
。

友との出会い′ふれ合い

は自分との出合いにつな

がります。本当の自分が

みえたときが仏との出遇

ぃです。聞法会へどうぞ !
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∧
大
谷
万
寿
師
　
秋
季
差
向
御
布
教
の
中
か
ら
∨

命
終
わ
る
ま
で
我
執
煩
悩
か
ら

一
歩
も
出
る
こ
と

の
で
き
な
い
私
た
ち
は
、
本
願
の
光
り
に
あ
う
こ
と

に
よ

っ
て
我
執
が
和
ら
ぎ

ま
す
。
ご
和
讃
に

「超
世

の
悲
願
き
き
し
よ
り
、
わ

れ
ら
は
生
死
の
凡
夫
か
は

有
漏
の
機
身
は
か
わ
ら
ね

ど
、
こ
こ
ろ
は
浄
土
に
あ

そ
ぶ
な
り
」
と
う
た
わ
れ
ま
し
た
。
他
力
念
仏
の
み

教
え
は
聴
間
を
通
し
て
み
仏
の
大
悲
に
め
ざ
め
浅
ま

し
い
凡
夫
と
い
う
自
覚
の
上
に
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
大

悲
の
本
願
を
仰
い
で
ゆ
く
の
で
す
。

自
己
を
問
題
と
し
て
聴
聞
さ
せ
て
頂
く
と
お
添
書

に
示
さ
れ
ま
し
た
。
ひ
と
に
い
え
な
い
、
辛
い
、
悲

し
い
女
の
業
に
泣
き
、
も
だ
え
苦
し
ん
だ
お
恥
ず
か

し
い
身
の
上
話
に
な
り
ま
す
が
、
五
人
の
子
供
の
継

母
に
な
り
子
ら
の
た
め
に
よ
か
れ
と
し
た
結
果
は
行

き
詰
ま
り
地
獄
の
ど
ん
底
で
号
泣
し
ま
し
た
。
そ
の

ど
ん
底
で
如
来
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
声
の
み
仏

と
な
り
給
い
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
私
の
正
体
を
は

っ
き
り
と
見
せ
て
下
さ

っ
た
の
で
す
。
継
母
い
じ
め

と
思

っ
た
の
は
責
任
転
嫁
で
な
か

っ
た
か
。
子
ら
の

た
め
と
し
た
こ
と
が
わ
が
は
か
ら
い
の
押
し

つ
け
で

）

な
か

っ
た
か
。
我
執
に
と
り

つ
か
れ
た
私
こ
そ
ま
さ

に
極
重
悪
人
で
あ

っ
た
と
う
な
ず
か
さ
れ
ま
し
た
。

称
名
念
仏
は
助
か
る
手
だ
て
を
失

っ
た
も
の
へ
の
喚

び
か
け
に
目
覚
め
た
よ
ろ
こ
び
、
絶
体
絶
命
の
心
に

は
じ
め
て
響
い
て
下
さ
る
の
で
す
。

私
の
寺
の
間
法
会
に
同
朋
大
学
の
池
田
勇
諦
先
生

が
満
堂
の
聴
衆
を
前
に
し
て
次
の
よ
う
な
ク
イ
ズ
を

出
さ
れ
ま
し
た
。
二
人
の
方
が
答
え
を
出
さ
れ
Ａ
は

「
明
る
く
」
、
Ｂ
は

「
平
和
に
」、
Ｃ
は

「楽
し
く
」

と
書
き
ま
し
た
。
先
生
は
二
人
の
方
の
答
え
を
消
し

ク
　
　
イ
　
　
ズ

わ
た
し
ひ
と
り
が
ぎ
せ
い
に
な
り

が
ま
ん
す
る
と

家
の
中
は

［目
目
目
目
国
な
る
。

ど
ん
な
こ
と
ば
が
正
解
で
し
ょ
う
か
？

て

「暗
く
」
と
書
か
れ
ま
し
た
。
私
は

「
そ
の
通
り

で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
深
く
う
な
ず
き
ま
し
た
。
三
度

も
中
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
、
家
族
は
だ
れ
も
が

言
葉
が
少
な
く
な

っ
て
し
ま
い
、
家
の
中
は
本
当
に

暗
く
な
り
ま
し
た
。
本
当
の
ぎ
せ
い
と
い
う
の
は
そ

う
せ
ず
に
お
れ
ぬ
と
い
う
行
為
、
私
の
場
合
、
腹
の

中
は
煮
え
く
り
か
え

っ
て
い
ま
し
た
。
人
間
の
心
の

あ
り
よ
う
は
決
し
て
カ

ッ
コ
よ
く
、
き
れ
い
ご
と
で

は
す
ま
さ
れ
な
い
も
の
で
す
ね
。
私
、
大
谷
万
寿
の

も
の
さ
し
で
は
か

っ
て
い
た
。
そ
の
我
執
の
鬼
、
地

）

獄

一
定
の
わ
が
身
と
気
づ
か
せ
て
下
さ

っ
た
の
が
お

念
仏
で
あ
り
ま
し
た
。
世
の
中
に
賢
く
な
る
知
識
を

教
え
る
学
校
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
わ
が
身
の
凡
夫

の
愚
か
さ
を
教
え
て
下
さ
る
の
は
仏
法
だ
け
で
す
。

お
念
仏
を
喜
ん
だ
母
に
育
て
ら
れ
た
娘
さ
ん
の
手

記
を
最
後
に
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

私
の

一
家
は
貧
し
い
な
が
ら
も
お
念
仏
の
よ
ろ
こ

び
に
満
た
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
が
六
歳
の
お
正
忌

さ
ま
に
お
寺
さ
ま

へ
お
参
り
い
た
し
ま
し
た
。

「
み

仏
は
親
様
だ
よ
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ
で

も
抱
い
て
い
て
下
さ
る
親
様
だ
よ
」
と
い
う
お
説
教

を
聞
き
な
が
ら
母
の
膝
の
上
で
ア
メ
玉
を
し
ゃ
ぶ

っ

て
い
ま
し
た
。
お
や
す
み
の
ひ
と
と
き
母
は
私
の
頭

を
抱
く
よ
う
に
し
て

「
よ
う
聞
き
や
、
お
前
を
抱
い

て
い
る
こ
の
母
は
三
十
年
か
、
永
く
て
五
十
年
の
仮

の
親
だ
が
、
あ
そ
こ
に
お
立
ち
の
阿
弥
陀
さ
ま
は
お

前
の
い
の
ち
の
親
さ
ま
で
、
音
も
昔
、
大
昔
か
ら
お

前
を
抱
い
て
い
て
下
さ
る
の
だ
よ
。
ほ
か
に
は
な
ん

に
も
い
ら
な
い
の
だ
よ
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
と
な

え
し
て
、
い
ま
か
ら

一
緒
に
親
さ
ま
の
お
国
ま
で
参

ら
し
て
頂
け
る
幸
せ
者
だ
よ
。
母
さ
ん
と

一
緒
に
南

無
阿
弥
陀
仏
と
よ
ろ
こ
び
ま
し
ょ
う
ね
」
と
。
む

つ

か
し
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
か

っ
た
母
だ

っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
た
だ

一
心
に
お
念
仏
申
す
人
で
し
た

し

「
お
か
げ
さ
ま
で
す
ね
」
と
口
ぐ
せ
の
よ
う
に
い

う
人
で
し
た
。
私
は
こ
の
時
の
母
の
言
葉
を
い
ま
だ

に
忘
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

親
か
ら
子
ど
も

へ
の
お
念
仏
の
お
相
続
で
す
ね
。
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本
年
度
次
の
よ
う
な
御

寄
進
を
頂
き
ま
し
た
。
寺

の
護
持
に
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
御
懇
念
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
く
厚
く
御
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

▽
定
紋
入
り
会
津
塗
り
お
と
き
用
漆
器

一
式

壱
百
五
拾
人
前

（写
真
上
）

▽
定
紋
入
り
本
堂
向
拝
幕
　
庫
裡
玄
関
幕

一
式

（写
真
中

・
下
）

▽
墓
地
参
道
敷
石

（次
頁
写
真
上

・
中
）

つ　
げ

▽
庫
裡
建
仁
寺
垣
　
山
茶
花
生
垣
建
造
　
庭
木
柘
植

満
天
星
植
栽

一
式

（次
頁
写
真
下
）

以
上
　
嘉
〔　
市
　
大
谷
　
統
司
殿

▽
本
堂
焼
香
卓
前
座
布
団

一
枚

）

観
音
寺
　
河
上
　
マ
ス
殿

▽
境
内
庭
石

（八
海
石
二
個
）

長
岡
市
　
広
沢
　
昭
治
殿

お
と
き
用
漆
器
は
昔
な
が
ら
の
本
物
の
お
と
き
の

味
を
頂
け
る
と
喜
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
当
寺
の
正
式

の
定
紋

（丸
に
橘
）
入
り
の
幕
は
行
事
の
た
び
に
使

わ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
墓
地
参
道
は
砕
石
で
歩

き
に
く
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
井
戸
小
屋
付

近
か
ら
庫
裡
わ
き
を
通

っ
て
墓
地
に
至
る
延
々
百

ｍ

ほ
ど
の
参
道
に
ミ
カ
ゲ
石
を
敷
き

つ
め
て
頂
き
ま
し

た
。
須
達
多
長
者
の
祇
園
精
舎
建
立
の
故
事
が
想
い

起
こ
さ
れ

（次
頁
参
照
）
本
当
に
感
慨
深
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大
み
そ
か
除
夜
の
鐘
つ
き
　
午
後
十

一
時
半
こ
ろ

か
ら

つ
き
は
じ
め
ま
す
。
皆
さ
ん
の
お
い
で
を
お
待

ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

前
住
職
七
回
忌
自
坊
法
要
　
明
年
五
月
十
四
日
の

日
曜
日
に
勤
め
ま
す
。
こ
の
た
よ
り
の
次
号
で
詳
し

く
御
案
内
を
申
し
上
げ
る
予
定
で
す
。

真
宗
仏
光
寺
派
婦
人
大
会
　
本
山
か
ら
お
裏
方
様

の
御
出
向
を
頂
き
、
明
年
六
月
十
八
日
の
日
曜
日
に

弥
彦
の
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
地
元
で
も
あ
り
多
数
の
方
々
の
御
参

加
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
十
四
歳
の
と
き
読
ま

れ
た
歎
異
抄
の
御
縁
で
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
か
ら
は
る

ば
る
海
を
渡

っ
て
親
鸞
さ
ま
を
慕
う

一
本
道
の
旅
、

唯
ひ
と
す
じ
の
人
生
を
歩
ま
れ
た
藤
田
ジ
ャ
ク
リ
ー

ン
先
生
の
記
念
講
演
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

御
寄
一進
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阿
弥
陀
経
の
は
じ
め
に

「
ひ
と
と
き
、
仏
、
舎
衛

国
の
祇
樹
給
孤
独
園
に
ま
し
ま
し
て
」
と
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
祇
園
精
舎
は
釈
尊
が
そ
の
生
涯
の
多
く
を

過
ご
さ
れ
た
伝
道
の
拠
点
で
、
こ
の
精
舎

（寺
）
建

立
に
ま

つ
わ
る
感
銘
深
い
物
語
が
あ
り
ま
す
。

須
達
多
と
い
う
長
者

（商
業
資
本
家
）
は
親
の
な

い
子
や
老
い
て
子
の
な
い
人
を
助
け
た
の
で
孤
独
の

人
に
給
す
る
者
、
給
孤
独
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
と
き
釈
尊
の
う
わ
さ
を
聞
き
竹
林
精
合
に
た
ず

ね
て
教
え
を
受
け
ま
し
た
。
「
銭
財
は
常
宝
に
あ
ら

ず
、
よ
ろ
し
く
速
や
か
に
施
を
な
す
べ
し
」
と
。
そ

の
時
舎
衛
城
に
も
お
い
で
下
さ
る
よ
う
に
お
願
い
し

早
速
閑
静
清
浄
の
地
に
精
舎
建
立
を
決
心
し
適
地
を

さ
が
し
祇
陀
太
子
所
有
の
園
林
が
目
に
止
ま
り
ま
し

た
。
譲
り
受
け
の
交
渉
は
難
航
、
太
子
は
こ
れ
を
拒

む
た
め
に
黄
金
を
園
林

一
杯
に
敷
き

つ
め
れ
ば
そ
の

値
で
売
ろ
う
と
。
あ
き
ら
め
る
と
思

っ
た
の
に
長
者

は
車
で
黄
金
を
運
び
地
面
に
本
当
に
敷
き
は
じ
め
た

の
で
す
。　
一
車
で
は
足
り
な
く
て
、
更
に
車
で
運
ば

せ
ま
す
。
そ
れ
を
み
た
太
子
は
大
い
に
驚
き
、
仏
法

僧
の
た
め
に
大
財
を
投
じ
よ
う
と
す
る
長
者
の
熱
意

に
う
た
れ

「も
う
や
め
て
下
さ
い
。
残
り
の
土
地
は

ど
う
か
私
に
寄
進
さ
せ
て
下
さ
い
」
と
。

こ
う
し
て
長
者
は
こ
の
土
地
に
祇
樹
給
孤
独
園
す

な
わ
ち
祇
園
（略
称
）
の
精
舎
を
建
立
し
太
子
も
ま
た

残
り
の
土
地
に
門
屋
を
建
て
ま
し
た
。
釈
尊
は
大
勢

の
比
丘
た
ち
を
連
れ
て
こ
の
精
舎
に
迎
え
ら
れ
、
多

く
の
説
法
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
舎
衛
城

（
い
ま
の
コ

ン
ダ
州
の
サ
ー
ヘ
ッ
ト

・
マ
ー
ヘ
ッ
ト
）
に
仏
縁
が

結
ば
れ
て
長
者

一
家
は
も
と
よ
り
太
子
は
じ
め
王
家

さ
ら
に
出
家
在
家
の
多
く
の
信
者
が
永
く
そ
の
恩
沢

を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
真
宗
門
徒
に
な
じ

み
の
深
い
二
部
経
の
中
の

一
つ
、
阿
弥
陀
経
は
こ
の

精
舎
で
説
か
れ
た
経
典
の

一
つ
な
の
で
す
。
長
者
が

商
用
で
王
舎
城
に
赴
き
う
わ
さ
を
耳
に
し
夜
明
け
を

待
ち
き
れ
ず
に
初
め
て
釈
尊
に
お
遇
い
申
し
た
の
が

王
舎
城
郊
外
の
寒
林

（墓
地
）
で
あ
り
ま
し
た
。


