
　
「
歎
異
抄
」　

第
十
二
章　

　

一　

経
釈
を
よ
み
学が

く

せ
ざ
る
と
も
が

ら
、
往お

う

生じ
ょ
う

不ふ

定じ
ょ
うの
よ
し
の
こ
と
。
こ
の

条
、
す
こ
ぶ
る
不ふ

足そ
く

言ご
ん

の
義
と
い
い
つ

べ
し
。
他
力
真
実
の
む
ね
を
あ
か
せ
る

も
ろ
も
ろ
の
聖

し
ょ
う

教ぎ
ょ
うは

、
本
願
を
信
じ
、

念
仏
を
も
う
さ
ば
仏ぶ

つ

に
な
る
。
そ
の
ほ

か
、
な
に
の
学
問
か
は
往
生
の
要
な
る

べ
き
や
。

　
　
　
　
　
　
（
真
宗
聖
典
六
三
一
頁
）

　

学
問
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
の

は
、
そ
の
人
の
資
質
や
縁
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
学
問
が
で
き
る
か
ら
と
い
っ

て
も
、
信
心
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。

　

他
力
の
信
心
と
は
、
学
問
で
た
す
か

る
の
で
は
な
い
。
他
力
の
信
心
が
決け

つ

定じ
ょ
う

す
る
こ
と
に
お
い
て
、
学
問
が
あ
ろ
う

が
、
な
か
ろ
う
が
、
我
々
の
往
生
が
定

ま
り
、
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

と
云
お
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
世
の
中
は
希
少
価
値
と

云
わ
れ
る
よ
う
に
、
数
少
な
い
も
の
に

価
値
が
評
価
さ
れ
る
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

で
も
皆
が
持
っ
て
い
た
ら
、
価
値
は
な

く
な
る
。
学
問
も
で
き
る
人
、
で
き
な

い
人
を
評
価
す
る
。

　

そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
違
い
、

他
力
真
実
の
む
ね
を
あ
か
し
て
あ
る

『
大
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
経
・
論
・

釈
と
い
う
も
の
は
、
学
問
せ
よ
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、「
本
願
を
信
じ
、
念

仏
を
申
さ
ば
仏
に
な
る
」
と
い
う
こ
と

を
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
学
問
が
欠
け

た
ら
往
生
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
は
広
く
深
い

誓
願
と
な
ら
な
い
。

　
「
本
願
を
信
じ
、
念
仏
を
申
さ
ば
仏

に
な
る
」
こ
の
こ
と
ひ
と
つ
を
あ
き
ら

か
に
す
る
、こ
れ
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

学
問
を
振
り
回
す
こ
と
は
大
間
違
い

で
、「
本
願
を
信
じ
、
念
仏
申
す
」
と

い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
な
ら

ば
、
い
よ
い
よ
学
問
し
て
そ
の
こ
と
を

は
っ
き
り
し
な
さ
い
と
云
っ
て
い
る
の

が
第
十
二
章
で
あ
る
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、
文
責
副
住

職　

釈
徹
照
）
次
回
へ
続
く

二
十
二
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昨
年
の
暮
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
紅
白
歌
合
戦
を

み
て
思
っ
た
こ
と
は
、
若
い
歌
手
の
人

が
多
く
出
演
し
、
想
い
の
ほ
ど
を
若
き

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ぶ
つ
け
て
歌
っ
て
い
る

歌
詞
の
内
容
で
あ
っ
た
。
力
強
く
情
熱

的
に
歌
っ
て
は
い
る
が
、
淋
し
さ
と
孤

独
の
中
に
共
感
の
大
地
を
求
め
て
訴
え

て
い
る
叫
び
に
も
聞
え
て
く
る
。

　

よ
く
よ
く
昔
の
歌
を
思
い
出
し
な
が

ら
考
え
て
み
る
と
、
共
通
し
て
昔
の
歌

も
今
の
歌
も
歌
詞
に
流
れ
る
底
流
は
淋

し
さ
と
孤
独
に
呻し

ん

吟ぎ
ん

し
て
い
る
人
間
の

心
象
風
景
で
あ
る
。
淋
し
さ
に
泣
き
、

孤
独
に
呻う

め

き
、
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
ろ

う
と
し
て
い
る
姿
で
あ
る
。

　

何
故
人
間
は
淋
し
さ
と
孤
独
に
泣
く

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
度
は
「
孤
独
」

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

最
近
の
携
帯
電
話
、
パ
ソ
コ
ン
の
普

及
の
影
に
他
者
と
繋
が
っ
て
い
た
い
と

す
る
欲
求
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
は

た
し
て
本
当
に
繋
が
り
が
得
ら
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
淋
し
さ
と
孤
独
の
不

安
を
現
代
文
明
は
電
子
機
器
と
い
う

ツ
ー
ル
に
解
消
を
求
め
て
い
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
の
方

法
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
あ

ま
り
に
も
安
易
で
あ
り
、
か
え
っ
て
不

安
を
増
幅
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

過
日
、
日
光
猿
軍
団
の
神
の
使
い
と

す
る
一
匹
の
白
い
猿
を
み
た
。
顔
を
手

で
覆
い
、
日
射
し
が
ま
ぶ
し
い
の
か
、

眠
っ
て
い
る
の
か
、
体
を
丸
め
て
と
て

も
淋
し
い
様
子
に
み
え
る
。
他
の
猿
達

は
芸
を
仕
込
ま
れ
人
間
を
笑
わ
せ
て
い

る
猿
も
い
る
の
に
。

　

視
点
を
か
え
て
み
て
み
る
と
、
神
の

使
い
の
白
い
一
匹
の
猿
を
み
て
い
る
檻

の
外
の
人
間
も
、
人
間
を
風
刺
し
た
猿

の
劇
を
見
て
い
る
人
間
も
、
又
淋
し
い

孤
独
な
一
人
一
人
で
あ
る
こ
と
よ
。

　

人
間
も
進
化
論
か
ら
考
え
て
み
れ

ば
、
集
団
的
猿
の
群
れ
か
ら
社
会
的
動

物
と
し
て
の
群
れ
の
動
物
へ
と
進
歩
発

展
を
遂
げ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
集
団
の

中
に
い
て
も
孤
独
、一
人
い
て
も
孤
独
。

ど
う
や
ら
弱
い
動
物
が
集
団
的
群
れ
を

つ
く
っ
て
も
、
そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
は

孤
独
で
あ
り
、
真
に
交
わ
る
こ
と
が
出

来
な
い
本
性
を
内
包
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

　

ゲ
ノ
ム
の
解
読
に
よ
っ
て
、
八
万
年

か
ら
十
万
年
の
大
氷
河
期
に
ア
フ
リ
カ

の
南
の
門
（
紅
海
の
南
の
端
）
か
ら
海

を
渡
っ
た
二
千
人
強
の
集
団
が
ク
ロ
マ

ニ
オ
ン
人
で
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
ホ
モ

サ
ピ
エ
ン
ス
の
始
祖
で
あ
る
と
の
こ

と
。
黒
人
も
、
白
人
も
、
黄
色
人
種
も

こ
の
一
団
の
グ
ル
ー
プ
に
由
来
す
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
も
っ
と
驚
く
こ

と
は
細
胞
核
の
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
Ｄ
Ｎ

Ａ
イ
ブ
は
こ
の
集
団
の
女
性
の
細
胞
核

を
母
性
の
中
に
引
き
継
ぎ
、
男
女
、
民

族
、
人
種
の
全
て
の
人
々
の
細
胞
の
核

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

細
胞
の
核
が
同
一
の
ミ
ト
コ
ン
ド
リ

ア
イ
ブ
で
あ
っ
て
も
、
個
と
個
は
同
一

に
な
れ
な
い
。
し
か
し
、
親
鸞
聖
人
の

い
わ
れ
る
「
世せ

せ々

生し
ょ
う

々じ
ょ
うの
父ぶ

母も

兄
弟
」

が
ゲ
ノ
ム
解
読
で
証
明
さ
れ
た
こ
と

は
、
浄
土
真
宗
の
教
え
を
い
た
だ
く
者

に
と
っ
て
は
有
難
い
こ
と
で
す
。

　

昔
よ
り
の
人
間
の
命
題
と
し
て
、「
自

分
は
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
か
。そ
し
て
、

ど
こ
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
者
か
」
の

問
い
に
、
答
え
を
身
を
も
っ
て
目
覚
め

ら
れ
た
方
が
釈
尊
で
あ
ら
れ
た
。「
自

ら
の
い
の
ち
は
尊
い
、
そ
し
て
、
全
て

の
い
の
ち
と
共
に
尊
い
」
と
し
て
、

「
天て

ん

上じ
ょ
う

天て
ん

下げ

唯ゆ
い

我が

独ど
く

尊そ
ん

」
と
し
て
立
た

れ
た
。
孤
独
を
超
え
真
の
独
立
者
の
姿

が
こ
こ
に
あ
る
。　

南
無
阿
弥
陀
仏
。

二
階
堂
行
邦（『
念
仏
に
生
き
る
と
き
』）

人
間
は
自
分
が

自
分
に
な
り
き
る
こ
と
が

で
き
た
ら
、
本
当
に
助
か
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る

　

福
祉
の
老
人
ホ
ー
ム
で
一
週
間

く
ら
い
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
で
毎

月
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
一
寸

高
級
な
姥
捨
山
で
あ
る
。
私
は
友

達
が
す
ぐ
出
来
る
気
で
い
た
が
そ

の
様
な
人
は
大
抵
「
時
に
は
家
の

者
に
楽
を
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
と

思
っ
て
来
る
の
」
と
間
も
な
く

帰
っ
て
し
ま
う
。
言
葉
も
無
く
自

分
の
こ
と
は
何
も
出
来
な
い
動
け

な
い
人
達
も
い
る
。
係
り
の
人
は

こ
の
人
達
に
少
し
で
も
沢
山
食
べ

て
も
ら
お
う
と
気
の
毒
な
ほ
ど
苦

心
す
る
。
動
け
な
い
ま
ま
バ
ラ
ン

ス
の
い
い
栄
養
の
お
か
げ
で
み
ん

な
内
臓
は
健
康
で
あ
る
。
そ
の
人

達
は
私
に
声
無
き
声
で
「
あ
な
た

も
こ
の
中
の
誰
か
に
な
ら
な
い
と

い
う
約
束
は
出
来
ま
せ
ん
よ
」
と

言
う
。
楽
し
い
行
事
に
も
参
加
出

来
な
い
人
達
の
為
に
も
、
こ
の
一

週
間
を
も
っ
と
重
く
受
け
止
め
て

い
か
な
い
と
申
し
訳
な
い
と
思
う

事
で
あ
っ
た
。

渋
谷
恵
美
子
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秋
の
甲
州
路
武
田
信
玄
を
訪
ね
る
旅

土
田
一
冨
三

　

恒
例
の
光
照
寺
旅
行
が
十
月
二
十
日

（
土
）
行
わ
れ
た
。
前
夜
の
雨
も
上
り

快
晴
、
総
勢
二
十
五
名
午
前
八
時
甲
府

へ
向
け
出
発
。
今
回
の
旅
行
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ

で
放
映
さ
れ
て
い
る
山
本
勘
助
と
武
田

信
玄
の
ゆ
か
り
の
寺
甲
州
五
山
を
訪
問

す
る
事
が
主
で
あ
っ
た
が
、
現
地
観
光

協
会
の
指
導
も
あ
り
五
山
か
ら
三
山
に

変
更
と
な
っ
た
。
バ
ス
車
中
で
皆
さ
ん

に
了
解
を
得
現
地
ガ
イ
ド
佐
野
氏
に
よ

る
ガ
イ
ド
が
武
田
神
社
か
ら
始
ま
っ

た
。
佐
野
氏
の
熱
心
な
ガ
イ
ド
に
よ
り

こ
こ
で
又
訪
問
先
が
変
更
に
な
り
困
っ

た
事
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
た
が
、
訪

問
し
て
い
る
う
ち
に
佐
野
ガ
イ
ド
さ
ん

の
言
う
意
味
が
判
り
不
安
を
一
掃
し
て

く
れ
た
。
円
光
院
で
の
説
明
、
善
光
寺

で
は
予
定
外
の
戒
壇
廻
り
や
宝
物
館
の

見
学
等
色
々
配
慮
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

当
初
自
分
が
計
画
し
た
事
が
現
地
観

光
協
会
の
方
や
ガ
イ
ド
さ
ん
に
次
々
と

変
更
さ
れ
て
し
ま
い
参
加
の
皆
さ
ん
の

期
待
に
反
す
る
事
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
こ
れ
も
現
場
を
知
る
専
門
家
が
私

達
観
光
客
の
年
令
等
も
加
味
し
て
一
番

楽
し
く
、
又
、
楽
に
廻
れ
る
方
法
を
選

ん
で
い
た
だ
い
た
事
も
、
や
は
り
、
光

照
寺
の
旅
行
で
あ
る
事
が
原
因
し
て
い

る
の
で
は
と
思
わ
れ
る
。

　

今
回
新
し
く
旅
行
に
参
加
し
て
い
た

だ
い
た
方
々
に
も
積
極
的
に
協
力
し
て

い
た
だ
き
楽
し
い
旅
と
な
り
、
全
員
無

事
に
帰
る
事
が
出
来
た
事
が
何
よ
り
の

事
で
し
た
。
又
旅
行
に
色
々
と
お
手
伝

い
い
た
だ
い
た
方
々
に
改
め
て
厚
く
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ガイドの佐野さん

平
成
十
九
年
度

　

光
照
寺
旅
行
に
参
加
し
て

桶
川
市　

北
川
美
智
雄

　

私
は
、
初
め
て
一
昨
年
七
月
光
照
寺

を
訪
ね
、
護
持
会
員
と
な
っ
た
北
川
美

智
雄
と
申
し
ま
す
が
、
今
回
初
め
て
、

お
寺
の
大
事
な
行
事
の
一
つ
で
あ
り
ま

す
「
日
帰
り
旅
行
」
へ
参
加
し
ま
し
た
。

参
加
の
動
機
は
、
会
員
だ
か
ら
…
、
旅

行
内
容
が
良
い
か
ら
…
等
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
人
生
は
旅
」
で
も
あ
る
か
ら

で
す
。
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
に
感
謝

し
、
与
え
ら
れ
た
事
柄
を
受
け
る
喜
び

を
、
悦
び
と
し
た
い
為
で
し
た
。
想
っ

た
通
り
、
正
し
い
教
え
の
真
宗
を
学
ぶ

武田神社にて

甲斐善光寺にて
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同
朋
の
人
生
経
験
豊
富
な
人
達
と
有
意

義
な
一
日
を
過
ご
せ
た
事
は
、
生
涯
忘

れ
な
い
想
い
出
の
一
つ
と
な
る
は
ず
で

す
。
機
会
を
与
え
て
下
さ
い
ま
し
た
光

照
寺
と
限
り
な
い
阿
弥
陀
様
の
慈
悲
へ

の
報
恩
と
感
謝
で
一
杯
で
し
た
。
今
年

度
の
旅
行
は
、昨
年
と
同
様
と
の
事
で
、

「
貸
切
バ
ス
で
の
日
帰
り
」
行
程
で
、

十
月
二
十
日
土
曜
日
当
日
は
、
前
日
の

小
雨
も
揚あ
が

り
秋
の
好
天
に
恵
ま
れ
た
す

ば
ら
し
い
日
の
朝
八
時
定
刻
光
照
寺
を

出
発
、
高
速
中
央
道
で
向
か
う
先
は
、

山
梨
県
甲
府
市
“
武
田
信
玄
ゆ
か
り
の

地
”Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で
話
題
の「
風

林
火
山
」
に
お
い
て
、「
山
本
勘
助
」

が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
タ
イ
ム

リ
ー
な
旅
行
企
画
で
し
た
。「
武
田
神

社
」「
円
光
院
」「
甲
斐
善
光
寺
」
に
お

参
り
見
学
し
、
昼
食
は
、
百
年
の
歴
史

あ
る
食
事
処
の
「
江
戸
屋
」
で
武
田
信

玄
公
の
「
陳
中
食
」
と
い
わ
れ
る
“
ほ

う
と
う
”
を
い
た
だ
き
、
甲
府
は
、
日

本
の
ワ
イ
ン
誕
生
の
地
で
、
土み

産や
げ

物も
の

屋

「
マ
ル
ス
ワ
イ
ン
工
場
直
販
店
」
へ
立

寄
り
、
参
加
者
二
十
五
名
（
含
、
副
住

職
の
姉
ご
夫
妻
と
お
子
様
四
名
）
は
、

全
員
無
事
に
余
裕
と
安あ

ん

心じ
ん

の
境
地
で
、

午
後
七
時
予
定
通
り
光
照
寺
へ
到
着
、

中
味
の
濃
い
旅
行
を
実
現
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
バ
ス
道
中
で
は
、
退
屈
す
る

事
な
く
配
慮
さ
れ
た
数
々
の
イ
ベ
ン
ト

（
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
や
カ
ラ
オ
ケ
／
住
職

の
十
四
歳
上
の
お
兄
さ
ん
の
話
）
や
飲

物
等
が
用
意
さ
れ
、
幹
事
の
土
田
さ
ん

の
名
司
会
と
岡
田
ノ
リ
子
さ
ん
の
気
遣

い
と
イ
ベ
ン
ト
の
助
手
役
の
う
ま
さ
に

感
心
と
感
謝
の
思
い
で
し
た
。
役
員
の

方
の
企
画
力
の
上う

手ま

さ
が
反
映
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

　

ま
た
、
池
田
住
職
の
独
特
の
明
る
さ

が
滲に

じ

み
出
て
、
人
へ
の
思
い
や
り
の
深

さ
に
は
、
魅
力
さ
え
感
じ
ま
し
た
。
旅

行
も
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
費
用
の
大
小

で
は
何
も
解わ

か

ら
な
い
も
の
で
す
。
実
際

に
、
自

み
ず
か

ら
目
に
触ふ

れ
、
手
で
触さ

わ

っ
て
初

め
て
、
各
自
夫
々
別
々
に
感
動
が
あ
る

の
が
良
い
の
で
す
。
是
非
皆
さ
ん
も
今

後
積
極
的
に
お
寺
の
行
事
に
参
加
さ
れ

る
事
を
お
推
め
し
、
実
現
出
来
る
事
を

祈
念
し
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
山
田
護
持

会
長
さ
ん
、
そ
し
て
、
バ
ス
会
社
瑞
穂

の
運
転
手
さ
ん
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

し
て
初
め
て
参
加
し
た
北
川
の
コ
ト
バ

と
致
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

合
掌

ビンゴで大盛り上がり

景色・天気良好
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『
正
信
偈
』
を
同
朋
唱
和
し
た
法
事

の
あ
と
に
親
族
の
方
が
次
の
よ
う
な
こ

と
を
云
わ
れ
た
。「
お
経
を
読
ん
で
み

る
と
意
味
は
分
か
ら
な
い
け
ど
、
何
か

あ
た
た
か
さ
だ
け
は
感
じ
ま
し
た
」と
。

　

私
は
「
感
性
が
い
い
で
す
ね
」
と
応

え
た
。
お
経
の
意
味
は
分
か
り
ま
せ
ん

と
い
う
言
葉
は
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く

聞
い
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、
今
回
驚

い
た
の
は
、「
あ
た
た
か
さ
だ
け
は
感

じ
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
あ
た
た

か
い
」
と
い
う
言
葉
に
は
色
々
な
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
仏ぶ

つ

言ご
ん

に
包
ま
れ
、
心
が
清
浄
に
な
る
感
覚
と

表
現
し
て
い
い
も
の
か
、
難
し
く
表
現

す
る
と
闇
に
光
が
射
す
と
い
う
こ
と
な

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
親
族
の
方
は
『
正
信
偈
』
に
触

れ
た
の
は
初
め
て
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、「
あ
た
た
か
さ
だ
け
」
を
感

じ
ら
れ
る
宗
教
的
感
性
が
あ
れ
ば
、
こ

の
人
は
ど
ん
な
困
難
な
こ
と
が
あ
っ
て

も
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

な
と
感
じ
た
こ
と
で
す
。

　

宮
城
先
生
は
「〈
い
の
ち
〉
を
理
知

だ
け
で
生
き
る
と
い
う
の
は
、
逆
立
ち

し
て
大
地
に
頭
で
立
っ
て
い
る
よ
う
な

も
の
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
私
達
は
理

知
を
頼
り
と
し
、
お
経
も
解
釈
で
き
な

け
れ
ば
分
か
ら
な
い
、
だ
か
ら
救
済
も

分
か
ら
な
い
と
な
り
が
ち
で
す
が
、
仏

が
何
を
願
い
、
発
信
し
て
い
る
の
か
を

感
受
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
大
地
を
足
で

立
ち
、
よ
う
や
く
歩
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

副
住
職
（
釈
徹
照
）

春季彼岸会法要

彼岸参り

・3月20日（木）春分の日
・午後1時30分～3時30分まで
　（１時受付）
・光照寺本堂にて
・勤行・法話

・3月17日（月）～23日（日）の期間
（但し20日は除く）

※準備の都合上、出席人数をご連絡下さい。
　預骨されている方は率先してお参り下さい。
　ご参詣をお待ちしております。

※ご希望の日にちをお知らせ下さい。時間につき
ましてはこちらで調整させて頂きます。
ご自宅か当寺のいずれかで読経いたします。

報恩講　櫟先生法話

参詣の皆さん
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ひと
くち

羅漢：喜びのないものは浄土へは
行けないのか。
「他力の悲願は、かくのごときの
われらがためなりけり」。第九章

煩
ぼん

悩
のう

の所
しょ

為
い

によって迷える人々を救
うと誓われるのが如来の悲

ひ

願
がん

です。
川越喜多院の五百羅漢



▪
法
要
の
ご
案
内

◦
春
季
彼
岸
会
法
要

　

�
三
月
二
十
日
（
木
）、
午
後
一
時

三
十
分
よ
り
厳
修
。

▪
光
照
寺
護
持
会

　

�

平
成
二
十
年
度
の
護
持
会
費
の
納
入

を
お
願
い
致
し
ま
す
。

▪
聞
法
会
の
お
知
ら
せ

◦
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会

　

�

毎
月
開
催
。
午
後
一
時
半
〜
四
時
半

ま
で
。
講
師
は
櫟
暁
先
生
。
日
程
は

当
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

◦
大
経
の
会

　

�

二
月
三
日
（
日
）、三
月
三
日
（
月
）、

四
月
十
四
日
（
月
）、
五
月
二
十
五

日
（
日
）
午
前
十
時
〜
午
後
三
時
ま

で
。
お
弁
当
持
参
し
て
下
さ
い
。

◦
我
聞
の
会

　

�

二
月
十
三
日
（
水
）、
三
月
十
三
日

（
木
）、
四
月
二
十
二
日
（
火
）、
五

月
八
日
（
木
）
午
後
二
時
〜
四
時
ま

で
。
講
師
は
住
職
。

◦�

埼
玉
組
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十

回
御
遠
忌
お
待
ち
受
け
大
会

　

�

三
月
八
日
（
土
）
午
後
十
二
時
五
十

分
。
会
場
は
大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ

小
ホ
ー
ル
。
講
師
、
蓑
輪
秀
邦
氏
。

胡
弓
演
奏
、
楊
興
新
氏
。
参
加
ご
希

望
の
方
は
お
寺
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

◦
さ
い
た
ま
親
鸞
講
座

　

�

二
月
二
日
（
土
）、四
月
五
日
（
土
）、

六
月
十
四
日
（
土
）、
午
後
二
時
〜

四
時
ま
で
。会
場
は
大
宮
川
鍋
ビ
ル
。

◦
真
宗
の
つ
ど
い

　

�

会
場
は
埼
玉
県
内
の
寺
院
。
ご
参
加

の
際
は
お
寺
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

▪
光
照
寺
旅
行

　

�

本
年
十
一
月
一
日
〜
三
日
。
本
山
上

山
と
京
都
観
光
。
帰
敬
式
（
生
前
法

名
授
与
）
を
受
式
し
た
い
方
は
早
め

に
ご
連
絡
下
さ
い
。

吉
澤　

光
昭

香
り
立
つ
手
入
れ
届
き
し
冬
薔そ

う

薇び

メ
ー
ル
打
つ
指
悴か

じ
か

み
て
も
ど
か
し
き

西
木　

順
子

冬
ぬ
く
し
小
町
の
木
像
杖
を
つ
く

返
り
花
散
り
ゆ
く
も
の
の
音
固
し

冬
桜
大
道
芸
人
紅
潮
す

布
施　

毅
夫

臥
す
友
の
命
か
が
や
け
冬
薔そ

う

薇び

鐘
の
音
や
高
く
低
く
も
去
年
今
年

除
夜
の
鐘
雪
の
降
ら
ざ
る
街
に
住
む

除
夜
の
鐘
地
震
祓は

ら

ふ
や
番
神
堂

（
柏
崎
市
鯨
波
）　

団
欒
や
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
囲
む
小
正
月

花
岡　
　

要

娘
よ
り
才
暮
の
鮭
の
届
き
け
り

念
仏
は
無
碍
の
大
道
春
う
ら
ら

澄
み
空
に
映
し
て
み
よ
う
わ
が
心

山
田　
　

恒

温
暖
化
地
球
の
軋
む
声
が
す
る

残
さ
れ
た
余
白
へ
春
の
風
を
入
れ

釈　
　

義
深

世
の
中
は
変
化
の
兆
し
ど
う
動
く

変
化
こ
そ
発
展
チ
ャ
ン
ス
一
向
衆

八
百
年
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
変
り
な
く

田
中　

徳
子

漆し
っ

黒こ
く

の
宇
宙
に
浮
ぶ
美
し
き
碧あ

お

き
地
球

を
か
ぐ
や
は
映う

つ

す

灰
色
の
月
の
う
し
ろ
に
沈
み
ゆ
く
地
球

う
る
わ
し
愛

い
と
し
さ
の
増
す

赤
秀　

品
枝

ひ
っ
そ
り
と
寂
し
く
逝
き
ぬ
白
寿
の
義は

母は

御
恩
知
ら
ず
の
我
を
恥
ず

寿
ぎ
て
迎
え
る
人
の
あ
る
こ
と
を
あ
り

が
た
き
か
な
不
思
議
な
る
か
な

布
施　

毅
夫

能
登
沖
の
あ
た
り
に
夕
日
沈
み
ゆ
く
茜

の
空
に
復
興
の
き
ざ
し

手
を
か
ざ
し
影
を
曳ひ

き
つ
つ
真
向
い
て

元
朝
の
ひ
か
り
胸
に
お
さ
め
る

新
春
を
寿
ぎ
「
美
し
く
青
き
ド
ナ
ウ
」

の
清
流
が
記
憶
の
な
か
を
滔と

う

滔と
う

と
ゆ
く

ば
ら
二
本
背
負
い
し
亡あ

兄に

の
遺
影
あ
り

額が

縁く

の
中
に
て
か
す
か
に
は
に
か
む

謎
め
い
た
ひ
と
言
あ
り
て
漸
く
に
こ
こ

ろ
癒
し
の
旅
立
ち
を
知
り
ぬ

フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
「
真
珠
の
耳
飾
り
の

少
女
」
と
向
き
合
い
て
夕ゆ

う

餉げ

た
の
し
む

篠
原　

潤
子

気
が
合
わ
ぬ
ケ
ン
カ
ば
か
り
の
母
と
共

東
京
の
街
人
尋
ね
ゆ
く

初
孫
を
別
れ
た
親
に
あ
わ
せ
ん
と
八
十

の
母
居
所
た
づ
ね
る

息
切
れ
す
八
十
の
母
強
雨
な
か
孫
の
た

め
に
と
人
尋
ね
ゆ
く

郷
土
の
資
料
館
で
捜
し
ぬ
く
二
十
年
前

古
き
住
所

つ
い
に
逢
う
別
れ
し
母
子
感
泣
し
二
十�

二
年
の
時
を
経
て
今

あ
り
が
た
や
郵
便
局
の
ア
ル
バ
イ
ト
ヒ

ザ
に
湿
布
で
楽
し
み
も
あ
り

若
人
と
年
末
年
始
郵
便
局
ハ
ガ
キ
区く

分ぶ
ん

の
ア
ル
バ
イ
ト
す
る

夕
方
の
仕
事
に
向
か
う
わ
れ
照
ら
す
阿

弥
陀
如
来
の
ま
ば
ゆ
き
光

　

歎
異
抄
第
十
六
章
「
日
ご
ろ
の

心
に
て
は
往
生
か
な
う
べ
か
ら
ず
」

を
教
わ
っ
た
。
日
ご
ろ
の
心
と
は

日
常
私
達
が
持
っ
て
い
る
常
識
の

事
で
あ
る
が
、
こ
の
常
識
に
つ
い

て
今
私
達
に
反
省
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
先
日
テ
レ
ビ
で
ア
フ
リ
カ

の
子
供
達
が
飲
み
水
を
池
迄
一
時

間
も
歩
い
て
汲
み
に
行
き
、
そ
の

水
が
泥
水
で
あ
っ
た
状
態
を
目
の

当
た
り
に
し
た
日
本
の
若
者
が
、

き
れ
い
な
水
を
子
供
達
に
飲
ま
せ

た
い
と
願
い
井
戸
堀
り
の
光
景
が

放
映
さ
れ
て
い
た
。
我
々
の
現
状

は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
水
道
か
ら
す

ぐ
き
れ
い
な
水
が
出
る
の
に
ミ
ネ

ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
購
入
し
て
い

る
。
又
、
食
べ
物
に
し
て
も
大
量

に
ゴ
ミ
と
し
て
廃
棄
す
る
の
は
年

間
千
ト
ン
と
の
事
、
一
方
、
世
界

で
餓
死
す
る
人
が
千
二
百
万
人
、

こ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
仏
法

僧
の
三
宝
に
遇
う
こ
と
な
く
一
人

だ
け
の
心
地
よ
さ
に
埋
も
れ
て
自

己
満
足
の
世
界
に
閉
じ
込
も
り
、

そ
れ
に
気
付
か
な
い
自
分
自
身
に

反
省
し
、
自
分
に
出
遇
う
事
が
必

要
で
あ
る
と
感
じ
る
。��

（
釈
一
乗
）

花岡　要　画

や　す　ら　ぎ第 40 号 平成 20 年２月 15 日（6）


