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定
例
法
座
傭
一
H

◎
二
月
十
一
日
(
祝
)
午
後
二
時

～
三
時
半

於

善

巧

寺

法

輪

会

館

「
声
明
の
世
界
②
」

前
回
は
、
声
明
(
し
ょ
う
み
ょ
う
・
お
経

に
節
を
付
し
唱
え
る
事
)
に
つ
い
て
、
そ
の

曲
調
や
速
さ
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま

し
た
。
今
回
は
、
実
際
に
『
正
信
念
仏
偏
』

と
念
仏
和
讃
を
ご
一
緒
に
練
習
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
毎
朝
と
夕
時
に
お
勤
め
さ
れ
て
い

る
「
き
ー
み
ょ
I
う
む
ー
り
ょ
I
う
じ
ゅ
こ

よ
ら
い
I
」
で
始
ま
る
『
正
信
偏
』
で
す
が
、

現
在
、
お
酉
(
本
願
寺
派
)
で
唱
え
ら
れ
て
い

る
節
に
は
、
革
譜
(
そ
う
ふ
)
・
行
譜
(
ぎ
ょ
う

ふ
)
・
真
譜
(
し
ん
ぶ
)
が
あ
り
ま
す
。
草
譜
が

刊

毎

朝

の

お

勤

め

で

一

番

ポ

ピ

ュ

ラ

ー

か

つ

月

伝
統
的
な
唱
え
方
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
月
忌

毎
月
十
六
臼
に
唱
え
ら
れ
る
の
が
行
譜
、
真

譜
は
一
年
に
一
回
だ
け
、
親
鸞
聖
人
の
拝
月

命
日
に
当
た
る
一
月
十
六
日
、
御
正
忌
報
恩

講
で
京
都
ご
本
山
本
願
寺
で
の
み
勤
め
ら

れ
ま
す
。

他
に
特
別
な
法
要
時
の
唱
法
と
し
て
、
お

葬
儀
に
用
い
る
節
(
中
拍
子
)
、
報
恩
講
な
ど

で
用
い
ら
れ
る
十
二
礼
の
節
、
親
鸞
聖
人
七

五
○
回
大
遠
忌
で
制
定
さ
れ
た
宗
祖
讃
仰

作
法
・
音
楽
法
要
(
こ
れ
は
節
と
い
う
よ
り

楽
曲
で
す
ね
)
、
こ
の
度
、
新
た
に
作
ら
れ

た
『
新
制
御
本
典
作
法
』
の
節
な
ど
が
あ
り

ま
す
。親

鸞
聖
人
の
主
著
『
教
行
信
証
』
行
巻
末

に
所
載
の
『
正
信
渇
』
に
念
仏
・
和
讃
を
加

え
て
毎
朝
お
勤
め
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
室
町
時
代
。
本
願
寺
第
八
代
蓮
如
上
人

か
ら
で
す
。
当
時
、
天
台
宗
の
末
寺
で
あ
っ

た
本
願
寺
は
、
比
叡
山
の
決
ま
り
に
従
い
善

導
大
師
の
『
往
生
礼
讃
』
を
お
勤
め
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
の
教
え
の
独
自

性
を
見
抜
か
れ
て
い
た
蓮
如
上
人
は
そ
れ

を
廃
し
、
『
正
信
偶
』
を
唱
え
る
よ
う
変
革

さ
れ
た
の
で
し
た
。
節
は
、
千
本
釈
迦
堂
で

行
わ
れ
て
い
た
釈
迦
念
仏
を
取
り
入
れ
た

も
の
か
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
関
東
の
規

鸞
里
人
直
弟
が
唱
え
て
い
た
節
の
流
れ
、
天

台
宗
大
原
魚
山
声
明
の
流
れ
、
語
り
物
で
あ

る
「
講
式
」
か
ら
の
流
れ
、
多
く
の
唱
法
が

用
い
ら
れ
、
お
東
(
真
宗
大
谷
派
)
さ
ん
で
は

九
種
の
唱
え
方
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
特
に

「
句
淘
(
く
ゆ
り
)
」
「
句
切
(
く
ぎ
り
)
」
と
い

う
唱
法
は
、
喉
を
傷
め
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
い
う
ほ
ど
高
音
を
使
い
ま
す
。
抑
揚

の
強
い
勇
壮
な
音
曲
で
、
東
本
願
寺
の
御
正

忌
報
恩
講
等
特
別
な
法
要
で
お
勤
め
さ
れ

て
い
ま
す
。
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⑬
比
較
的
暖
冬
傾
向
で
す
が
、
油
断
す
る
と

や
っ
ぱ
り
寒
い
、
と
な
る
今
日
こ
の
頃
、
皆

さ
ま
大
事
に
さ
れ
て
お
り
ま
す
で
し
ょ
う

◎
善
巧
寺
の
裏
側
古
利
根
川
に
架
か
る
藤

塚
橋
の
延
命
工
事
に
伴
い
、
隣
の
田
ん
ぼ
は

鉄
板
が
敷
か
れ
資
材
置
き
場
と
な
り
毎
日

棗
機
が
勤
い
て
い
ま
す
。
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
が

発
進
す
る
際
、
庫
裏
が
揺
れ
る
の
が
少
し
心

配
で
は
あ
り
ま
す
が
、
作
業
が
事
故
照
く
無

事
に
終
わ
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

寺

◎
十
一
日
の
定
例
法
座
で
は
、
毎
年
お
汁
粉

や
小
丑
が
ゆ
な
ど
を
お
出
し
し
て
き
ま
し

番

た
(
小
丑
は
親
鸞
聖
人
の
好
物
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
)
。
今
回
は
、
京
都
下
鴨
に
あ
る
茶

刊

寮
宝
泉
さ
ん
の
も
の
を
参
考
に
白
小
豆
の

ぜ
ん
ざ
い
に
挑
戦
し
ま
す
。
果
た
し
て
透
明

月

な
お
汁
に
美
し
く
仕
上
が
る
で
し
ょ
う
か
。

/

⑬
宝
泉
さ
ん
は
新
幹
線
京
都
駅
改
札
内
に

も
お
店
が
あ
り
ま
す
。
京
都
に
お
越
し
の
際

は
是
非
お
立
ち
寄
り
ぎ
(
人
気
な
の
で
並
ぶ

必
要
が
あ
る
か
も
で
す
)
。

糺
癖
細

寺
カ
フ
ェ
代
官
山
で
の
新
年
会
は
大
変

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
ご
参
加
の
皆
さ

ま
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
回
の
対

面
で
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、
四
月
、
六
月
、

九
月
、
十
一
月
と
な
り
ま
す
。
四
月
は

鎌
倉
五
山
の
参
拝
と
禅
文
化
学
習
を

計
画
中
で
す
。
来
月
ご
案
内
出
来
れ
ば

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
月
は
N
〇
〇
互
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法

話
座
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

六
日
・
二
十
日
(
木
)

共
に
午
後
八
時
ス
タ
ー
ト
で
す
。

参
加
ご
希
望
の
方
は
、

ま
で
メ
ー
ル
送
信
下
さ
い
。

令
秦
春
日
部
だ
よ
り
命
令

「

み
ほ
と
け
会
月
例
会

・
兼
N
ロ
ロ
ヨ
ミ
ー
テ
ィ
ソ
ブ
誉


