
■ 

報
恩
講
の
ご
案
内 

今
こ
の
ま
ま
を
慶
ぶ
こ
と
が 

仏
様
へ
の
報
恩
で
す 

そ
の
ま
ま
の
慶
び
を 

ご
一
緒
に  

見
つ
め
直
し
ま
し
ょ
う 

○ 

餅
つ
き
会 

恒
例
と
な
り
ま
し
た
、
草
取
り
と
餅
つ
き
会
を
し
ま
す
。 

秋
彼
岸
で
は
沢
山
の
方
に
ご
協
力
頂
き
、
楽
し
く
で
き
ま
し
た
。 

今
回
も
楽
し
く
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。 

「

人

生

を

懸

け

て

の

問

い

」

 

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
は
必
ず
「
問
い
」
が
あ
り
ま
す
。 

例
え
ば
「
犯
人
は
誰
か
」「
彼
女
は
こ
の
先
ど
う
な
る
か
」
と
か
。 

答
え
を
考
え
な
が
ら
、
次
回
の
放
送
を
楽
し
み
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

大
変
よ
く
出
来
て
い
ま
す
。 

「
問
い
」
が
な
け
れ
ば
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。 

「
問
い
」
が
豊
か
な
人
生
の
決
め
手
だ
と
思
い
ま
す
。 

「
学
問
と
は
問
い
方
の
学
び
で
あ
る
」
と
書
い
た
本
が
あ
り
ま
し
た
。 

「
勉
強
が
つ
ま
ら
ん
」
と
言
っ
て
い
る
高
校
生
に
は
、 

 

そ
の
学
問
に
対
す
る
「
問
い
」
が
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

さ
て
、
人
生
を
懸
け
て
の
問
い
は
「
ど
ん
な
問
い
」
な
の
で
し
ょ
う 

？ 

導
か
れ
る
答
え
が
人
生
の
意
味
な
の
で
、
し
っ
か
り
考
え
た
い
も
の
で
す
。 

・
私
の
一
番
大
切
な
願
い
は
何
か 

？ 

・
何
故
そ
れ
を
願
う
の
か 

？ 

・
そ
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か 

？ 

 
 

…
 

 

宗
教
は
、
こ
れ
ら
私
の
問
い
の
「
止
め
方
」
を
教
え
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

問
う
こ
と
が
生
き
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
死
は
そ
れ
を
断
絶
し
ま
す
。 

い
つ
で
も
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
、 

死
へ
の
準
備
に
な
り
ま
す
。 

阿
弥
陀
す
る
無
限
の
い
の
ち
が
、
そ
の
続
き
を
担
っ
て
く
れ
る
と
実
感
で
き

れ
ば
、
安
心
し
て
回
答
を
書
き
続
け
、
い
つ
で
も
中
断
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

私
達
の
称
え
る
お
念
仏
は
、
私
の
小
さ
く
個
人
的
な
疑
問
と
、
大
き
な
い
の

ち
へ
の
信
頼
を
結
び
つ
け
る
、
大
切
な
媒
体
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

弥
陀
の
尊
号
ト
ナ
エ
ツ
ツ 

信
楽
マ
コ
ト
ニ
ウ
ル
人
ハ 

憶
念
ノ
心
ツ
ネ
ニ
シ
テ 

佛
恩
報
ず
る
オ
モ
ヒ
ア
リ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

《
正
像
末
法
和
讃
・
親
鸞
聖
人
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法
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・
法
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餅
つ
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会 

平
成
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十
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黄
色
の
勤
行
本
の 

二
十
六
ペ
ー
ジ
か
ら 

●

正

信

偈

ノ

ー

ト

⑬

・

竜

樹

章

Ⅰ

 

書
き
直
し
を
恐
れ
ず
、
今
、
思
い
浮
か
ぶ
と
こ
ろ
を
書
き
留
め
る 

 

釈
迦
如
来
楞
伽
山 

為
衆
告
命
南
天
竺 

龍
樹
大
士
出
於
世 

悉
能
摧
破
有
無
見 

釈
迦
如
来
、
楞
伽
山
に
し
て
、
衆
の
た
め
に
告
命
し
た
ま
わ
く
、 

南
天
竺
に
龍
樹
大
士
世
に
出
で
て
、 

こ
と
ご
と
く
よ
く
有
無
の
見
を
摧
破
せ
ん
。 

・
楞
伽
山 

 

釈
尊
が
『
楞
伽
経
』
を
説
か
れ
た
山
。 

場
所
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
定
か
で
は
な
い
。 

・
楞
伽
経 

竜
樹
菩
薩
が
南
印
度
に
出
現
す
る
と
預
言
し
た
お
経
。 

今
回
の
偈
文
は
全
て
こ
の
お
経
に
依
っ
て
い
る
。 

（
筆
者
） 

 

〈
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
注
釈
版
聖
典
よ
り
〉 

・
竜
樹
菩
薩 

七
高
僧
の
第
一
祖
、
梵
名
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
。
仏
滅
七
百
年
（
二
世
紀
）

ご
ろ
に
活
躍
し
た
人
。
南
イ
ン
ド
の
婆
羅
門
の
家
に
生
ま
れ
、
子
供
時
代
か

ら
優
れ
た
才
能
を
持
ち
、
青
年
時
代
に
親
友
の
惨
死
を
見
て
仏
門
に
帰
し
た
。

広
く
仏
教
内
外
を
学
び
、
大
乗
仏
教
の
基
礎
を
整
備
し
た
。
日
本
で
は
、
八

宗
の
祖
師
と
称
さ
れ
て
い
る
。 

多
数
の
著
作
が
あ
る
が
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
「
易
行
品
」
を
著
し
た
こ

と
で
浄
土
教
の
祖
師
と
さ
れ
る
。 

主
な
著
作 

『
中
論
』 

空
思
想
を
展
開
し
た
書 

『
大
智
度
論
』 

仏
教
百
科
の
書 

『
十
住
毘
婆
沙
論
』 

 

 

十
地
経
に
依
り
菩
薩
の
思
想
と
実
践
を
説
く 

 

特
に
「
易
行
品
」
で
は
浄
土
往
生
の
易
行
を
説
く 

・
有
無
の
邪
見
と
空
の
概
念 

仏
教
で
は
「
流
転
輪
廻
す
る
我
」
「
往
く
べ
き
世
界
（
浄
土
）
」
等
が
説
か

れ
ま
す
。
同
時
に
「
諸
法
無
我
」
に
て
「
私
の
霊
魂
」
は
あ
り
得
な
い
と
説

き
ま
す
。
こ
の
有
無
で
矛
盾
す
る
状
況
を
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
考
え
、

無
理
に
答
え
を
出
し
た
り
、
論
じ
た
り
す
る
と
「
有
無
の
邪
見
」
と
な
る
よ

う
で
す
。 

理
解
不
能
な
事
柄
を
理
解
し
よ
う
と
拘
る
心
が
邪
見
を
生
む
と
さ
れ
ま
す
。

理
解
し
よ
う
と
す
る
心
を
翻
し
て
、
仏
に
預
け
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
。 

仏
の
働
く
フ
ィ
ー
ル
ド
を
「
空
」
と
呼
ぶ
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
働

き
の
中
の
存
在
と
し
て
我
を
再
発
見
す
る
他
あ
り
ま
せ
ん
。 

 ・
我
の
確
か
さ 

高
校
数
学
で
微
分
積
分
を
勉
強
し
た
時
、
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
点
を
無

限
に
並
べ
て
も
線
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
線
を
作
る
に
は
、
短
く
て
も
線

分
を
集
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

「
群
盲
象
を
評
す
」
と
い
う
言
葉
で
、
凡
人
が
偉
人
・
大
事
業
を
理
解
し

な
い
こ
と
を
表
現
し
ま
す
が
、
凡
夫
が
仏
を
理
解
し
・
納
得
し
な
い
の
は
当

た
り
前
で
す
。
け
れ
ど
、
凡
夫
も
仏
か
ら
働
き
を
受
け
て
い
る
な
ら
ば
、
そ

の
働
き
に
感
応
す
る
こ
と
が
出
来
る
筈
で
す
。
も
し
感
じ
・
目
覚
め
る
こ
と

が
な
い
な
ら
ば
、
私
に
と
っ
て
仏
の
智
慧
も
慈
悲
も
絵
空
事
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。 

仏
に
遇
い
た
い
と
願
っ
た
時
、
私
の
身
体
や
心
を
分
析
し
て
も
叶
い
ま
せ

ん
。
「
た
だ
風
に
聞
く
」
と
い
う
よ
う
な
態
度
が
大
事
で
し
ょ
う
。
こ
の
時
、

自
己
都
合
で
の
評
価
は
禁
物
で
す
。
た
と
え
暴
風
で
あ
っ
て
も
、
聞
こ
え
た

音
を
お
陰
様
と
戴
い
た
な
ら
、
仏
の
働
く
私
に
確
信
が
持
て
る
と
思
い
ま
す
。 

理
解
し
納
得
す
る
こ
と
を
止
め
、
任
せ
戴
き
住
持
す
る
こ
と
に
よ
り
深
ま

る
我
が
あ
る
よ
う
で
す
。



創

作

・

阿

難

尊

者

の

廻

心

 
容
姿
端
麗
、
物
腰
柔
ら
か
で
、
し
か
も
釈
尊
の
従
兄
弟
で
あ
る
阿
難
尊
者
は

教
団
の
人
気
者
で
す
。
釈
尊
の
侍
者
と
し
て
過
ご
し
た
二
十
五
年
は
彼
の
宝

物
で
あ
り
、
自
他
と
も
に
認
め
る
多
聞
第
一
の
仏
弟
子
で
し
た
。 

少
し
ナ
イ
ー
ブ
な
所
が
あ
り
、
取
り
乱
し
や
す
い
の
が
欠
点
で
す
。 

釈
尊
が
涅
槃
に
入
ら
れ
た
時
、
阿
難
は
独
り
涙
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。 

「
阿
難
よ
、
汝
の
悲
し
み
は
何
処
か
ら
来
る
の
か 

？
」 

「
世
尊
よ
、
私
は
ま
だ
修
行
中
の
身
で
あ
る
の
に
師
を
失
い
ま
す
」 

「
阿
難
よ
、
今
こ
そ
『
自
灯
明
・
法
灯
明
』
を
住
持
し
努
力
せ
よ
。
既
に
全

て
は
整
っ
て
い
る
。
汝
が
阿
羅
漢
に
な
る
日
は
遠
く
な
い
」 

釈
尊
入
滅
後
、
阿
難
は
懸
命
に
行
じ
ま
し
た
が
悟
り
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。 

そ
ん
な
時
、
仏
典
結
集
の
ニ
ュ
ー
ス
が
舞
い
込
み
ま
す
。 

教
団
を
継
承
し
た
大
迦
葉
尊
者
が
、
四
百
九
十
九
人
の
阿
羅
漢
を
集
め
て
釈

尊
の
説
法
を
整
理
し
、
経
と
し
て
編
纂
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
な
ん
と
阿

難
は
、
阿
羅
漢
で
な
い
と
い
う
理
由
で
除
外
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

阿
難
は
大
迦
葉
尊
者
を
憤
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
み
ま
せ
ん
。 

釈
尊
に
申
し
訳
な
い
、
後
の
行
者
に
対
し
て
も
大
き
な
責
任
を
感
じ
ま
し
た
。 

阿
難
に
初
め
て
、
利
他
を
思
う
心
が
宿
り
、
焦
り
と
し
て
芽
生
え
ま
し
た
。 

早
く
悟
り
を…

 
 

多
聞
第
一
の
故
の
、
今
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
重
圧
が
阿
難
を
襲
い
ま
す
。

申
し
訳
な
い
が
為
す
術
が
な
い
、
す
で
に
時
間
も
な
い
。 

南
无 …

 

と
そ
の
時
、
阿
難
は
光
に
包
ま
れ
、
懐
か
し
い
声
で
祝
福
を
聞
き
ま
し
た
。 

「
悟
り
」
と
は
、「
自
力
の
限
界
を
発
見
す
る
こ
と
」
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

そ
れ
は
仏
典
結
集
の
日
の
朝
の
、
そ
の
直
前
の
夜
の
出
来
事
で
し
た
。 

〈『
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
弟
子8

9

の
物
語
』
菅
沼
晃
著 

よ
り
創
作
〉 

家

族

葬

【
私
見
？
】 

・
葬
送
の
最
近
の
傾
向 

こ
こ
十
年
間
で
葬
儀
の
在
り
方
が
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
ま
す
。 

・
葬
儀
式
よ
り
通
夜
の
方
に
弔
問
客
が
集
ま
る 

・
喪
主
の
同
僚
な
ど
間
接
的
関
係
の
弔
問
客
の
減
少 

・
お
金
を
か
け
な
い
経
済
合
理
的
な
葬
儀
の
増
加 

・
因
習
・
伝
統
・
宗
教
に
囚
わ
れ
な
い
葬
儀
の
増
加 

・
本
人
に
よ
る
事
前
の
準
備
や
相
談
の
増
加 

・
家
族
葬
の
増
加 

葬
送
も
個
人
主
義
化
・
合
理
主
義
化
し
て
い
く
よ
う
で
す
。 

・
本
人
に
よ
る
準
備 

立
つ
鳥
跡
を
濁
さ
ず
の
思
い
か
ら
、
準
備
を
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。 

尊
い
思
い
で
す
が
、
独
り
よ
が
り
に
な
ら
な
い
注
意
が
必
要
で
す
。 

そ
れ
が
後
の
者
に
と
っ
て
本
当
に
迷
惑
な
の
か
ど
う
か…

 

「
面
倒
臭
か
っ
た
け
ど
大
切
な
こ
と
に
気
づ
い
た
」
経
験
は
な
い
で
す
か
。 

「
自
分
が
し
た
こ
と
は
さ
せ
て
み
る
」
と
い
う
態
度
も
必
要
で
す
。 

・
家
族
葬 

落
ち
着
い
て
送
る
こ
と
が
出
来
る
良
い
面
が
あ
り
ま
す
。 

け
れ
ど
右
記
の
理
由
で
煩
雑
が
全
て
悪
だ
と
も
云
え
ま
せ
ん
。 

『
厳
粛
な
命
の
事
実
に
目
覚
め
る
大
切
な
儀
式
』
で
す
。 

肝
に
銘
じ
て
営
み
ま
し
ょ
う
。 

ど
の
人
の
弔
意
も
妨
げ
な
い
た
め
の
心
得
が
あ
り
ま
す
。 

・
他
人
の
弔
意
を
量
ら
な
い 

・
関
係
先
へ
の
連
絡
を
怠
ら
な
い 

・
急
ぎ
過
ぎ
な
い 

縄
文
人
ま
で
溯
る
お
弔
い
の
心
を
大
切
に
伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 



行

事

予

定

 

～
平
成
二
十
七
年
～ 

 
月
例
会
の
開
催
日
・
開
始
時
間
を
変
更
し
ま
し
た
、
ご
注
意
下
さ
い
。 

‡

後

記

‡

 

○ 

幼
児
を
抱
え
た
お
母
さ
ん
を
集
め
た
会
で
「
子
育
て
は
、
な
る
よ
う
に
し
か

な
ら
な
い
」
と
話
し
た
ら
、
思
い
の
外
う
け
ま
し
た
。
緊
張
の
緩
和
。
ど
の

ご
家
庭
の
子
育
て
も
緊
張
の
連
続
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
言
葉
は
、
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
の
諸
富
祥
彦
先
生
の
受
け
売

り
で
す
が
、
共
感
さ
れ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。 

○ 

「
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
」
は
、
親
と
し
て
投
遣
り
な
感
じ
が
す
る
、

溜
息
の
よ
う
な
言
葉
で
す
が
、
二
つ
の
問
い
を
含
み
ま
す
。 

 

・
子
育
て
で
満
点
取
ろ
う
と
頑
張
っ
て
ま
す
が
、
何
が
満
点
で
す
か 

 

・
子
供
の
育
つ
力
を
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
か 

 

教
科
書
ど
お
り
に
育
て
る
こ
と
を
目
指
し
た
場
合
、
教
科
書
ど
お
り
の
子
供

は
い
な
い
訳
だ
か
ら
、
必
ず
行
き
詰
ま
り
ま
す
。
苦
し
い
子
育
て
の
先
に
は

虐
待
が
待
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。「
こ
う
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
満
点

の
姿
は
、
本
当
に
満
点
な
の
か
、
誰
に
と
っ
て
の
満
点
だ
っ
た
の
か
、
疑
っ

て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

こ
の
子
の
こ
の
ま
ま
が
満
点
と
い
う
眼
も
持
っ
て
お
く
と
良
い
で
し
ょ
う
。 

○ 

叱
責
の
中
で
育
つ
よ
り
、
笑
顔
の
中
で
育
つ
方
が
良
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

親
の
笑
顔
の
中
で
子
が
育
ち
、
子
の
笑
顔
が
親
を
育
て
ま
す
。 

 
 

そ
ん
な
子
育
て
に
は
成
功
も
失
敗
も
あ
り
ま
せ
ん
。「
思
い
通
り
じ
ゃ
な
い
け

れ
ど
充
実
し
て
い
る
」
は
、
そ
ん
な
拝
み
あ
う
関
係
の
中
で
の
み
実
現
さ
れ

る
で
し
ょ
う
。 

○ 

「
南
无
そ
の
ま
ん
ま
、
そ
の
ま
ん
ま 

」 

仏
教
評
論
家
の
ひ
ろ
さ
ち
や
さ
ん
が
講
演
会
で
称
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

折
角
の
拝
み
あ
う
関
係
を
、
自
ら
の
執
着
心
で
壊
し
て
し
ま
う
私
達
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
ん
な
風
に
称
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

も
し 
南
无
阿
弥
陀
仏 

と
称
え
る
な
ら
ば
、 

拝
む
私
が
、
仏
様
か
ら
も
拝
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
、 

き
っ
と
発
見
す
る
で
し
ょ
う
。 

二 

～
十
二 

月 

 
 

第
一
火
曜
日 

十
二
月 

十
一
月 

九 

月 

八 

月 

三 

月 

一 

月 
 

 

五

日 

 

六

日 

 

三 
 

日 

二
十
三
日 

 

十 

五
日 

二
十
一
日 

 
一 

日 
 

(

土

) 

(

日

) 

(

火
・
祝) 

(

水
・
祝) 

 

(

土

) 

(
土
・
祝) 

(

木
・
祝) 

 

月
例
会 

毎
月
一
日
だ
っ
た
の
を
変
更
し
ま
し
た 

参
加
者
が
減
っ
て
い
ま
す
が 

続
け
ま
す 

午
後
一
時
半
～ 

報
恩
講 

御
開
山
聖
人
御
恩
に
報
い
る
法
会
で
す 

お
非
時
（
昼
食
）
あ
り 

五
日 

午
後
一
時
半
か
ら 

六
日 

午
前
十
時
か
ら 

本
山
納
骨
堂
法
会
・
団
体
参
拝 

本
山
へ
貸
切
バ
ス
に
て
団
体
参
拝
し
ま
す 

午
前
七
時
ご
ろ
集
合 

秋
季
彼
岸
・
永
代
経
法
会
（

戸
田
恵
信 

師

） 

お
馴
染
み
の
先
生
の
情
熱
的
な
法
話
で
す 

お
非
時
（
昼
食
）
あ
り 

午
前
十
時
～ 

お
盆
・
歓
喜
絵
（

住
職

） 

法
要
・
法
話
で
泣
き
人
を
偲
び
ま
す 

軽
食
・
花
火
あ
り 

午
後
六
時
～ 

春
季
彼
岸
・
永
代
経
法
会
（

成
田
屋
紫
蝶 

師

） 

落
語
と
法
話
で
楽
し
く
過
ご
し
ま
す 

お
非
時
（
昼
食
）
あ
り 

午
前
十
時
～ 

修
正
会 

お
正
月
の
お
勤
め
で
す 

簡
単
な
お
節
も
準
備
し
ま
す 

午
前
十
一
時
～ 

 


