
　
法
然
上
人
の
こ
と
ば

第
二
（
立
教
開
宗
）

�

お
お
よ
そ
、
仏
教
多
し
と
い
え
ど

も
、
所
詮
、
戒
定
惠
の
三
学
を
ば
す

ぎ
ず
。
所
謂
小
乗
の
戒
定
惠
、
大
乗

の
戒
定
惠
、
顕
教
の
戒
定
惠
、
密
教

の
戒
定
惠
也
。」
し
か
る
に
、
わ
が

こ
の
身
は
、
戒
行
に
お
い
て
、
一
戒

を
も
、
た
も
た
ず
、
禅
定
に
お
い

て
、
一
つ
も
こ
れ
を
え
ず
。
人
師
釈

し
て
、
巳
羅
清
浄
な
ら
ざ
れ
ば
、
三

昧
現
前
せ
ず
と
い
え
り
。」
又
、
凡

夫
の
心
は
物
に
、
し
た
が
い
て
、
う

つ
り
や
す
し
。

�

た
と
え
ば
猿
候
の
枝
に
、
つ
た
う

が
ご
と
し
。
ま
こ
と
に
散
乱
し
て
動

じ
や
す
く
、
一
心
し
づ
ま
り
が
た

し
。」
無
漏
の
正
智
、
な
に
に
よ
り

て
か
、
お
こ
ら
ん
や
。
若
し
無
漏
の

智
劔
な
く
ば
、
い
か
で
か
悪
業
煩
悩

の
き
づ
な
を
断
た
ん
や
。」
悪
業
煩

悩
の
き
づ
な
を
断
た
ず
ば
、
な
ん
ぞ

生
死
繋
縛
の
身
を
解
脱
す
る
こ
と
を

得
ん
や
。
悲
し
き
か
な
、
悲
し
き
か

ん
、
い
か
が
せ
ん
、
い
か
が
せ
ん
。」

こ
こ
に
我
等
ご
と
き
は
、
す
で
に
戒

（１）　　　　　　　　　　　　　　　香林（こうりん）　　　　　　　　　　　　平成8年7月1日 （４）　　　　　　　　　　　　　　　　　香林（こうりん）　　　　　　　　　　平成8年7月1日

大本山善導寺開基800年大法要
　　　平成8年10月16日～20日

　　ひろさちや講演会

　演題「わがふるさと浄土」
　　平成8年10月 17日午後3時より
大本山　善導寺（久留米市善導寺町）にて
主　催　九州ブロック浄土宗青年会

会　費　無　料（どなたでも参加できます）

法要の期間中は耳納ちんぜいまつり
も併せておこなわれ、善導寺の内外
で多彩な催しがおこなわれます。
大楠ステージ、ライトアップ、雅楽、
箏曲、詠唱、1200メートルの世界一の
大数珠繰り、等々

定
惠
の
三
学
の
器
に
あ
ら
ず
。
こ
の

三
学
の
ほ
か
に
、
我
が
心
に
相
応
す

る
法
門
あ
り
や
、
我
が
身
に
堪
え
た

る
修
行
や
あ
る
と
、」
よ
ろ
づ
に
智

者
に
も
と
め
、
諸
々
の
学
者
に
問
ぶ

ら
い
し
に
、
教
し
う
る
に
人
も
な

く
、
示
す
に
輩
も
な
し
。

�

然
る
間
、
嘆
き
嘆
き
、
経
蔵
に
入

り
、
悲
し
み
悲
し
み
、
聖
経
に
む
か

い
て
、
手
づ
か
ら
、
身
づ
か
ら
、
開

き
見
し
に
、」
善
導
和
尚
の
観
経
の

疏
の
、
一
心
に
専
ら
弥
陀
の
名
号
を

念
じ
、
行
住
坐
臥
に
時
節
の
久
近
を

問
わ
ず
、
念
々
に
捨
て
ざ
る
、
も

の
、
こ
れ
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
、

彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に
。
と

い
う
文
を
見
得
て
の
ち
、」
我
等
が

ご
と
く
の
無
智
の
身
は
、
偏
に
こ
の

文
を
あ
お
ぎ
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
こ
と

わ
り
を
、
た
の
み
て
念
々
不
捨
の
称

名
を
修
し
て
、
決
定
往
生
の
業
因
に

備
う
べ
し
。」

　
　
　
　

　
　
　
　
法
然
上
人
御
法
語
よ
り

　こうりん
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念
仏
講

　
法
然
上
人
の
御
命
日
に
寺
の
本
堂
に

て
お
経
を
あ
げ
念
仏
を
唱
え
て
上
人
を

忍
ぶ
と
と
も
に
、
お
念
仏
に
精
進
さ
せ

て
い
た
だ
く
講
中
で
、
浄
土
宗
の
寺
院

で
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
毎
月
二
十
五
日
午
前
十
一
時
よ
り

　
　
　
　
　
　
　（
変
更
の
場
合
あ
り
）

　
　
　
　
十
四
日
会

　
毎
月
十
四
日
（
八
月
は
お
休
み
）
午

後
七
時
よ
り
本
堂
に
て
お
経
の
練
習
と

お
念
仏
の
会
で
す
。
十
四
日
会
は
浄
土

宗
開
宗
の
日
（
三
月
十
四
日
）
と
善
導

大
師
の
御
命
日
（
三
月
十
四
日
）
に
ち

な
ん
で
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
浄
土
宗
の
歴
史
や
教
義
、
お
経
の
解

釈
、な
ど
も
し
て
い
ま
す
。…

…
…
…
…

　よい子の集い参加者募集

　小学生を対象とした1泊2日の修養会
です。
　浄土宗寺院の若い和尚さんが指導し
ます。
日　時　　平成8年7月24～25日
集合7月24日午後2時　解散25日午後3時
場　所　　大本山善導寺（久留米市善導寺町）
主　催　　筑後浄土宗青年会
参加資格　小学生男女（定員80名）
持参品　鉛筆、夏休みの友、ノート、洗面具、
　　　　雑巾、色えんぴつ、薬（虫刺され用）
　　　　トレーナー（寝巻代用）、パジャマ
会　費　　4.000円
※申し込み締め切り　7月9日
　　　　無量寺に申込書があります。

　
一
周
忌
　
　
平
成
七
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

　
　
　
三
回
忌
　
　
平
成
六
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

　
　
　
七
回
忌
　
　
平
成
二
年

　
　
十
三
回
忌
　
　
昭
和
五
十
九
年

　
　
十
七
回
忌
　
　
昭
和
五
十
五
年

　
二
十
五
回
忌
　
　
昭
和
四
十
七
年

　
三
十
三
回
忌
　
　
昭
和
三
十
九
年

　
　
五
十
回
忌
　
　
昭
和
二
十
二
年

　
　
　
　
詳
細
は
本
堂
に
掲
示
し
て
い
ま
す
。



ば
、
餓
鬼
を
し
て
滅
罪
生
福
、
離
苦
得

楽
せ
し
む
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。五

如
来

五
如
来
の
如
来
と
は
仏
さ
ま
の
こ
と
。

お
施
餓
鬼
の
法
要
は
五
如
来
の
幡
を
か

け
て
修
さ
れ
ま
す
。
幡
は
青
、
黄
、
赤
、

白
、
黒
の
五
色
で
す
。
こ
の
五
色
の
幡

に
五
如
来
の
名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

青
は
空
、
黄
は
地
、
赤
は
火
、
白
は
水
、

黒
は
風
の
性
質
を
表
し
て
い
ま
す
。

宝
勝
如
来
（
多
宝
如
来
）

布
施
を
せ
ず
、
む
さ
ぼ
り
の
業
を
な
し

た
た
め
餓
鬼
世
界
で
苦
し
ん
で
い
る
者

を
救
済
し
、
円
満
な
ら
し
め
る
仏
さ

ま
。
こ
の
仏
様
は
釈
迦
如
来
と
と
も
に

多
宝
塔
の
中
に
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
多
宝
如
来
と
釈
迦
如
来
は
も
と

も
と
同
一
の
も
の
と
さ
れ
、
二
体
並
座

し
た
仏
様
は
、
す
べ
て
の
人
々
を
、
永

遠
に
救
い
続
け
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い

る
の
で
す
。

せ

が

き

え

施
餓
鬼
会
と
は

餓
鬼
の
為
に
諸
種
の
飲
食
を
施
す
法

会
で
「
施
食
会
」
と
も
、「
冥
陽
会
」
と

も
い
う
。
本
来
は
別
に
期
日
を
定
め

ず
、
随
時
に
修
す
法
会
で
あ
っ
た
が
、

A
A

A
A

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
盂
蘭
盆
会
と
混

A
A

A
A

じ
、
盂
蘭
盆
会
の
と
き
、
ま
た
は
そ
の

前
後
に
行
わ
れ
、
餓
鬼
に
施
食
す
る
善

根
功
徳
を
も
っ
て
、
亡
者
の
滅
罪
追
福

の
た
め
に
修
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。そ

の
作
法
は
供
養
壇
を
設
け
、
五
如

来
（
あ
る
い
は
七
如
来
）
の
幡
を
懸

け
、
壇
上
に
三
界
万
霊
位
牌
を
安
置

し
、
両
側
に
新
亡
の
位
牌
を
並
べ
飲
食

な
ど
を
供
え
て
修
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
壇
は
「
施
餓
鬼
棚
」
と
い
い
、

幡
は
「
施
餓
鬼
幡
」
と
い
う
。
五
如
来

と
は
宝
勝
如
来
（
多
宝
如
来
）、
妙
色

身
如
来
、
甘
露
王
如
来
、
広
博
身
如

来
、
離
怖
畏
如
来
を
い
い
、
施
餓
鬼
会

は
こ
の
五
如
来
を
本
尊
と
し
て
修
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
号
を
称
す
れ

味
五
果
ほ
か
を
供
え
、
世
の
甘
美
を
尽

く
し
て
盆
中
に
の
せ
、
十
方
大
徳
の
衆

僧
を
供
養
す
べ
し
と
あ
り
、
ま
た
、
十

方
の
衆
僧
は
ま
ず
施
主
家
の
た
め
に
、

七
世
の
父
母
を
呪
願
し
て
そ
の
後
に
供

養
を
う
け
る
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
た
の

で
、
目
連
は
歓
喜
し
て
盂
蘭
盆
会
を
催

し
、
母
の
た
め
に
供
養
し
た
の
で
、
餓

鬼
の
苦
し
み
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
が
で

き
た
。
こ
の
行
事
が
未
来
世
の
仏
弟
子

が
孝
順
を
行
じ
、
父
母
を
救
済
し
よ
う

と
す
る
者
の
た
め
に
伝
え
ら
れ
た
。

大
施
餓
鬼
　
法
要

が
通
ら
な
い
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
ど
う

い
う
わ
け
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
　
郷
里
の
お
寺
が
あ
な
た
の
家
の
菩

提
寺
で
あ
り
、
現
に
先
祖
の
供
養
を
依

頼
し
、
ま
た
新
し
い
故
人
の
遺
骨
を
埋

葬
す
る
な
ら
、
そ
の
お
寺
が
あ
な
た
の

家
の
菩
提
寺
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り

し
た
事
実
で
す
。
檀
家
と
菩
提
寺
の
関

係
は
、
そ
の
宗
派
の
お
し
え
と
儀
礼
を

信
じ
て
、
宗
教
儀
礼
を
依
頼
し
、
ま
た

寺
院
の
護
持
を
履
行
す
る
関
係
で
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
菩
提
寺
の
了
承
を

得
な
い
で
他
の
寺
院
に
儀
礼
を
依
頼
し

て
、
納
骨
だ
け
は
依
頼
し
て
ゆ
く
と
い

う
の
は
す
じ
が
通
ら
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。
も
し
も
、
遠
隔
地
の
た
め
菩
提

寺
に
来
て
も
ら
え
な
い
と
き
に
は
、
菩

提
寺
の
了
解
と
指
導
の
も
と
に
、
菩
提

寺
の
知
り
合
い
の
お
寺
な
ど
を
紹
介
し

て
も
ら
っ
た
り
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
ま
た
そ
の
場
合
で
も
戒
名
は
菩
提
寺

か
ら
つ
け
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
　
　（
仏
教
葬
祭
大
事
典
よ
り
）

（3）　　　　　　　　　　　　　　　　香林（こうりん）　　　　　　　　　　　平成8年7月1日 （2）　　　　　　　　　　　　　　　香林（こうりん）　　　　　　　　　　　　平成8年7月1日

「
盂
蘭
盆
経
」
に
は
仏
弟
子
目
連
が
六

神
通
を
得
て
、
父
母
の
恩
に
報
い
る
た

め
に
餓
鬼
道
に
お
ち
て
苦
し
ん
で
い
る

母
を
救
済
し
よ
う
と
し
、
目
連
は
鉢
に

飯
を
盛
っ
て
母
に
食
べ
さ
せ
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
、
飯
食
が
口
に
入
る
前
に
炎

と
化
し
て
し
ま
い
、
つ
い
に
食
べ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
大
い
に

悲
し
み
、
仏
陀
に
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、

母
の
罪
根
が
深
く
、
た
と
え
孝
順
の
心

が
深
く
と
も
一
人
の
力
で
は
ど
う
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
仏
陀
は
目

連
に
七
月
十
五
日
僧
自
恣
（
雨
安
居
の

最
終
日
に
あ
た
っ
て
懺
悔
を
行
う
日
）

の
時
に
、
七
世
の
父
母
お
よ
び
現
在
の

父
母
の
危
難
中
の
者
の
た
め
に
、
飯
百

　
仏
事
の
Ｑ
＆
Ａ

　
仏
事
の
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
　
都
会
で
父
が
亡
く
な
り
ま
し
た

の
で
、
葬
儀
屋
さ
ん
の
紹
介
し
て
く
れ

た
お
寺
さ
ん
に
お
葬
式
を
し
て
も
ら
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
三
十
五
日
に
郷

里
の
菩
提
寺
に
納
骨
し
て
も
ら
お
う
と

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
菩
提
寺
か
ら
す
じ

　
盂
　
蘭
　
盆
　
会

日
本
語
の
中
の
仏
教

日
本
語
の
中
の
仏
教

あ
ば
た

　
あ
ば
た
の
語
源
は
、
ア
ル
ブ
ダ
ま
た

は
ア
ッ
ブ
ダ
と
い
う
梵
語
あ
る
い
は
パ

－
リ
語
（
い
ず
れ
も
古
代
イ
ン
ド
語
）

の
音
写
で
、
で
き
も
の
の
意
で
あ
る
。

経
典
に
は
、
八
寒
地
獄
の
一
つ
に
阿
浮

陀
地
獄
と
い
う
の
が
説
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
地
獄
は
、
生
前
嘘
を
つ
い
た
り

悪
口
を
言
っ
た
り
聖
者
を
侮
蔑
す
る
よ

う
な
言
を
吐
い
た
者
が
落
ち
る
と
こ
ろ

で
、
極
寒
に
さ
ら
さ
れ
る
た
め
、
身
体

中
に
悪
性
の
で
き
も
の
が
で
き
て
苦
し

む
と
い
わ
れ
て
い
る
。

万
物
の
み
恵
み
に
感
謝
し
て
食
事

を
頂
き
ま
し
ょ
う
。

　
食
作
法
（
じ
き
さ
ほ
う
）

　
食
前
の
こ
と
ば

ほ
ん
と
う
に
生
き
ん
が
た
め
に
今

こ
の
食
を
頂
き
ま
す
。

与
え
ら
れ
た
る
天
地
の
恵
み
に
感

謝
い
た
し
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
、
頂
き
ま
す
。

　
食
後
の
こ
と
ば

わ
れ
食
を
終
わ
り
て
、
心
豊
か
に

ち
か
ら
身
に
み
つ

お
の
が
つ
と
め
に
い
そ
し
み
誓
っ

て
ご
恩
に
報
い
た
て
ま
つ
ら
ん
。

十
念
　
ご
ち
そ
う
さ
ま

掲
示
板
が
で
き
ま
し
た
。

　
久
留
米
市
教
育
委
員
会
よ
り
本
尊
様

で
あ
る
国
指
定
重
要
文
化
財
阿
弥
陀
如

来
を
知
ら
せ
る
立
派
な
掲
示
板
を
境
内

に
設
置
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

浄
土
宗
の
時
間

　
　
あ
な
た
に
贈
る
ラ
ジ
オ
番
組

九
州
毎
日
放
送
　

　
日
曜
日
　
午
前
六
時
三
十
分
よ
り

文
化
放
送
　
　
　
　

　
日
曜
日
　
午
前
五
時
三
十
五
分
よ
り

中
部
日
本
放
送
　
　

　
日
曜
日
　
午
前
六
時
五
分
よ
り

毎
日
放
送
　
　
　
　

　
日
曜
日
　
午
前
五
時
三
十
五
分
よ
り

妙
色
身
如
来

阿
閃
（
あ
し
ゅ
く
）
仏
の
こ
と
で
す
。

悪
行
業
の
た
め
、
み
に
く
い
身
体
、
形

相
の
餓
鬼
を
救
う
仏
さ
ま
。
妙
（
美
し

い
）
な
る
色
身
（
か
ら
だ
）
の
仏
さ
ま

で
す
。
施
餓
鬼
供
養
す
れ
ば
、
供
養
す

る
私
た
ち
も
お
だ
や
か
な
表
情
に
な
れ

る
の
で
す
。「
阿
閃
」
と
は
「
無
瞋
恚
」

と
同
じ
意
味
で
、
怨
み
や
怒
り
を
抱
か

な
い
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
方

世
界
に
妙
喜
浄
土
を
た
て
た
仏
さ
ま
。

甘
露
王
如
来

阿
弥
陀
さ
ま
の
こ
と
で
す
。

餓
鬼
世
界
は
苦
し
み
の
世
界
で
す
。
そ

の
苦
し
み
を
取
り
除
き
、
身
心
を
快
楽

な
さ
し
め
て
い
た
だ
け
る
仏
さ
ま
。
甘

露
と
は
、
身
心
を
う
る
お
わ
し
て
く
れ

る
こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
が
無
量
寿

如
来
、
無
量
光
如
来
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
は
こ
の
仏
さ
ま
の
智
慧
（
光
）
と
慈

悲
（
寿
）
が
無
量
（
か
ぎ
り
な
い
）
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。

広
博
身
如
来

大
日
如
来
の
こ
と
で
す
。
食
べ
た
く
て

も
、
の
ど
が
狭
く
て
食
べ
る
こ
と
が
で

き
な
い
餓
鬼
の
咽
喉
を
大
き
く
し
て
飲

食
の
楽
し
み
を
与
え
て
く
だ
さ
る
仏
さ

ま
で
す
。
宇
宙
の
生
命
、
人
間
、
天
地

の
す
べ
て
を
仏
格
化
し
た
仏
さ
ま
で

す
。離

怖
畏
如
来

お
釈
迦
様
の
こ
と
で
す
。
餓
鬼
世
界
で

は
、
餓
鬼
は
恐
怖
に
お
の
の
い
て
い
ま

す
。
そ
の
恐
怖
を
取
り
除
い
て
い
た
だ

け
ま
す
。


