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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
四
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
年
も
沢
山
の
年
賀
状
を
頂
き
ま
し
た
。
「
新
し
い
年
が
良
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う

に
」
と
あ
り
ま
す
。
私
も
そ
ん
な
風
に
書
き
た
い
の
で
す
が
、
坊
さ
ん
と
し
て
少
し

躊
躇
し
ま
す
。
当
山
で
は
毎
年
三
十
件
程
度
の
葬
儀
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。 

 

お
寺
さ
ん
、
良
い
年
で
あ
る
よ
う
に
願
っ
て
く
れ
た
の
に…

 
 

徳
の
低
さ
を
露
呈
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

悩
ん
だ
あ
げ
く
、
こ
ん
な
風
に
書
き
ま
す
。
「
新
し
い
年
が
意
義
深
く
あ
り
ま
す
よ

う
に
」
我
な
が
ら
上
手
く
ご
ま
か
し
て
い
る
な
ー
。
だ
っ
て
、
意
義
深
く
な
る
か
ど

う
か
は
、
皆
さ
ん
の
責
任
な
ん
で
す
か
ら
。 

○ 

戸
田
先
生
は
坊
さ
ん
の
心
得
を
こ
ん
な
風
に
話
さ
れ
ま
す
。 

 

一
．
掃
除
、
二
．
勤
行
、
三
．
勉
強 

掃
除
は
と
び
抜
け
て
大
事
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
戸
田
先
生
を
寺
に
お
迎

え
す
る
の
は
大
変
で
す
。
掃
除
の
度
合
い
で
、
ど
ん
な
風
に
過
ご
し
て
い
る
か
バ
レ

て
し
ま
い
ま
す
。
ツ
ケ
ヤ
キ
バ
で
も
頑
張
っ
て
準
備
し
て
い
き
ま
す
。
頑
張
っ
た
分

だ
け
報
恩
講
が
意
義
深
く
な
る
の
だ
か
ら
。 

皆
さ
ん
の
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

○ 

本
山
義
納
金
（
金
壱
千
円
）
に
つ
い
て 

昨
年
に
続
き
集
め
ま
せ
ん
。 

本
山
御
影
堂
の
修
理
は
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。 

当
山
と
し
て
の
募
財
は
本
年
末
で
終
了
で
す
。 

来
年
に
は
本
山
に
簿
財
名
簿
を
提
出
し
、
記
念

品
を
お
手
元
に
お
届
け
す
る
予
定
で
す
。 
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本山 HP（http://www.senjuji.or.jp/）より 

御 影 堂 平 成 大 修 理  



「

見

据

え

る

信

」

 
子
供
が
泣
き
な
が
ら
何
か
を
訴
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
忙
し
い
。
こ
ん
な
時
、
皆

さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
応
対
し
ま
す
か
？
「
分
か
っ
た
、
分
か
っ
た
」
と
言
い
ま
せ
ん
か
？ 

そ
し
て
子
供
を
余
計
に
大
泣
き
さ
せ
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

「
分
か
っ
た
」
は
、
そ
の
事
柄
を
了
解
し
た
時
よ
り
も
、
そ
の
事
柄
に
興
味
が
無
く
な

っ
た
時
に
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

『
深
く
探
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
見
つ
か
る
』 

『
世
界
に
つ
い
て
最
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
、
世
界
が
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
』

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
先
生
の
言
葉
で
す
。
同
様
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
先
生
も
言
い
ま
す
。 

『
私
は
海
岸
で
遊
ん
で
い
る
子
供
の
よ
う
な
も
の
。
時
に
な
め
ら
か
な
小
石
を
見
つ
け
た

り
、
綺
麗
な
貝
を
見
つ
け
た
り
し
て
は
し
ゃ
い
で
い
る
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
ま
だ
ま
だ
発

見
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
大
き
な
海
を
目
の
前
に
し
て…

』 

「
分
か
ら
な
い
」
と
言
い
続
け
る
こ
と
こ
そ
、
真
面
目
な
態
度
だ
と
い
え
ま
す
。 

ヤ
ン
キ
ー
ス
の
松
井
選
手
が
テ
レ
ビ
で
「
一
〇
〇
％
理
論
を
実
践
し
て
い
る
の
で
、
打

席
で
は
緊
張
し
ま
せ
ん
」
と
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
打
て
る
球
を
一
〇
〇
％
打
て
る
よ

う
に
し
て
お
け
ば
、
打
席
で
は
打
て
る
球
か
ど
う
か
を
見
分
け
る
だ
け
で
良
い
。
打
て
な

い
球
が
来
た
ら
諦
め
る
。
経
験
・
記
憶
・
覚
悟
で
打
席
に
立
つ
の
だ
。
緊
張
は
必
要
な
い

と
の
こ
と
で
す
。
や
は
り
一
流
選
手
は
ス
ゴ
イ
で
す
ね
。
悟
り
の
世
界
を
話
す
高
僧
の
よ

う
に
見
え
ま
し
た
。 

私
は
打
て
な
い
球
を
諦
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
準
備
不
足
を
後
悔
し
つ
つ
、
フ
ァ
ン
や
仲
間

か
ら
の
罵
声
を
怖
が
り
小
さ
く
緊
張
し
、
神
や
仏
に
ヒ
ッ
ト
を
願
う
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど

多
分
、
無
残
に
敗
退
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
貴
重
な
経
験
を
整
理
し
・
活
か

す
努
力
を
せ
ず
に
「
も
う
分
か
っ
た
」
等
と
言
っ
て
野
球
を
辞
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

私
達
は
、
想
定
外
の
海
に
浮
か
ぶ
小
船
の
よ
う
で
す
。
頼
り
な
さ
過
ぎ
て
、
逆
に
こ
の

航
海
は
安
全
だ
と
信
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

「
信
じ
る
」
は
、
安
全
が
保
証
さ
れ
た
時
よ
り
も
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
時
に
多
く
使

わ
れ
ま
す
。「
リ
ン
ゴ
は
必
ず
落
ち
る
と
信
じ
る
」
は
変
で
す
。「
彼
は
悪
い
人
で
な
い
と

信
じ
る
」
と
使
う
。
騙
さ
れ
そ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
私
達
の
心
は
信
じ
れ
ば
信
じ
る
ほ

ど
不
安
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。
ど
ち
ら
が
先
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
信
じ
る
心
が
不
安
に

つ
つ
ま
れ
て
い
る
は
確
か
で
す
。
危
機
を
感
じ
目
を
つ
ぶ
っ
た
の
だ
か
ら
当
然
で
す
。 

つ
ぶ
っ
た
目
を
も
う
一
度
見
開
く
た
め
に
は
、
想
定
外
の
海
を
、
魔
物
の
棲
む
所
で
な

く
、
尊
さ
に
出
遭
え
る
場
所
と
確
信
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
如
来
（
ア
ミ
ダ
＝
無
量
）

か
ら
た
ま
わ
る
信
心
」
は
、
こ
の
確
信
の
こ
と
だ
と
想
像
し
て
い
ま
す
。
こ
の
確
信
を
得

た
ら
、
や
っ
ぱ
り
難
破
は
嫌
だ
け
ど
、
怖
く
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
難
所
毎
に
尊
さ
に

出
遭
っ
て
い
く
、
信
心
を
証
し
て
い
く
航
海
へ
と
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
信
心
が
「
生
死
の

苦
海
」
を
そ
の
ま
ま
「
本
願
海
」
に
転
じ
ま
す
。
こ
の
確
信
を
疑
う
こ
と
は
、
松
井
選
手

に
野
球
を
す
る
理
由
を
尋
ね
る
の
と
同
様
、
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

十
方
衆
生
の
た
め
に
と
て 

 

如
来
の
法
蔵
あ
つ
め
て
ぞ 

本
願
弘
誓
に
帰
せ
し
む
る 

 

大
心
海
に
帰
命
せ
よ 

 
 

 
 

 
 

 
 

《
讃
阿
弥
陀
佛
偈
和
讃
よ
り
》 

帰
命
に
よ
り
信
心
を
賜
り
、
賜
っ
た
信
心
が
帰
命
を
深
め
る
。
帰
命
と
信
心
の
動
輪
を

回
転
さ
せ
る
キ
ッ
カ
ケ
は
何
で
し
ょ
う
？ 

別
れ
の
悲
し
み
の
向
こ
う
に
、
別
れ
た
人
の

得
道
の
姿
を
見
た
と
き
だ
と
思
い
ま
す
。 

（
住
職 

福
澤 

秀
倫
） 



「

御

開

山

親

鸞

聖

人

略

年

表

」

 
御
開
山
の
年
表
を
ま
と
め
ま
す
。 

今
後
、
少
し
ず
つ
校
正
し
、
書
き
足
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。 

 
 

【
参
考
】
平
松
令
三
著
『
親
鸞
』
吉
川
弘
文
館 

「

親

鸞

聖

人

と

専

修

寺

」

 

親
鸞
聖
人
は
、
関
東
各
地
を
御
教
化
中
に
、
明
星
天
子
の
夢
の
お
告
げ
を
得
て
、
五
十

四
歳
の
と
き
栃
木
県
芳
賀
郡
二
宮
町
高
田
の
地
に
一
宇
を
建
立
し
、
専
修
念
仏
の
根
本
道

場
と
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ご
本
尊
に
は
、
長
野
善
光
寺
か
ら
お
迎
え
し
た
一
光
三
尊
仏
を
安

置
し
、
聖
人
門
弟
の
中
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
真
仏
上
人
が
管
理
に
当
た
ら
れ
ま
し
た
。 

こ
こ
を
中
心
と
し
た
教
団
は
、
関
東
各
地
の
檀
信
徒
の
中
で
最
も
有
力
な
教
団
と
な
り
、

京
都
へ
帰
ら
れ
た
聖
人
か
ら
は
、
し
ば
し
ば
自
筆
の
お
手
紙
や
、
ご
自
分
で
書
き
写
さ
れ

た
書
物
な
ど
が
送
ら
れ
て
来
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
高
田
教
団
は
次
第
に
発
展
し
、
専
修
寺
は
「
本
寺
」
と
呼
ば
れ
て
全
国
か
ら

崇
敬
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
一
段
と
飛
躍
さ
せ
た
の
が
第
十
世
真
慧

上
人
で
、
東
海
・
北
陸
方
面
に
教
化
を
拡
げ
る
と
共
に
、
朝
廷
の
尊
崇
を
得
て
、
専
修
寺

は
皇
室
の
御
祈
願
所
と
も
な
り
ま
し
た
。 

一
身
田
の
専
修
寺
は
そ
の
真
慧
上
人
が
伊
勢
国
内
の
中
心
寺
院
と
し
て
建
て
ら
れ
た

も
の
で
し
た
が
、
関
東
の
本
寺
が
兵
火
に
よ
っ
て
炎
上
し
た
り
し
た
た
め
、
歴
代
上
人
が

こ
ち
ら
に
居
住
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
こ
が
本
山
と
し
て
定
着
し
ま
し
た
。 

一
身
田
専
修
寺
の
伽
藍
も
二
度
の
火
災
に
遭
い
ま
し
た
が
、
り
っ
ぱ
に
再
建
さ
れ
、
檀

信
徒
の
崇
拝
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
ま
し
た
。
聖
人
の
数
多
い
ご
真
筆
類
は
、
今
も
大
切
に

伝
持
さ
れ
、
教
団
の
誇
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

専
修
寺
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り 

 真
宗
十
派
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
高
田
派
は
最
古
の
教
団
で
す
。 

末
寺
数
は
六
〇
〇
程
度
で
す
。
知
名
度
・
大
き
さ
な
ど
東
西
本
願
寺
派
に
遠
く
及
び
ま
せ

ん
が
、
な
か
な
か
魅
力
的
な
教
団
だ
と
思
い
ま
す
。 

一
二
六
二 

一
二
五
六 

一
二
三
五 

一
二
一
四 

一
二
一
一 

一
二
〇
七 

一
二
〇
一 

一
一
八
一 

一
一
七
三 

西
暦 

弘
長
二 

建
長
八 

文
暦
二 

建
保
二 

建
暦
元 

承
元
元 

建
仁
元 

養
和
元 

承
安
三 

年
号 

示
寂 

関
東
教
団
が
造
悪
無
碍
の
説
な
ど
に
動
揺
し
た 

息
子
の

善
鸞
を
送
る
が
、
勝
手
な
説
を
唱
え
、
教
団
を
危
機
に
お

と
し
め
た 

や
む
な
く
善
鸞
を
義
絶 

こ
の
頃
、
鎌
倉
幕
府
の
一
切
経
校
合
に
参
加 

そ
の
後
、
京
都
へ
帰
洛 

・
箱
根
権
現
の
招
待
の
エ
ピ
ソ
ー
ド 

上
野
佐
貫
で
三
部
経
千
部
読
誦
を
発
願
す
る
も
中
断 

呪
術
的
な
儀
式
に
つ
い
て
反
省 

下
妻
・
稲
田
・
高
田
と
移
り
住
み
弟
子
を
増
や
す 

流
罪
赦
免 

そ
の
後
数
年
越
後
に
留
ま
り
関
東
に
出
る 

念
仏
停
止 

法
然
は
四
国
へ
、
親
鸞
は
越
後
へ
流
さ
れ
る 

六
角
堂
に
百
日
参
籠
し
、
夢
告
を
得
る 

比
叡
山
を
下
り
、
法
然
の
門
に
入
る 

善
信
坊
綽
空 

三
年
後
『
選
択
集
』
を
伝
授
さ
れ
改
名 

善
信
坊
親
鸞 

・
信
行
両
座
、
信
心
諍
争
論
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
あ
り 

慈
円
の
坊
で
出
家
す
る 

法
名
を
範
宴
と
す
る 

比
叡
山
で
の
修
行
生
活
が
始
ま
る 

下
級
貴
族
・
日
野
有
範
の
長
子
と
し
て
誕
生 

事
項 



「

願

成

寺

の

沿

革

」

 
本
山
宗
務
院
発
行
の
『
高
田
の
寺
々
』
と
い
う
本
を
参
考
に
当
山
の
沿
革
を
ま
と
め
ま
す
。 

た
だ
し
内
容
は
当
山
か
ら
本
山
へ
レ
ポ
ー
ト
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

出
典
な
ど
不
明
な
た
め
、
参
考
程
度
に
見
て
下
さ
い
。 

当
山
の
第
十
三
代
快
雨
院
暁
空
諦
信
師
は
俳
句
・
南
画
を
能
く
し
た
。 

墓
所
に
は
豊
橋
の
政
治
・
経
済
の
発
展
に
尽
く
し
、 

初
代
豊
橋
市
長
を
勤
め
た
三
浦
碧
水
（
一
八
四
一
～
一
九
一
五
）
の
墓
が
あ
る
。 

「

本

堂

の

修

理

な

ど

」

 

■ 

御
開
山
親
鸞
聖
人
の
七
五
〇
回
御
遠
忌
ま
で
六
年
。 

当
山
開
山
か
ら
約
五
〇
〇
年
。
当
地
移
転
か
ら
約
一
〇
〇
年
。 

節
目
が
来
る
な
と
思
い
ま
す
。 

■ 

現
在
の
本
堂
は
戦
火
を
免
れ
て
築
百
年
で
す
。
傷
み
が
目
立
っ
て
き
ま
し
た
。 

も
と
も
と
移
築
の
建
物
で
、
部
材
の
強
度
な
ど
大
地
震
に
対
し
て
心
配
で
す
。 

■ 

耐
震
診
断
を
お
願
い
し
ま
し
た
。 

大
手
建
設
会
社
は
、
新
築
す
べ
き
と
判
定
し
ま
し
た
。 

金
属
屋
根
の
会
社
は
、 

・
基
礎
を
固
め
、
傾
い
て
い
る
柱
を
起
す 

・
筋
交
い
・
壁
を
増
や
す 

・
軽
い
（
金
属
）
屋
根 

で
対
応
可
と
判
定
し
ま
し
た
。 

■ 

修
理
し
た
い
で
す
。 

資
金
に
は
、
貯
金
と
法
会
等
の

御
懇
志
を
充
て
ま
す
。 

工
事
期
間
は
一
年
で
す
。 

■ 

他
に
必
要
と
思
う
こ
と
。 

・
国
道
に
面
し
た
塀
の
修
理 

・
墓
地
の
拡
張 

 
な
ど 

 

☐ 

ま
だ
ま
だ
未
定
の
事
業
で
す
。 

ご
意
見
を
お
寄
せ
下
さ
い
。 

一
九
二
一
年 

一
八
五
＊
年 

 

一
七
八
六
年 

一
五
九
〇
年 

一
五
二
二
年 

大
正
十 

安
政
年
間 

天
明
六 

天
正
一
八 

 

大
永
二 

現
在
地
に
移
転
し
た 

寺
子
屋
を
始
め 

藩
士
や
庶
民
の
子
弟
教
育
の
場
と

し
て
親
し
ま
れ
た 

書
・
読
を
中
心
に
師
匠
一
人
で
数
十
人
の
筆
子
を
受

け
持
ち 

修
学
年
数
は
大
体
四
年
間
だ
っ
た 

当
山
の
寺
子
屋
は
常
時
一
〇
〇
人
余
（
最
高
一
五
〇

人
）
の
筆
子
を
数
え
、
吉
田
で
一
番
栄
え
た 

明
治
五
年
の
新
学
制
公
布
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た 

大
火
災
が
本
町
か
ら
出
火
し
、
類
焼
し
全
焼
し
た 

池
田
輝
政
公
が
吉
田
に
入
封
す
る 

戦
略
拠
点
と
経
済
基
盤
の
確
立
の
た
め
吉
田
城
改

築
と
城
下
町
の
整
備
を
図
る 

検
地
を
実
施
し 

城
域
を
南
か
ら
西
に
か
け
て
拡
張 

当
山
は
関
屋
町
か
ら
指
笠
町
へ
移
転
し
た 

行
円
法
師
が
関
屋
町
に
創
建
し
た 


