
仏
教
の
経
典
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
世

を
超
え
た
と
こ
ろ
の
仏
を
、
私
た
ち
に
伝

え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
姿
形
と
し
て
、

す
な
わ
ち
仏
像
と
し
て
象
徴
表
現
す
る
か
、

ま
た
は
そ
れ
を
言
語
と
し
て
、
す
な
わ
ち

名
号
と
し
て
象
徴
表
現
す
る
か
の
、
二
種

の
方
法
を
も
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

そ
こ
で
そ
の
仏
を
仏
像
と
し
て
表
し
た

場
合
に
は
、
そ
れ
に
出
遇
う
た
め
に
は

「
見
る
」
こ
と
、
「
見
仏
の
道
」
が
語
ら

け
ん
ぶ
つ

れ
、
そ
の
仏
を
名
号
と
し
て
表
し
た
場
合

に
は
、
そ
れ
を
信
心
体
験
と
す
る
た
め
に

は
「
聞
く
」
こ
と
、
「
聞
名
の
道
」
が
説

も
ん
み
ょ
う

か
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
阿
弥
陀
仏
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
言

語
、
名
号
と
し
て
教
説
さ
れ
て
お
り
ま
す

か
ら
、
阿
弥
陀
仏
に
出
遇
う
た
め
に
は
、

ひ
と
え
に
聞
く
と
い
う
道
を
歩
む
こ
と
が

大
切
で
す
。
『
無
量
寿
経
』
に
よ
り
ま
す

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

と
、
そ
の
四
十
八
願
の
中
の
十
三
願
文
に

は
、
「
聞
名
」
の

こ
と
が
明
か
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
聞

名
と
い
う
こ
と
が
、

い
か
に
重
要
な
こ

と
で
あ
る
か
が
知

れ
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
ま
た
、

そ
の
『
無
量
寿
経
』

の
第
十
八
願
成
就
文
に
お
い
て
は
、
私

じ
ょ
う
じ
ゅ
も
ん

た
ち
が
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
に
な
っ
て
い

く
道
に
つ
い
て
、

そ
の
名
号
を
聞
い
て
信
心
歓
喜
せ
よ
。

と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
そ

の
阿
弥
陀
仏
の
、
私
に
対
す
る
告
名
（
な

の
り
）
、
私
に
向
か
う
招
喚
（
ま
ね
き
）

の
声
と
し
て
の
、
仏
の
名
号
を
聞
け
よ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
経
典
で
は
、
そ
の
阿
弥
陀

仏
の
名
号
、
名
声
を
聞
く
た
め
の
手
段
に

つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
説
か
れ
て
お
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
イ
ン
ド
の
龍
樹
が
、
新
し

り
ゅ
う
じ
ゅ

く
凡
夫
の
た
め
の
成
仏
道
を
明
か
す
に
つ

い
て
、
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
聞
名
の
道
に
注

目
し
、
そ
れ
を
採
用
し
て
、
仏
の
声
を
聞

さ
い
よ
う

く
た
め
に
は
、
そ
の
日
々
に
お
い
て
、
礼

拝
（
身
）
と
称
名
（
口
）
と
憶
念
（
意
）

の
三
業
を
修
め
る
べ

き
だ
と
主
張
い
た
し

ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る

も
っ
と
も
易
し
い
仏

道
と
し
て
の
、
易
行

道
の
開
顕
で
す
。
こ

か
い
け
ん

れ
な
ら
い
か
な
る
人

で
も
容
易
に
歩
め
る

仏
道
で
す
。

親
鸞
は
若
い
こ
ろ
比
叡
山
に
お
い
て
、

出
家
の
仏
教
と
し
て
天
台
宗
を
学
ん
で
お

り
ま
し
た
が
、
当
時
の
多
く
の
民
衆
が
、

社
会
的
な
不
安
の
中
で
、
き
び
し
い
苦
悩

の
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
の
を
見
て
、
こ

の
人
々
に
こ
そ
、
易
し
い
仏
法
を
伝
え
て
、

ま
こ
と
の
人
生
の
仕
合
わ
せ
を
与
え
た
い

と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
色
々
と
探
ね
た

末
に
、
こ
の
『
無
量
寿
経
』
と
龍
樹
の
教

え
で
あ
る
、
聞
名
の
道
に
出
遇
い
、
こ
の

道
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
心
の
安
ら

い
を
う
る
こ
と
の
で
き
る
、
ま
こ
と
の
仏

法
で
あ
る
と
確
信
し
、
こ
の
新
し
い
易
行

な
る
聞
名
の
道
を
、
語
り
伝
え
て
い
く
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

い
ま
私
た
ち
が
学
ん
で
い
る
、
浄
土
真

宗
の
仏
道
と
は
、
こ
の
よ
う
に
親
鸞
に
よ
っ

て
発
掘
さ
れ
、
教
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、

阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
聞
く
と
い
う
「
聞
名

の
道
」
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
そ
の
道

と
は
、
私
た
ち
が
、
そ
の
日
々
に
お
い
て
、

仏
壇
を
大
切
に
し
つ
つ
、
そ
れ
を
中
心
と

し
て
、
礼
拝
し
、
称
名
念
仏
し
、
憶
念
し

て
生
き
て
い
く
な
ら
ば
、
や
が
て
そ
の
私

か
ら
仏
へ
の
私
の
称
名
が
、
そ
の
ま
ま
逆

転
し
て
、
そ
れ
は
仏
か
ら
私
へ
の
仏
の
称

名
で
あ
る
と
、
深
く
思
い
当
た
り
、
そ
の

よ
う
に
味
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

み
し
き

す
。
そ
う
い
う
境
地
を
、
そ
の
ま
ま
信
心

と
言
う
わ
け
で
す
。

か
く
し
て
真
宗
の
仏
道
と
は
、
称
名
、

聞
名
、
信
心
の
道
を
い
い
う
る
わ
け
で
す
。

浅
原
才
市
が
、
「
才
市
よ
い
。
い
ま
念
仏

あ
さ
は
ら
さ
い
ち

し
た
は
誰
か
。
へ
。
才
市
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
弥
陀
の
直
説
」
と

じ
き
せ
つ

う
た
っ
た
と
お
り
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
。

第６４号 聞光 2012年８月１日

仏

の

声

を

聞

く

道

信
楽
峻
麿

龍樹菩薩

第６４号 聞光 2012年８月１日

安楽寺法要案内

彼
岸
会

信楽美代子前坊守一周忌法要

日時 ９月２３日(日）朝・昼

講師 信楽峻麿前住職

永
代
経

日時 １０月１３日（土）朝・昼

講師 川尻 真光寺 寺西龍象師

ﾃーﾏ 「救われると言うことは･･」

報
恩
講

日時 １１月１７日(土) 朝・昼

１８日(日) 朝・昼

講師 信楽峻麿前住職

ﾃーﾏ 「なぜ浄土真宗なのでしょうか」

成
道
会

日時 １２月１５日(土）朝・昼

講師 佐伯 正覚寺 瀧渕良孝師

ﾃーﾏ 「浄土とは」

安楽寺マンガ通信
その１６ 信楽めぐみ作

岡山浄福寺(精進料理）バスツアー

安楽寺では、下記の通り岡山高梁の浄福寺への

参拝バスツアーを計画いたしました。浄福寺はいつ

も安楽寺へお越し下さいます、山下義円先生のお

寺ですが、そこで精進料理をいただくという企画で

す。バス一台で皆さんとご一緒に参拝できればと思

います。是非、ご参加下さい。

１、日時 平成２４年１０月３０日（火）

２、日程 呉出発（７：４０）→浄福寺参拝（１１：００）

→倉敷美館地区散策（大原美術館等・

自由行動）（１４：００）→呉到着（１８：００）

３、参加費 １万円(精進料理、お供え等込み）
４、定員 ４０名（定員になり次第締め切ります）

５、〆切 １０月１０日（水）

6､申込 安楽寺まで直接

お申込下さい。

(問合せ21-7561)

第63回聖典講座
日時 9月9日(日）13:00～
会場 ひかり幼稚園２階ホール

講師 信楽峻麿安楽寺前住職

会費 １０００円

講題 親鸞聖人のお手紙に聞く(その15）

―自力の心と他力の心―



止
ま
っ
て
観
る

信
楽
晃
仁

六
月
初
め
二
泊
三
日
で
仏
教
伝
道
教
会

の
研
修
会
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
前
住

職
が
理
事
長
を
務
め
て
い
た
組
織
で
す
が
、

世
界
中
の
ホ
テ
ル
に
仏
教
聖
典
を
お
い
て
、

仏
教
を
広
め
て
い
る
団
体
で
す
。
も
と
も

と
、
志
和
の
浄
蓮
寺
と
い
う
お
寺
か
ら
出

ら
れ
た
、
沼
田
恵
範
と
い
う
方
が
事
業
を

ぬ
ま
た
え
は
ん

興
さ
れ
「
ミ
ツ
ト
ヨ
」
と
い
う
会
社
を
作

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
会
社
を
経
営
し
な
が

ら
、
世
界
中
に
こ
の
仏
教
の
教
え
を
伝
え

る
た
め
に
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
か

ら
、
こ
の
仏
教
伝
道
協
会
を
立
ち
上
げ
ら

れ
た
よ
う
で
す
。
創
立
者
は
浄
土
真
宗
の

お
寺
の
出
身
で
す
が
、
仏
教
伝
道
協
会
は

超
宗
派
で
、
仏
教
各
宗
が
一
緒
に
な
っ
て

活
動
し
て
い
ま
す
。
毎
年
そ
の
各
宗
派
が

持
ち
回
り
で
研
修
会
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

今
回
は
九
年
ぶ
り
の
比
叡
山
で
天
台
宗
担

当
で
の
研
修
会
で
し
た
。
比
叡
山
で
の
研

修
は
九
年
前
に
も
一
度
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
親
鸞
聖
人
が
二
十
年
間

お
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
い
う
事
で
、
思
い
入

れ
が
あ
り
、
ま
た
親
鸞
聖
人
も
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
行
を
体
験
で

き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

わ
く
わ
く
し
な
が
ら
参

加
し
て
き
ま
し
た
。
今

回
は
六
十
名
弱
の
参
加

で
、
タ
イ
か
ら
も
三
名

の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
か
ら

は
七
名
の
参
加
者
で
し
た
。
び
っ
く
り
し

た
の
は
浄
土
真
宗
の
僧
侶
だ
け
髪
の
毛
が

あ
り
、
他
の
宗
派
は
す
べ
て
坊
主
頭
で
す
。

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
そ

ろ
う
と
肩
身
が
狭
か
っ
た
で
す
。
他
の
浄

土
真
宗
の
僧
侶
が
、
京
都
駅
に
迎
え
に
き

た
バ
ス
に
乗
り
込
ん
だ
時
、
坊
さ
ん
が
い
っ

ぱ
い
て
、
び
び
っ
た
と
言
っ
て
笑
わ
せ
て

い
ま
し
た
。

今
回
の
研
修
は
行
よ
り
も
、
葬
儀
に
つ

い
て
の
話
し
合
い
が
中
心
で
し
た
。
「
葬

式
仏
教
の
行
方
」
と
い
う
現
在
の
仏
教
界

が
も
っ
て
い
る
危
機
感
を
話
し
合
い
、
ど

う
対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
議
題
で
し
た
。

イ
オ
ン
と
い
う
ス
ー
パ
ー
が
葬
儀
を
商
品

と
し
て
売
り
出
し
て
、
葬
儀
の
価
格
破
壊

を
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
、
僧
侶
の
危
機

感
や
、
直
葬
が
広
が
る
こ
と
に
よ
り
、
葬

儀
に
僧
侶
が
呼
ば
れ
な
く
な
る
こ
と
等
の

危
機
意
識
等
が
話
の
中
心
に
な
り
ま
し
た
。

私
た
ち
の
班
は
「
道
心
の
中
に
衣
食
あ
り
、

ど
う
し
ん

え
じ
き

衣
食
の
中
に
道
心
な
し
」
と
い
う
伝
教
大

師
の
言
葉
を
ひ
い
て
、
衣
食
住
を
第
一
に

求
め
る
僧
侶
に
は
未
来
は
な
い
か
も
知
れ

な
い
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
ど
れ
ほ
ど
道

心
を
求
め
、
道
心
を
持
っ
て
人
々
に
接
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ

き
る
と
い
う
結
論
と
な
り
ま
し
た
。
問
題

は
私
た
ち
で
あ
り
、
衣
食
住

は
後
か
ら
付
い
て
く
る
も
の

だ
と
い
う
言
う
こ
と
で
し
た
。

こ
の
度
も
回
峰
行
や
座
禅
、

そ
し
て
生
活
全
て
が
修
行
と

言
わ
れ
、
食
事
も
お
風
呂
も

清
掃
も
何
も
か
も
作
法
に
の
っ

と
っ
て
の
生
活
で
し
た
が
、

そ
の
中
、
講
義
や
座
禅
で
事

あ
る
ご
と
に
出
て
き
た
言
葉

が
「
止
観
」
と
い
う
こ
と
で

し
か
ん

し
た
。
こ
れ
が
天
台
教
学
の
中
心
で
あ
り

親
鸞
聖
人
も
比
叡
山
で
学
ば
れ
た
も
の
で

す
。
こ
の
言
葉
、
私
が
学
生
の
時
に
よ
く

講
義
の
中
で
出
て
い
た
こ
と
を
ふ
と
思
い

出
し
ま
し
た
。
ま
じ
め
な
学
生
で
は
な
か
っ

た
の
で
、
そ
ん
な
に
聞
い
て
は
い
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
耳
の
底
に
残
っ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
思
い
お
こ

さ
れ
た
の
は
「
止
観
」
は
「
シ
ャ
マ
タ
・

ビ
バ
シ
ャ
ナ
」
と
い
う
原
語
だ
と
い
う
こ

と
を
何
度
も
先
生
が
講
義
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
合
わ
せ
て
思
い
出
し
ま
し
た
。

久
し
ぶ
り
に
な
ん
だ
か
う
れ
し
く
な
っ

て
帰
っ
て
辞
書
を
引
い
て
み
ま
し
た
が
、

や
は
り
辞
書
で
は
難
解
で
わ
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
今
回
身
に
か
け
る
こ
と

で
私
な
り
に
解
釈
で
き

ま
し
た
の
は
そ
の
「
止

観
」
と
は
、
そ
の
言
葉

通
り
「
止
ま
っ
て
観
る
」

と
ど

み

と
い
う
こ
と
だ
と
思
う

の
で
す
。
「
止
は
定
に

通
じ
、
観
は
慧
に
通
ず
」

と
い
わ
れ
、
心
を
し
ず

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

智
慧
が
開
か
れ
る
こ
と

だ
そ
う
で
す
が
、
簡
単

に
言
え
ば
「
止
ま
れ
ば
本
当
が
観
え
る
」

と
い
う
事
だ
と
思
い
ま
す
。
車
で
も
そ
う

で
す
が
、
ス
ピ
ー
ド
が
出
れ
ば
出
る
ほ
ど
、

視
野
は
狭
く
な
り
ま
す
。
止
ま
れ
ば
広
く

な
る
。
同
じ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
当
た

り
前
の
こ
と
な
ん
で
す
が
、
そ
の
当
た
り

前
の
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
が
私
た
ち

の
日
常
で
す
。
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聞
思

精進料理

食
事
の
作
法
一
つ
と
っ
て
も
そ
う
で
す
。

比
叡
山
で
の
食
事
に
は
大
変
た
く
さ
ん
の

作
法
が
あ
り
ま
す
。
食
事
を
と
る
に
も
そ

れ
ま
で
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
り
、
や
っ
と
食
事
に
な
っ
て

も
、
音
を
立
て
て
は
い
け
な
い
。
し
ゃ
べ

る
こ
と
な
ん
て
も
っ
て
の
ほ
か
、
そ
の
上

早
く
食
べ
な
さ
い
、
な
の
で
す
。
今
教
育

の
場
で
は
、
「
食
事
は
家
族
の
団
ら
ん
。

み
ん
な
が
楽
し
く
会
話
を
し
な
が
ら
、
ゆ
っ

く
り
食
事
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
、
あ
る
意

味
で
は
会
話
を
強
制
し
ま
す
。
そ
こ
に
は

会
話
が
主
な
の
か
、
食
事
が
主
な
の
か
が

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
私

た
ち
の
止
ま
れ
な
い
現
実
だ
と
思
い
ま
す
。

ご
飯
が
出
て
く
る
と
多
く
の
場
合
、
す
ぐ

に
食
べ
始
め
ま
す
。
「
い
た
だ
き
ま
す
」

で
も
言
え
れ
ば
、
少

し
止
ま
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
し
か
し
現

実
は
止
ま
る
こ
と
な

く
流
さ
れ
て
、
食
事

な
の
か
餌
な
の
か
わ

え
さ

か
ら
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
比
叡
山
で
の

食
前
の
言
葉
の
一
節

に
は
「
仏
祖
の
加
護

ぶ
っ
そ

か

ご

と
衆
生
の
恩
恵
に
よ
っ
て
、
こ
の
清
き
食

お
ん
け
い

を
受
く
、
つ
つ
し
ん
で
食
の
来
由
を
た
ず

ら
い
ゆ

ね
て
、
味
の
濃
淡
を
問
わ
ず
、
そ
の
功
徳

の
う
た
ん

を
念
じ
て
品
の
多
少
を
え
ら
ば
じ
」
と
あ

り
ま
す
。
本
当
に
そ
う
で
す
。
多
く
の
命
、

多
く
の
方
々
の
お
か
げ
、
様
々
な
縁
が
整

う
中
で
、
今
こ
の
食
事
を
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
、
そ
し
て
こ
の
食
事
は
私
の
命
を

支
え
て
い
る
の
で
す
。
も
っ
た
い
な
い
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
に
気
づ
か
ず
に
頂
い
て

い
る
こ
と
は
と
て
も
罪
な
こ
と
で
す
。

そ
の
毎
日
を
流
さ
れ
る
私
た
ち
に
、
仏

教
は
様
々
に
止
ま
っ
て
観
る
た
め
の
作
法

を
伝
え
て
い
ま
す
。
日
々
の
生
活
の
中
の

お
念
仏
、
こ
れ
も
ふ
と
立
ち
止
ま
ら
せ
て

下
さ
い
ま
す
。
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も

の
が
見
え
て
き
ま
す
。

命
の
教
育
は
学
校
の
教
育

現
場
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

日
常
に
あ
る
の
で
す
。
現
に

こ
こ
に
あ
る
命
と
の
ふ
れ
あ

い
を
活
か
さ
ず
し
て
、
ど
う

し
て
命
が
伝
わ
る
で
し
ょ
う

か
。
私
た
ち
は
命
の
あ
り
方

を
、
止
ま
っ
て
観
て
み
る
、

そ
ん
な
作
業
が
必
要
な
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
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お
寺
に
お
参
り
さ
れ
て
い
る
方
で
あ

れ
ば
「
永
代
経
」
と
い
う
言
葉
は
、
よ

く
知
っ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
最

近
で
は
「
永
代
経
っ
て
ど
ん
な
お
経
で

す
か
」
と
、
お
経
の
一
つ
だ
と
思
っ
て

い
る
方
も
い
る
よ
う
で
す
。
永
代
経
と

は
、
永
代
読
経
の
略
で
、
末
長
く
（
永

代
に
）
お
経
が
読
ま
れ
る
と
い
う
意
味

で
す
。
そ
こ
か
ら
ま
た
「
お
寺
が
存
続

し
、
み
教
え
が
繁
盛
し
続
け
る
よ
う
に
」

と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
た
意
味
に
も

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
①
お
寺
が
護
持
さ

れ
る
こ
と
②
そ
こ
で
子
や
孫
が
代
々
に

わ
た
っ
て
み
教
え
を
聞
き
慶
ぶ
こ
と
―

こ
の
二
つ
が
「
永
代
経
」
の
心
だ
と
言
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
願
い
と
志
を
も
っ
て
、
あ

る
程
度
の
ま
と
ま
っ
た
お
金
や
、
仏
具

な
ど
を
お
寺
に
納
め
る
の
が
「
永
代
経

懇
志
」
で
あ
り
、
そ
の
報
恩
の
行
為
を

受
け
て
、
お
寺
が
開
く
法
要
が
「
永
代

経
法
要
」
で
あ
る
わ
け
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
「
永
代
経
を
上
げ
る
」

と
い
う
場
合
の
永
代
経
は
「
永
代
経
懇

志
」
の
こ
と
で
す
し
、
「
永
代
経
が
勤

ま
る
」
と
い
え
ば
「
永
代
経
法
要
」
を

さ
し
て
い
ま
す
。

ま
た
懇
志
に
つ
い
て
は
、
故
人
へ
の

追
慕
か
ら
納
め
ら
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん

ど
で
、
表
書
き
に
は
「
永
代
経
志
」
な

ど
の
文
字
の
右
肩
に
、
故
人
の
法
名
を

記
し
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
故
人
の
た

め
に
納
め
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
故

人
の
「
永
代
に
み
教
え
が
伝
わ
る
よ
う

に
」
と
の
遺
志
を
受
け
た
施
主
が
、
故

人
に
な
り
代
わ
っ
て
納
め
る
か
ら
で
す
。

く
れ
ぐ
れ
も
「
故
人
へ
の
追
善
供
養
」

と
誤
解
し
な
い
で
下
さ
い
。

仏
事
の
イ
ロ
ハ

故
人
の
遺
志
を
受
け
聞
法
に
励
む

回峰行(早朝）


