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定
例
法
座
傭
一
H

◎
三
月
十
一
日
(
日
)
午
後
一
一
時～

四
時

於

善

巧

寺

法

輪

会

館

[ 2 0 エ 8 ( 平 成 3 0 ) 年 3 月 号 通 刊 5 2 0 号 ]

み
ほ
と
け
会
月
例
会

◎
三
月
二
十
二
日
(
木
)
午
後
一
時
～

三
時

於
奈
徳
寺
駅
改
札
南
隣
ビ
ル
一
二
階
・
ロ
ー
ジ
ナ

ホ
ー
ル
(
一
階
に
牛
丼
「
す
き
家
」
が
入
っ
て
い

る
ビ
ル
で
す
。
)

会
費
五
o
o
円

「
仏
に
成
る
と
は
」

「
成
仏
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

が
、

一
体
、
仏
に
成
る
と
い
う
の
は
、
ど
う

い
っ
た
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
。
「
仏
」
と

は
イ
ン
ド
の
晋
葉
で
あ
る
「
関
悶
臣
吹
閣
」
の

音
写
で
あ
り
「
目
覚
め
た
(
人
)
」
「
迷
い
を
断

じ
真
理
に
目
覚
め
た
(
人
)
」
と
訳
さ
れ
ま
す

が
、
こ
れ
だ
け
で
は
晋
い
尽
く
せ
な
い
の
で
、

様
々
な
敬
称
も
用
い
ら
れ
ま
す
。
「
如
来
(
如

報寺

世
間
解
・
無
上
士
・
調
御
丈
夫
・
天
人
師
・

巧

仏
・
世
尊
」
な
ど
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
仏

の

十

号

」

と

言

い

ま

す

。

今

回

は

、

こ
の
十

番

号
を
通
し
て
、
仏
さ
ま
と
は
ど
の
よ
う
な
徳

を
備
え
た
方
な
の
か
窺
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

刊

※
寒
い
日
が
ま
だ
ま
だ
続
く
よ
う
で
す
の
で
、

月

今
回
も
法
輪
会
館
に
て
行
い
ま
す
。

『
大
乗
仏
教
の
歴
史
』

今
回
は
、
お
釈
迦
様
滅
後
一
○
○
年
に
お

出
ま
し
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
天
親
(
菩
薩
)

が
大
成
し
た
唯
識
説
に
つ
い
て
窺
っ
て
み

ま
し
ょ
う
。
現
在
も
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
盛

ん
に
研
究
さ
れ
て
い
る
「
唯
識
」
で
す
が
、

そ
の
表
題
の
通
り
「
た
だ
『
識
の
み
』
有
り
」

と
い
う
見
方
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
「
識
」

と
は
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
の
六
識

を
言
い
ま
す
が
、
こ
の
六
識
下
に
、
自
我
に

執
着
す
る
識
(
末
那
(
マ
ナ
)
識
)
、
世
界
を
作

り
出
す
識
(
阿
頼
耶
(
ア
ラ
ヤ
)
識
)
を
立
て
る

と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ガ
の
修

行
を
通
し
て
微
細
な
心
の
働
き
を
観
察
し

て
い
っ
た
楡
伽
行
唯
識
派
と
呼
ば
れ
る
天

親
菩
薩
が
遣
さ
れ
た
知
恵
を
学
ん
で
み
ま

し
ょ
う
。

春
季
彼
岸
会

◎
三
月
二
十
一
日
(
春
分
の
日
)

午
後
二
時
～
三
時
於
本
堂

日
程午

後
二
時
～

法
要

午
後
二
時
半
～
法
話

「
当
た
り
前
の
な
い
世
界
が

当
た
り
前
」

午
後
二
時
五
〇
分
終
了

追
話
終
了
後
、
お
彼
岸
団
子
と
施
本
を
配

布
い
た
し
ま
す
。
な
お
午
後
三
時
～
五
時
ま

で
客
殿
に
て
、
「
お
寺
の
春
期
講
習
～
『
八

宗
綱
要
』
を
肢
む
④
～
」
を
開
催
い
た
し
ま

す

。

こ

ち

ら

も

併

せ

て

ご

参

加

下

さ

い

。

今

回

は

「

法

相

宗

」

の

読

き

に

な

り

ま

す

。

※

法
相
宗
と
は
、
天
蜆
菩
薩
の
『
唯
誠
三
十
頌
』

の
注
釈
書
で
、
官
契
三
蔵
が
イ
ン
ド
か
ら
借

え
翻
訳
し
た
『
成
唯
鏃
論
』
を
中
曼
と
す
る

唯
識
の
宗
派
で
す
.
官
契
の
弟
子
で
あ
る
楚

羅
大
師
基
が
開
宗
し
、
日
本
へ
は
遣
唐
使

に
よ
り
初
め
飛
鳥
法
典
寺
に
借
え
ら
れ
、
官

防
が
興
福
寺
に
借
え
ま
し
た
。



命
令
春
日
部
だ
よ
り
命
令

◎
長
か
っ
た
冬
も
よ
う
や
く
寒
さ
が
緩
ん

て
香
の
便
り
も
届
く
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
大
雪
と
寒
波
の
せ
い
て
お
野
菜
が
高

騰
、
寒
い
夜
は
お
鍋
ー
・
と
は
一
舌
っ
て
も
、
な

か
な
か
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
今
冬
で
し
た
。

皆
様
は
鍋
の
具
材
に
河
を
入
れ
ま
す
か
?

ボ
タ
ン
?
サ
ク
フ
?
カ
シ
ワ
?

牡
丹
鍋
と
言
え
ば
、
い
の
し
し
の
事
。
桜
と

言
え
ば
、
馬
肉
。
か
し
わ
と
言
え
ば
、
関
西

の
方
な
ら
す
ぐ
解
る
鶏
の
事
で
す
。

◎
中
国
、
梁
の
武
帝
鷺
街
が
僧
侶
に
対
し
て

『
断
酒
肉
文
』
の
御
触
れ
を
出
し
、
そ
れ
が

日
本
に
も
伝
わ
っ
て
肉
食
の
禁
忌
と
な
り

番

ま
し
た
。
た
だ
し
、
隠
れ
て
食
べ
て
い
た
事

刊

象
も
チ
フ
ホ
フ
有
り
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な

月

隠
語
が
作
ら
れ
る
原
因
と
な
っ
た
の
で
す
。
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◎
さ
て
、
親
鸞
聖
人
は
そ
ん
な
な
か
出
家
仏

教
を
否
定
し
、
非
僧
非
俗
、
肉
食
妻
帯
ぎ
公

然
と
さ
れ
た
7
5
て
し
た
。
戒
律
と
言
う
の
は
、

時
に
守
る
者
と
守
れ
な
い
者
を
分
断
し
怨

恨
の
種
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
戒
律
遵
守
や

原
理
主
義
は
一
見
ス
ト
イ
ッ
ク
で
尊
敬
す

べ
き
事
に
見
え
る
が
、
同
時
に
そ
れ
が
出
来

な
い
人
と
の
間
に
壁
を
作
っ
て
し
ま
う
。
融

通
無
碍
に
苦
し
み
を
抜
こ
う
と
す
る
の
が

出
発
点
た
っ
た
は
ず
の
仏
教
が
、
い
つ
し
か

障
壁
を
築
い
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
嘆
き
ぎ
親

鸞
聖
人
の
著
作
か
ら
読
み
解
く
事
が
出
来

る
の
で
は
な
い
て
し
ょ
う
か
。

中
村
生
雄

肉
食

妻
帯
考

日本仏教の大專な特微にLて到遣卓ときれる
r肉食妻帯」はいかにlて形成され,2蒻したのヵ転

鍼攀攀教として仏教が日M==もたら・れてから

挙みヶ貞会ている最大の目いを考究L続げた

署過の錆黄成東のすべ・L 睫論蘆鰤籾丹膚騙省h社

講
ぜ
日
本
で
は

一
出
家
者
が
妻
を
嬰
り
、

日
本
仏
教
の
発
生
肉
を
食
べ
る
の
か

◎
香
の
お
彼
岸
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
お

参
り
に
伺
う
お
宅
に
は
、
参
詣
日
時
を
記
載

し
た
お
手
紙
在
同
封
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
確
認
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

ヽ


