
真
宗
が
説
く
と
こ
ろ
の
阿
弥
陀
仏
と
は
、

い
っ
た
い
ど
こ
に
い
ま
す
か
。
そ
う
尋
ね

ら
れ
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
う
答
え
ま
す
か
。

こ
う
い
う
問
い
に
対
し
て
、
い
ま
ま
で

は
二
種
の
答
え
が
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
阿
弥
陀
仏
と
は
私
の
生

命
の
中
に
宿
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
と
い
う

考
え
方
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
阿
弥
陀
仏

は
い
つ
も
私
の
側
（
そ
ば
）
に
来
て
い
て

く
だ
さ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
前
者
は
、

ま
っ
た
く
主
体
的
に
、
私
と
仏
と
を
一
元

的
に
捉
え
る
立
場
に
立
つ
発
想
で
、
内
在

的
な
理
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

し
て
後
者
は
、
ま
っ
た
く
対
象
的
に
、
私

と
仏
と
を
二
元
的
に
捉
え
る
立
場
に
立
つ

発
想
で
、
外
在
的
な
理
解
と
い
え
ま
し
ょ

う
。そ

こ
で
親
鸞
さ
ま
の
教
示
に
よ
り
ま
す

と
、こ

の
如
来
、
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た

み
じ
ん

ま
へ
り
。
す
な
わ
ち
、
一
切
群
生
海
の
心

ぐ
ん
じ
ょ
う
か
い

な
り
。
（
『
唯
信
鈔
文
意
』
）

と
明
か
さ
れ
ま
す
。
主
客
一
元
的
、
内
在

的
な
理
解
で
す
。
阿

弥
陀
仏
は
、
あ
ら
ゆ

る
世
界
に
み
ち
み
ち

て
、
私
の
生
命
の
中

に
ま
で
来
て
い
て
く

だ
さ
る
と
い
う
わ
け

で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、

蓮
如
さ
ま
の
教
示
に

よ
り
ま
す
と
、
そ
れ

と
は
違
っ
て
、

こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
御
袖
に
ひ
し
と
す

が
り
ま
い
ら
せ
よ
。
（
『
御
文
章
』
）

と
語
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
主
客
二
元
的
、

外
在
的
な
理
解
で
す
。
阿
弥
陀
仏
と
は
、

私
の
外
な
る
存
在
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
阿
弥
陀
仏
に

出
遇
う
、
そ
れ
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、

親
鸞
さ
ま
の
教
え
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
の

日
々
に
念
仏
を
も
ら
し
つ
つ
、
そ
れ
が
そ

の
ま
ま
、
阿
弥
陀
仏
の
私
へ
の
呼
び
声
で

あ
る
と
聞
き
な
が
ら
、
そ
の
私
の
生
命
の

中
の
仏
に
、
深
く
「
め
ざ
め
」
て
い
く
こ

と
を
い
い
ま
す
。
し
か
も
ま
た
、
そ
う
い

う
「
め
ざ
め
体
験
」
と
は
、
私
の
生
命
に

め
ざ
め
る
こ
と
の
中
で
生
ま
れ
て
く
る
と

こ
ろ
、
そ
こ
で
は
つ
ね
に
、
私
の
生
命
の

中
に
宿
る
我
執
、
そ
の
罪
業
の

深
さ
に
「
め
ざ
め
」
る
こ
と
と
、

ひ
と
つ
と
な
っ
て
成
り
た
っ
て

く
る
も
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、

親
の
恩
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と

に
重
な
る
も
の
で
、
親
の
恩
が

知
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、

私
の
親
不
孝
が
反
省
さ
れ
て
く

る
こ
と
と
、
ひ
と
つ
と
な
っ
て

知
れ
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
に
私
の
内
な
る
仏

に
出
遇
い
、
そ
れ
に
「
め
ざ
め
」
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
必
然
と
し
て
、
こ
の
私

が
古
い
皮
を
脱
ぎ
す
て
な
が
ら
、
新
し
い

私
に
向
っ
て
少
し
づ
つ
成
長
し
て
い
く
こ

と
と
な
り
、
ま
た
つ
ね
に
仏
と
と
も
に
生

き
て
い
る
と
こ
ろ
、
私
は
い
ま
現
に
仏
に

救
わ
れ
て
い
る
と
い
う
、
確
か
な
実
感
が

生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の

信
心
の
生
き
方
に
、
厳
し
い
自
己
責
任
性

が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
親
鸞
さ
ま
が
、
真

宗
信
心
に
生
き
る
と
は
、
そ
の
信
心
の

「
し
る
し
」
（
証
拠
）
を
、
生
き
て
い
く

こ
と
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
る
理
由
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
蓮
如
さ
ま
の
教
え
に

よ
る
と
、
仏
に
出
遇
う
た
め
に
は
、
た
だ

い
ち
ず
に
私
の
外
な
る
仏
、
そ
の
大
悲
に

向
っ
て
「
た
の
み
」
、
そ
れ
に
「
ま
か
す
」

こ
と
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

「
た
の
む
」
と
か
「
ま
か
す
」
と
い
う
こ

と
は
、
こ
ち
ら
か
ら
相
手
に
向
っ
て
、
一

方
的
に
依
頼
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ

で
は
仏
に
救
わ
れ
た
と
い
う
確
か
な
実
感

が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
人
格
成

長
と
い
う
こ
と
も
成
り
た
つ
は
ず
は
あ
り

ま
せ
ん
。

い
ま
私
た
ち
が
、
真
宗
の
教
え
を
学
ぶ

に
あ
た
っ
て
は
、
ど
ち
ら
の
教
え
に
し
た

が
う
の
か
、
よ
く
よ
く
思
量
し
て
、
ま
こ

と
の
信
心
を
身
に
う
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

決
し
て
道
を
あ
や
ま
ら
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

（
二
〇
一
三
・
二
・
一
）
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仏
は
ど
こ
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ま
す
か

信
楽
峻
麿

第６６号 聞光 2013年２月15日

安楽寺法要案内
彼
岸
会

日時 ３月１６日(土) 朝・昼

講師 長浜 住蓮寺 豊原俊徳師

講題 「浄土真宗のみ教え」

花
ま
つ
り

日時 ４月１３日(土）朝・昼

講師 海岸 西岸寺 長岡正信師

講題 「迷信」

降
誕
会

日時 ５月１１日(土）朝・昼

講師 畑賀 品秀寺 柳父正道師

講題 「仏さまと私」

永
代
経

日時 ６月15日(土)・16日(日)

両日とも朝席・昼席

講師 大阪 西光寺 天岸浄圓師

講題 「往生ということ」

安楽寺マンガ通信
その１８ 信楽めぐみ作

※訂正 4月花まつり法要の講題は「迷信」です。訂
正お願いいたします。又、8月歓喜会の曜日が間違っ
ております。これも火・水に訂正お願いします。
申し訳ございません。

ミツトヨ祖先祭
昨年の仏教伝道協会の研修会で志和浄蓮寺

のご住職とご縁がつき、(株)ミツトヨの祖先
祭に招かれてお話をして参りました。安浦・

広・郷原・志和と4カ所の工場をまわり、従業
員の方々にお話しをさせていただきました。

最後が志和の工場でしたが、ちょうど浄蓮寺

様の横に工場があり、200名以上の従業員が献
花献灯献香をして、大変厳かにお勤めがなさ

れました。その表白文 (ミツトヨでは祭文と
ひょうびゃくぶん さいもん

いわれています）には創業者の思いが込めら

れており、常にミツトヨの従業員は仏法を中

心に心を育て続ける従業員であって欲しいと

いう思いが述べられます。その願いを元に会

社を挙げて毎月開催されているようです。就

業時間中にそうした法要を持つと言うことは、

経営者の志も半端ではないことをひしひしと

感じました。ついつい日々業務に追われて、

何を後回しにしているのか。恥じ入るばかり

でした。広大な敷地に寺と工場があり、寺の

左山頂には親鸞聖人像があり、とてものどか

で、いい所でした。



体

罰信
楽
晃
仁

大
阪
桜
宮
高
校
バ
ス
ケ
ッ
ト
部
の
主
将

が
顧
問
の
先
生
の
体
罰
を
苦
に
し
て
自
殺

し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
各
方
面
で
の
、

指
導
者
の
体
罰
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
そ
の
後
柔
道
女
子
日
本
代
表
の
選

手
十
五
名
が
監
督
の
暴
力
を
告
発
し
た
こ

と
も
、
大
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
選
手
も
、

も
う
ど
う
に
も
な
ら
な
ら
い
と
こ
ろ
ま
で

き
て
い
た
よ
う
で
「
指
導
の
名
の
下
に
、

ま
た
は
指
導
と
は
ほ
ど
遠
い
形
で
、
暴
力

や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
心
身
と
も
に
深
く
傷

つ
き
ま
し
た
。
人
と
し
て
の
誇
り
を
汚
さ

れ
た
こ
と
に
対
し
涙
し
、
疲
れ
果
て
」
た
。

と
い
う
訴
え
を
も
と
に
、
連
日
テ
レ
ビ
や

新
聞
は
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
指
導
者

の
辞
任
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。

「
浄
土
は
言
葉
の
要
ら
ぬ
世
界
で
あ
る

。

人
間
の
世
界
は
言
葉
の
必
要
な
世
界
で
あ

る
。
地
獄
は
言
葉
の
通
じ
な
い
世
界
で
あ

る
。
」
と
は
曽
我
量
深
先
生
と
い
う
お
東

そ
が
り
ょ
う
じ
ん

の
学
者
さ
ん
の
言
葉
で
す
。

仏
さ
ま
の
世
界
は
「
以
心
伝
心
」
言
葉

い
し
ん
で
ん
し
ん

を
介
さ
ず
と
も
心
が
通
じ
あ
う
と
い
わ
れ

ま
す
。
そ
し
て
人
間
は
言
葉
の
世
界
。
私

た
ち
は
ど
ん
な
に
仲
良
く
な
っ
て
も
、
愛

し
合
っ
て
も
、
や
は
り
心
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。
何
を
考
え
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
の

が
人
間
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
言
葉
で
繋
が

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
し
て

言
葉
の
通
じ
な
い
世
界
、
そ
れ
が
地
獄
で

す
。
幼
稚
園
で
子
ど
も
た
ち
が
喧
嘩
に
な

り
ま
す
。
最
初
は
な
ん
や
か
や
と
言
い
合
っ

て
喧
嘩
し
て
い
ま
す
が
、
言
葉
が
つ
き
る

時
、
地
獄
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
か
み
つ
い

た
り
、
か
ぐ
っ
た
り
、
叩
い
た
り
と
。
そ

れ
が
地
獄
の
始
ま
り
で
す
。
人
間
の
世
界

は
言
葉
で
決
着
を
つ
け
ま
す
。
戦
争
も
、

テ
ロ
も
、
殺
人
事
件
も
言
葉
が
通
じ
な
く

な
っ
た
世
界
で
す
。
そ
こ
が
地
獄
で
す
。

自
殺
し
た
高
校
生
も
地
獄
な
ら
、
体
罰
を

与
え
る
教
師
も
地
獄
で
す
。
な
ぜ
言
葉
に

で
き
な
か
っ
た
か
、
な
ぜ
言
葉
で
伝
え
ら

れ
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
は
当
人
だ
け
の
問

題
で
は
な
く
、
周
り
の
私
た
ち
の
問
題
で

も
あ
り
ま
す
。

月
に
一
度
の
本
堂
で
の
仏
参
の
折
り
、

子
ど
も
た
ち
に
「
イ
ジ
メ
っ
て
知
っ
て
る
？
」

と
聞
き
ま
し
た
。
す
る
と
す
か
さ
ず
三
歳

の
も
も
組
の
男
の
子
が
、
本
堂
左
の
十
界

図
を
指
さ
す
ん
で
す
。
地
獄
の
鬼
は
罪
人

を
イ
ジ
メ
て
ま
す
。
地
獄
は
究
極
の
イ
ジ

メ
の
世
界
で
あ
り
、
体
罰
の
世
界
で
す
。

こ
の
世
に
は
そ
の
イ
ジ
メ
や
体
罰
が
少
な

く
と
も
二
千
六
百
年
は
続
い
て
き
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
お
経
に
出
て
い
る
ん
で
す
か
ら
、

す
で
に
そ
の
時
に
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
な
く
な
っ
て
な
い
ん
で
す
。
お
経

は
昔
の
こ
と
で
は
な
く
、
今
の
こ
と
で
す
。

先
日
、
幼
稚
園
の
年
長
さ
ん
達
が
、
地

獄
絵
本
を
見
た
り
、
本
堂
の
阿
弥
陀
様
や

十
界
図
を
見
た
り
し
て
、
ゆ
き
組
版
、
地

獄
極
楽
絵
図
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
仏

さ
ま
の
絵
本
や
、
紙
芝
居
も
見
て
、
心
の

中
で
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
、
み
ん
な
で

手
分
け
し
て
作
成
に
か
か
り
、
す
ば
ら
し

い
作
品
が
で
き
ま
し
た
。
で
き
あ
が
っ
た

作
品
は
縦
３
ｍ
強
、
横
１
ｍ
強
の
超
大
作

と
な
り
ま
し
た
。
飾
る
と
こ
ろ
が
な
く
、

思
案
の
末
、
階
段
の
踊
り
場
に
展
示
す
る

事
に
し
ま
し
た
。
三
月
終
わ
り
ま
で
展
示

し
て
い
ま
す
、
実
物
を
是
非
一
度
見
て
や
っ

て
下
さ
い
。

さ
て
、
話
を
体
罰
に
戻
し
ま
す
が
、
教

育
の
場
に
は
体
罰
と
い
う
言
葉
自
体
が
似

合
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
学
校
や
教
室
で

体
罰
と
い
う
な
ら
ば
、
学
ぶ
も
の
が
何
か

ら
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

疑
問
で
す
。
罰
と
は
広
辞
苑
に
「
罪
ま
た

は
あ
や
ま
ち
の
あ
る
者
に
科
す
る
懲
ら
し

め
。
し
お
き
」
と
あ
り
ま
す
。
今
回
の
女

子
柔
道
も
な
ん
の
罪
が
あ
り
、
な
ん
の
過

ち
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
な
ぜ

懲
ら
し
め
ら
れ
、
仕
置
き
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
問
題
は
私
た
ち
の
中
に
あ
り
ま
す
。

体
罰
の
元
と
な
る
、
力
で
人
を
思
う
よ
う

に
動
か
そ
う
と
言
う
心
が
あ
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
問
題
で
す
。
そ
れ
は
腕
力
だ
け
で

は
な
く
、
財
力
で
あ
っ
た
り
、
権
力
で
あ
っ

た
り
、
時
に
は
学
力
も
そ
う
し
た
も
の
に

使
わ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
私
た
ち

の
根
底
に
あ
る
力
信
仰
と
も
言
え
る
思
考

回
路
で
世
の
中
が
ま
わ
っ
て
い
る
の
で
す

か
ら
、
自
分
の
持
っ
た
力
で
他
を
動
か
す

こ
と
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
お
か
し
い
と
は

思
え
な
い
の
で
す
。
特
に
指
導
者
と
い
う

の
は
つ
い
そ
う
し
た
世
界
に
浸
か
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
よ
く
よ
く
用
心
が
必
要
で
す
。

そ
れ
が
こ
こ
で
は
体
罰
と
い
う
形
で
現
れ
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聞
思

て
い
る
だ
け
だ
と
思
う
の
で
す
。

仏
教
が
説
く
通
り
、
ず
っ
と
私
た
ち
の

社
会
の
中
に
は
イ
ジ
メ
、
体
罰
と
い
っ
た

地
獄
が
存
在
し
続
け
て
き
ま
し
た
。
で
な

け
れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
第
一

（
無
三
悪
趣
の
願
）
に
、
「
私
は
と
に
か

く
地
獄
の
な
い
世
界
を
作
り
た
い
」
と
い

う
切
な
る
願
い
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
度
北
朝
鮮
が
三
度
目
の
核
実
験
を

行
い
ま
し
た
。
「
力
が
あ
れ
ば
、
他
国
を

思
い
通
り
に
で
き
る
。
」
だ
れ
も
が
そ
う

思
う
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
あ
ろ
う
と
、

中
国
で
あ
ろ
う
と
同
じ
で
す
。
憲
法
九
条

を
変
え
て
、
軍
隊
を
持
て
る
よ
う
に
す
る

と
い
う
の
も
、
力
を
持
と
う
と
す
る
の
で

す
。
凡
夫
は
皆
同
じ
思
考
回
路
で
生
き
て

い
る
の
で
す
。
今
後
悪
者
の
北
朝
鮮
へ
の

対
応
は
「
制
裁
」
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
制

裁
と
は
懲
ら
し
め
で
あ
り
、
仕
置
き
と
い

う
罰
で
す
。
力
の
な
い
者
が
、
力
の
あ
る

も
に
制
裁
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
力
は
財
力

に
よ
っ
た
経
済

制
裁
か
、
武
力

に
よ
っ
た
制
裁

か
。
「
や
ら
れ

た
ら
や
っ
ち
ゃ
れ
」
で
私
た
ち
は
育
て
ら

れ
、
育
て
て
き
た
の
で
す
そ
の
思
考
回
路

か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
ま

せ
ん
。
ど
の
み
ち
こ
の
地
獄
の
世
界
は
至

る
所
で
今
後
も
現
れ
て
き
ま
す
。

そ
の
私
た
ち
に
必
要
な
の
が
、
仏
教
の

視
点
で
あ
り
、
親
鸞
さ
ま
の
教
え
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
は
「
怨
み
に
報
い
る
に
怨

み
を
以
て
し
た
な
ら
ば
、
つ
い
に
怨
み
の

息
む
こ
と
が
な
い
。
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
は
「
善
悪
の
ふ
た
つ
、
総
じ
て

も
つ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
如
来
の
御
こ

こ
ろ
に
善
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り

と
ほ
し
た
ら
ば
こ
そ
、
善
き
を
し
り
た
る

に
て
も
あ
ら
め
。
如
来
の
悪
し
と
お
ぼ
し

め
す
ほ
ど
に
し
り
と
ほ
し
た
ら
ば
こ
そ
、

悪
し
さ
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
、

煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、

よ
ろ
づ
の
こ
と
、
み
な
も
つ
て
そ
ら
ご
と

た
は
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、

た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま

す｣

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
て

納
得
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
私
の
考
え
て

い
る
よ
う
な
こ
と
は
地
獄
の
種
ば
か
り
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
地
獄
を
超

え
た
如
来
の
智
慧
に
立
ち
返
る
こ
と
が
必

要
な
の
で
す
。
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月
忌
参
り
な
ど
で
門
徒
さ
ん
の
家
を

訪
れ
て
お
勤
め
す
る
時
、
し
ば
し
ば
寂

し
い
思
い
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
せ
っ
か
く
お
参
り
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
家
の
人
が
だ
れ
も
そ

ば
に
い
な
い
で
、
一
人
で
勤
行
し
て
い

る
時
で
す
。
家
の
人
は
、
と
言
う
と
、

別
の
部
屋
で
な
に
や
ら
用
事
を
し
て
い

た
り
、
お
勤
め
が
終
わ
っ
て
か
ら
出
す

お
茶
の
用
意
を
し
て
い
た
り････

と
い
っ

た
調
子
で
す
。

命
日
に
お
勤
め
す
る
の
は
、
亡
き
人

を
偲
び
つ
つ
、
そ
れ
を
ご
縁
に
仏
法
を

聞
き
味
わ
う
為
で
、
“
私
”
を
抜
き
に

し
て
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
僧
侶
が
お
参

り
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
も
、
そ
う
し
た

家
族
の
方
々
に
仏
縁
を
結
ん
で
い
た
だ

く
た
め
で
あ
っ
て
、
決
し
て
“
故
人
に

お
経
を
上
げ
る
た
め
”
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。で

す
か
ら
、
お
茶
の
心
配
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
は
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
、

そ
れ
よ
り
も
一
緒
に
座
っ
て
、
お
勤
め

に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
後
の
お

話
し
も
お
聞
き
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

さ
ら
に
、
僧
侶
が
い
な
く
て
も
，
日

頃
か
ら
お
経
に
親
し
み
、
お
勤
め
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
下
さ
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

お
経
は
確
か
に
難
し
い
漢
字
が
多
く
、

意
味
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い

で
し
ょ
う
が
、
繰
り
返
し
上
げ
て
い
る

と
、
自
然
に
ス
ラ
ス
ラ
言
え
る
よ
う
に

な
り
、
経
文
の
仏
教
語
に
も
興
味
が
わ

い
て
く
る
も
の
で
す
。

次
回
は
引
き
続
き
、
日
常
の
勤
行
と
、

そ
の
作
法
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

①

仏
事
の
イ
ロ
ハ

お
経
を
上
げ
る
の
は
僧
侶
の
役
目
？


