
 

■

 

報

恩

講

の

ご

案

内
 

左
記
に
よ
り
報
恩
講
を
勤
修
い
た
し
ま
す 

報
恩
講
は
御
開
山
親
鸞
聖
人
の
ご
恩
を
報
ず
る
法
会
で 

真
宗
寺
院
お
よ
び
門
徒
に
と
っ

て
一
番
大
切
な
行
事
で
す 

今
年
は
聖
人
の
七
四
二
年
忌
に
当
た
り
ま
す 

万
障
お
繰
り
合
わ
せ
の
上 

お
誘
い
合
わ
せ
て
お
参
り
下
さ
い 

早
春
の
一
日
を
ゆ
っ
た
り
過
ご
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す 

 
 

 
―

記

―
 

○ 

今
ま
で
春
の
彼
岸
（
讃
仏
会
）
と
一
緒
に
報
恩
講
を
お
勤
め
し
て
い
ま
し
た
が
、
今

年
も
昨
年
と
同
様
に
別
々
に
勤
め
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。 

ま
だ
ま
だ
寒
い
時
節
で
す
が
、
お
だ
や
か
に
、
賑
や
か
に
お
勤
め
が
出
来
た
ら
よ
い

な
と
思
い
ま
す
。 

大
型
ス
ト
ー
ブ
の
威
力
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
本
堂
内
で
寒
い
と
い
う
声
は
聞
か
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
安
心
し
て
お
参
り
下
さ
い
。 

○ 

法
話
を
昨
年
と
同
じ 

戸
田 

信
行 

先
生
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
昨
年
は
『
仏
法
は
聴

聞
に
尽
き
る
』『
往
生
安
楽
国
』
な
ど
お
話
を
頂
き
ま
し
た
。
忙
し
い
先
生
で
す
が
、

今
年
は
昨
年
よ
り
た
っ
ぷ
り
お
話
頂
け
ま
す
。
是
非
ご
聴
聞
下
さ
い
。 

○ 

お
非
時
（
お
寺
で
午
後
に
振
舞
わ
れ
る
食
事
の
こ
と
） 

昨
年
と
同
様
に
、
お
弁
当
＋
温
か
い
味
噌
汁
等
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
だ
ん
だ
ん
と

昔
な
が
ら
の
形
に
戻
し
て
い
け
た
ら
良
い
な
と
思
い
ま
す
。 

○ 

毎
年
お
願
い
し
て
い
た
本
山
義
納
金
（
金
壱
千
円
）
に
つ
い
て 

御
影
堂
修
理
の
募
財
を
お
願
い
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
昨
年
と
同
様
、
集
め
ま
せ

ん
。
修
理
の
募
財
を
お
持
ち
よ
り
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
（
後
述
）。 

   二
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十
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戸
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平

成

十

六

年

二

月

十

日

 

  
 

 

 
 

  

願

成

寺

報

 

〒
四
四
〇
・
〇
八
一
二 

豊
橋
市
東
新
町
二
十
八
番
地 

 
 

 

☎ 

〇
五
三
二
・
五
二
・
九
六
〇
一 



『

バ

カ

の

壁

』

に

つ

い

て

 
昨
年
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
、
養
老
猛
司
先
生
の
『
バ
カ
の
壁
』
を
読
み
ま
し
た
。

養
老
先
生
は
、
脳
化
社
会
（
＝
意
識
中
心
社
会
）
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
現
代
社
会
が
抱
え
る

問
題
を
分
析
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
ど
う
生
き
る
か
に
つ
い
て
示
唆
さ
れ
ま
す
。。

面
白
く
・
読
み
易
か
っ
た
の
で
す
が
内
容
を
ま
と
め
る
の
は
難
く
、
私
の
手
に
あ
ま
り
ま

す
。
本
の
内
容
で
な
く
、
私
の
理
解
を
記
し
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

世
界
に
は
二
種
類
が
あ
る
。 

 

・
脳
の
外
側
（
実
態
世
界
）
現
実
と
し
て
私
に
完
全
に
は
理
解
し
得
な
い
世
界
、 

 
 

 

言
葉
な
ど
で
安
易
に
表
現
で
き
な
い
、
常
に
変
化
、 

 
 

 

身
体
、
無
意
識
、
個
性
豊
か
な
者
・
物
の
集
合
体 

 
 

 

相
互
依
存
性
に
て
成
立
（
縁
起
の
法
） 

 
 

 

現
象
的
事
実
（
二
元
論
・
中
庸
）
の
棲
む
世
界 

 

・
脳
の
内
側
（
虚
像
世
界
）
情
報
と
し
て
私
（
私
達
）
に
理
解
さ
れ
た
世
界
、 

 
 

 

例
え
ば
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
概
念
の
よ
う
に
不
変 

 
 

 

脳
、
意
識
、
共
通
了
解
に
よ
る
均
質
な
共
同
体 

 
 

 

自
己
同
一
性
を
求
め
る
（
昨
日
も
今
日
も
私
は
私
） 

 
 

 

絶
対
的
真
実
（
一
元
論
・
唯
一
神
）
の
棲
む
世
界 

現
代
社
会
は
「
情
報
化
社
会
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
虚
像
世
界
に
重
点
が
置
か
れ
、

実
態
世
界
を
置
き
去
り
に
し
た
社
会
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
い
ろ
い
ろ
な
「
あ
べ
こ
べ
現

象
」
が
起
き
て
い
る
。 

 

・
科
学
・
理
論
は
絶
対
だ
と
妄
信
し
て
い
る
こ
と 

 
 

理
論
に
反
証
さ
れ
う
る
曖
昧
さ
を
探
す
の
が
本
当
の
科
学 

 

・
個
性
を
伸
ば
せ
と
い
う
教
育 

 
 

共
通
了
解
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
没
個
性
を
心
配
す
る 

 
 

身
体
を
前
提
に
す
れ
ば
個
性
的
な
の
は
当
然
な
の
だ
か
ら
、 

 
 

他
人
の
気
持
ち
を
判
れ
、
俺
を
見
習
え
、…

等
が
本
来
の
教
育
の
は
ず 

 

・
約
束
を
守
ら
な
く
な
っ
た
（
言
葉
が
軽
く
な
っ
た
） 

 
 

本
来
言
葉
が
不
変
で
、
私
は
変
化
し
頼
り
な
い
も
の
で
あ
る
の
に
、 

 
 

私
は
私
と
思
っ
た
瞬
間
、
言
葉
が
頼
り
な
い
も
の
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た 

 

・
経
済
活
動
が
生
産
活
動
で
な
く
消
費
活
動
に
な
っ
た 

 

・
共
同
体
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た 

 
 

共
同
体
の
一
員
と
し
て
の
自
分
を
発
見
す
る
の
で
な
く
、 

 
 

私
の
集
ま
り
と
し
て
共
同
体
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た 

 

・
そ
し
て
、
私
の
存
在
理
由
が
判
ら
な
く
な
っ
た 

 
 

 
…

 

等 …
 

私
の
存
在
理
由
や
絶
対
確
か
な
こ
と
は
、
実
態
世
界
の
中
に
あ
る
の
だ
。
そ
れ
を
求
め

て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
安
易
に
科
学
な
り
宗
教
な
り
に
安
住
し
よ
う
と
し

て
は
な
ら
な
い
。
迷
っ
た
り
、
悩
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
生
き
る
意
味
で
あ
り
、
意
味
に
つ

い
て
考
え
続
け
る
こ
と
こ
そ
大
切
な
作
業
で
あ
る
。
正
解
は
な
い
、
と
い
う
共
通
認
識
が

あ
れ
ば
、
互
い
を
認
め
・
許
し
あ
え
る
住
み
よ
い
社
会
が
構
成
で
き
る
筈
で
あ
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

西
洋
の
哲
学
者
パ
ス
カ
ル
は
「
人
間
は
考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
、
私
（
＝
意
識
）
の
頼

り
な
さ
を
表
現
し
ま
し
た
。「
強
さ
を
求
め
る
こ
と
は
、
自
分
の
弱
さ
を
知
っ
て
い
く
こ

と
と
同
じ
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
し
ま
す
。 

人
生
行
路
の
船
頭
と
し
て
、
私
（
＝
意
識
）
は
、
あ
ま
り
に
も
頼
り
な
い
。
で
は
何
を

先
立
て
る
の
か
？ 

『
念
仏
』
だ
、
と
い
う
の
が
真
宗
門
徒
の
答
え
で
し
ょ
う
。
た
だ
し

『
念
仏
』
自
体
は
、
答．
え．
と
い
う
よ
り
問．
い．
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
そ
ん
な

一
面
を
持
っ
て
い
る
と…

 

弥
陀
大
悲
の
誓
願
を 

 

ふ
か
く
信
ぜ
む
人
は
み
な 

ね
て
も
さ
め
て
も
へ
だ
て
な
く 

 

南
无
阿
弥
陀
佛
と
と
な
ふ
べ
し 

 
 

 
 

 
 

 
 

《
正
像
末
法
和
讃
よ
り
》 

無
意
識
・
意
識
を
超
え
た
所
か
ら
、
大
丈
夫
だ
か
ら
し
っ
か
り
悩
み
・
迷
い
な
さ
い
と
、

阿
弥
陀
様
が
励
ま
し
て
下
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

（
住
職 

福
澤 

秀
倫
） 



二

河

白

道

の

譬

 
こ
の
譬
話
は
今
か
ら
約
千
三
百
年
前
中
国
に
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ
た
善
導
大
師
が
、
佛

道
を
極
め
ら
れ
た
心
の
道
程
を
誰
に
で
も
分
か
り
易
く
お
説
き
下
さ
っ
た
も
の
で
す
。 

「
旅
人
」
が
「
無
人
空
迥
（
ム
ニ
ン
ク
ウ
コ
ウ
）
の
澤
」
で
幸
せ
を
求
め
て
歩
い
て
い

る
と
、
「
尊
い
人
」
が
現
れ
て
「
西
に
向
か
っ
て
進
み
な
さ
い
」
と
云
わ
れ
ま
し
た
。
旅

人
は
云
わ
れ
る
通
り
西
に
向
か
う
と
忽
然
と
し
て
大
き
な
二
つ
の
河
が
行
く
手
を
阻
ん

で
し
ま
い
ま
し
た
。
「
火
の
河
」
と
「
水
の
河
」
で
す
。
よ
く
見
る
と
、
二
つ
の
河
の
間

に
細
い
白
い
道
が
あ
り
ま
し
た
。
旅
人
が
立
っ
て
い
る
東
の
岸
か
ら
西
の
岸
へ
渡
る
道
で

す
。
心
配
し
な
が
ら
渡
り
始
め
る
と
、
火
と
水
の
勢
い
は
だ
ん
だ
ん
強
く
な
っ
て
き
ま
す
。

仕
方
な
く
帰
ろ
う
と
思
っ
て
振
り
返
る
と
、
東
の
岸
に
は
群
賊
悪
獣
が
集
ま
っ
て
き
て
今

に
も
旅
人
を
殺
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
行
く
に
行
か
れ
ず
、
帰
る
に
帰
れ
ず
、
留
ま
る
に

留
ま
れ
ず
、
三
定
死
（
サ
ン
ジ
ョ
ウ
シ
）
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
地
団
駄
踏
ん
で
い

る
と
、
西
岸
上
か
ら
「
汝
一
心
正
念
に
し
て
直
に
来
た
れ
、
我
能
く
汝
を
護
ら
ん
、
衆
て

水
火
の
難
に
堕
す
る
こ
と
を
畏
れ
ざ
れ
」
と
呼
ぶ
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
。
同
時
に
火
と
水

の
河
は
静
か
に
治
ま
り
ま
し
た
。 

「
旅
人
」
は
私
達
一
人
一
人
の
こ
と
で
あ
り
、
「
無
人
空
迥
の
澤
」
は
本
当
の
幸
せ
を

教
え
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
世
界
を
指
し
、
「
東
岸
の
尊
い
人
」
は
お
釈
迦
様
で
佛
の
教

え
を
指
し
、
「
西
岸
の
尊
い
人
」
は
阿
弥
陀
如
来
を
現
し
て
い
ま
す
。「
火
の
河
」「
水
の

河
」
は
私
達
が
持
っ
て
い
る
煩
悩
で
「
火
」
は
カ
ッ
と
な
っ
て
怒
る
瞋
恚
の
心
、「
水
」

は
、
あ
れ
ば
あ
る
で
も
っ
と
欲
し
い
、
な
け
れ
ば
な
い
で
欲
し
い
底
な
し
の
欲
を
指
し
ま

す
。「
白
道
」
は
煩
悩
に
か
き
消
さ
れ
つ
つ
少
し
は
持
っ
て
い
る
微
か
な
求
道
心
、「
群
賊

悪
獣
」
は
求
道
を
邪
魔
す
る
も
の
全
て
を
指
し
て
い
ま
す
。 

御
開
山
親
鸞
聖
人
は
、
そ
の
御
著
書
「
教
行
信
証
」
に
こ
の
譬
を
お
示
し
に
な
り
、
御

自
身
は
「
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
、
光
明
の
広
海
に
浮
か
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
し
ず
か

に
衆
禍
の
波
転
ず
」
と
仰
せ
に
な
り
、「
阿
弥
陀
佛
に
救
わ
れ
て
、
暗
い
人
生
が
明
る
く

転
じ
、
み
な
ぎ
る
喜
び
が
沸
き
、
難
度
海
の
波
涛
も
深
遠
な
佛
恩
に
感
泣
し
、
懺
悔
と
感

謝
に
む
せ
ぶ
心
に
変
わ
る
」
と
教
え
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。 

私
も
そ
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
真
剣
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
を
念
じ
、
阿
弥
陀
佛
の
御

心
を
頂
き
た
い
と
一
心
に
善
に
励
ん
で
行
き
ま
す
と
、
逆
に
、「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を

表
す
こ
と
を
得
ざ
れ
、
内
に
虚
仮
を
い
だ
け
ば
な
り
」
「
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も 

真

実
の
心
は
あ
り
が
た
し 

虚
仮
不
実
の
こ
の
身
に
て 

清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
」
の
聖

人
の
お
言
葉
が
身
に
沁
み
て
き
ま
す
。
朝
な
夕
な
の
勤
行
中
も
「
定
水
を
凝
ら
す
と
雖
も

識
浪
頻
り
に
動
き
、
心
月
を
観
ず
と
雖
も
妄
雲
猶
覆
ふ
」
の
一
時
と
し
て
静
ま
ら
な
い
私

の
心
が
知
ら
さ
れ
ま
す
。 

旅
人
の
よ
う
に
欲
や
瞋
り
に
畏
れ
た
者
で
な
け
れ
ば
「
無
碍
の
光
明
は
無
明
の
闇
を
破

す
る
慧
日
な
り
」
と
か
「
念
仏
の
衆
生
を
観
し
て
摂
取
し
て
捨
て
ざ
る
が
故
に
『
阿
弥
陀

佛
』
と
名
く
」
と
お
説
き
下
さ
る
阿
弥
陀
佛
の
威
神
功
徳
に
む
せ
ぶ
喜
び
も
味
わ
え
な
い

と
知
ら
さ
れ
ま
す
。
歎
異
抄
の
「
た
ゞ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ

き
人
の
仰
せ
を
被
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
」
の
「
た
ゞ
」
に
至
る
ま
で

の
御
開
山
聖
人
の
御
苦
労
の
程
が
有
難
く
偲
ば
れ
ま
す
。 

（
前
坊
守 

福
澤 

佳
津
子
） 

  



 

伝

統

行

事

の

伝

承

 
平
成
十
六
年
と
歳
も
改
ま
り 

新
年
と
共
に
昨
年
あ
っ
た
積
み
残
し
た
懸
案
事
項
や

健
康
面
に
つ
い
て
も 

本
年
こ
そ
は
と
毎
年
心
を
新
た
に
す
る
訳
で
有
り
ま
す
が 

歳

の
暮
れ
に
な
る
と
反
省
の
繰
り
返
し
に
て
私
も
七
十
年
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た 

ま

ぁ 

完
全
に
出
来
な
い
の
が
人
生
か
も
知
れ
ま
せ
ん 

さ
て 

縁
あ
っ
て
願
成
寺
さ
ん
の
世
話
人
の
端
に
加
わ
っ
て
居
る
一
人
で
あ
り
ま
す

が 

常
々
力
不
足
を
感
じ
何
の
お
力
に
も
成
れ
ず
日
々
反
省
を
致
し
て
居
り
ま
す 

話
は
替
わ
っ
て 

私
の
家
が
有
り
ま
す
の
が
祇
園
祭
の
区
域
に
属
し
て
お
り
毎
年
七

月
の
第
三
金
・
土
・
日
曜
日
に
祭
礼
が
執
行
さ
れ
ま
す 

金
曜
日
に
は
手
筒
花
火
が
放
揚

さ
れ
ま
す
が 

こ
れ
は
今
か
ら
四
四
六
年
前
の
西
暦
一
五
五
八
年
今
川
義
元
の
吉
田
城

代
・
大
原
備
前
守
が
奉
納
し
た
の
が
起
源
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
（
古
文
書
で
確
認
の
限
り
） 

昔
は
科
学
が
発
達
し
て
居
な
か
っ
た
為 

疫
病
が
流
行
っ
た
り 

不
作
だ
っ
た
り
す

る
と
悪
魔
の
仕
業
と
思
わ
れ
ま
し
た 

悪
魔
は
暗
闇
に
棲
む
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で 

こ
れ
を
追
い
払
う
為
に
天
空
に
向
け
火
柱
を
上
げ
る 

そ
の
他 
戦
勝
祈
願
・
五
穀
豊

穣
・
無
病
息
災
を
祈
願
し
て
放
揚
さ
れ
て
来
ま
し
た 

手
筒
花
火
は
人
々
の
心
の
中
に
頼

も
し
く
深
く
浸
透
し
て
行
っ
た
の
で
あ
り
ま
す 

又 

手
筒
花
火
は
吉
田
藩
の
勢
力
圏
に
の
み
作
成
・
放
揚
を
許
さ
れ
て
居
ま
し
た 
重

要
な
武
器
で
あ
る
火
薬
の
使
用
を
町
人
に
許
可
し
て
き
た
事
は
驚
く
べ
き
こ
と
で 
徳

川
本
家
と
非
常
に
近
し
い
城
主
が
統
治
し
て
い
た
事 

城
主
と
町
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
大
変
良
か
っ
た
事
等
が
偲
ば
れ
ま
す 

手
筒
花
火
の
作
成
は
祭
礼
の
二
ヶ
月
前
か
ら
始
ま
り
ま
す 

ま
ず
竹
薮
（
毎
年
概
ね
決

定
し
て
い
る
）
を
決
定
し 

（
内
径
が
十
二
㎝
程
度
で
三
年
以
上
経
過
し
た
）
竹
を
一
ｍ

二
十
㎝
程
度
に
切
り
出
し
持
ち
帰
り 

熱
湯
か
火
に
よ
っ
て
炙
り
油
抜
き
を
行
う 

そ
し

て
節
を
抜
き
ヤ
ス
リ
で
磨
き
三
㎝
厚
み
の
板
に
て
火
口
を
装
着
す
る 

そ
の
上
に
南
京

袋
を
巻
き
細
縄
を
巻
き 

更
に
太
縄
を
巻
い
て
手
筒
の
外
観
が
出
来
上
が
り
ま
す 

火
薬
は
煙
火
会
社
よ
り
黒
色
火
薬
（
炭
・
硫
黄
・
硝
石
）
を
購
入
し
ま
す
が 

同
じ
配

合
率
で
あ
っ
て
も
毎
年
火
薬
の
力
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん 

そ
こ
で
火
の
色
・
勢
い
を

調
整
す
る
た
め
に
細
目
か
ら
粗
目
の
四
種
類
の
鉄
粉
を
用
い
ま
す 

そ
の
年
の
火
薬
に

て
十
本
程
度
の
試
験
込
み
を
行
い 

今
年
の
配
合
量
を
決
定
し 

詰
込
み
に
備
え
ま
す 

手
筒
に
火
薬
を
詰
め
る
の
は
前
日
の
夜
で
あ
り
ま
す 

今
で
は
鉄
粉
が
コ
ー
テ
ィ
ン

グ
さ
れ
サ
ビ
が
遅
く
な
り
ま
し
た
が 

昔
は
鉄
粉
が
サ
ビ
て
火
の
色
が
汚
く
な
る
為 

放
揚
す
る
直
近
が
必
須
条
件
で
有
り
ま
し
た 

毎
年
氏
子
八
ヶ
町
の
青
年
は 

火
薬
に
配
合
す
る
鉄
粉
の
粒
子
の
大
き
さ
・
混
入
率
を

極
秘
と
し 

祇
園
当
日
の
火
の
勢
い
・
火
の
色
等
の
出
来
を
競
い
合
っ
て
き
ま
し
た 

現
在
で
は
満
十
八
歳
以
上
で
煙
火
講
習
を
受
講
し
た
者
し
か
手
筒
を
放
揚
す
る
事
は

許
さ
れ
ま
せ
ん
が 

戦
後
あ
る
程
度
の
時
期
迄
は
そ
の
制
約
が
無
く 

中
学
一
年
か
ら

放
揚
す
る
こ
と
が
許
さ
れ 

放
揚
に
よ
っ
て
一
人
前
の
男
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た 

最
近
で
は
メ
デ
ィ
ア
の
取
り
上
げ
も
多
く
全
国
（
青

森
県
か
ら
宮
崎
県
）
か
ら
放
揚
の
依
頼
が
有
り 

豊
橋

全
体
で
は
三
十
件
程
度
遠
征
し
て
居
り 

私
ど
も
の
祇

園
祭
奉
賛
会
で
も
年
に
六
・
七
回
程
度
は
依
頼
に
応
え

て
居
り
ま
す 

こ
の
よ
う
な
伝
統
芸
能
は 

親
か
ら
子
に 

子
か
ら

孫
へ 
と
忠
実
に
伝
え
て
行
き
た
い
も
の
で
有
り
ま
す 

（
総
代
会 

中
村 

欽
一
） 


