
■ 

報
恩
講
の
ご
案
内 

昨
年
と
同
様
に
、
感
染
対
策
を
し
て
勤
め
ま
す
。 

・
暖
房
を
強
力
に
し
て
、
窓
な
ど
に
て
換
気
し
ま
す 

・
お
参
り
の
際
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
願
い
ま
す 

・
堂
内
三
〇
名
の
人
数
制
限
の
場
合
あ
り 

 

事
前
に
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
席
を
確
保
し
ま
す 

・
お
斎
（
昼
食
）
と
雅
楽
は
中
止
し
ま
す 

 

午
前
・
午
後
共
お
参
り
で
昼
食
に
お
困
り
の
方
は 

 

ご
相
談
下
さ
い 

真
宗
寺
院
で
最
も
大
切
な
行
事
で
す
。

「

善

悪

」
を

超

え

る

 

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り

と
信
じ
て
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂

取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
。 

弥
陀
の
本
願
に
は
、
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
、
た
だ
信
心
を
要
と

す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
罪
悪
深
重
・
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん

が
た
め
の
願
に
ま
し
ま
す
。 

し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る

べ
き
善
な
き
が
ゆ
ゑ
に
。
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た

ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
ゆ
ゑ
に
と
云
々
。 

〈
歎
異
抄
・
第
一
条
〉 

善
い
こ
と
を
す
れ
ば
好
か
れ
る
し
、
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
嫌
わ
れ
る
。 

逆
に
云
う
と
、
他
人
の
評
価
が
、
私
の
善
悪
の
基
準
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

恋
人
だ
け
に
は
嫌
わ
れ
た
く
な
い…

 

等
と
考
え
る
と
判
断
の
対
象
が
限
定
的
と
な
り
、 

も
っ
と
多
く
の
人
か
ら
嫌
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

状
況
に
よ
っ
て
人
々
の
捉
え
方
が
変
わ
っ
て
、
善
悪
が
ひ
っ
く
り
返
る
こ
と
も
茶
飯
事
で
す
。 

だ
か
ら
善
悪
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
生
き
方
が
ブ
レ
て
し
ま
い
ま
す
。 

裁
判
官
の
よ
う
に
他
人
を
評
価
す
る
と
ギ
ス
ギ
ス
し
ま
す
。 

成
功
が
善
で
、
失
敗
は
悪
。
け
れ
ど
、
そ
の
失
敗
が
成
功
を
導
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

真
面
目
に
考
え
た
ら
、
迷
惑
を
掛
け
て
ば
か
り
で
、
悪
で
し
か
在
り
得
な
い
よ
う
な
私
。 

そ
ん
な
私
を
も
嫌
わ
ず
、
微
笑
ん
で
「頑
張
れ
」と
励
ま
し
て
下
さ
る
は
た
ら
き
が
本
願
で
す
。 

そ
の
功
徳
を
感
じ
れ
ば
、
例
え
ば
絶
望
の
中
の
私
で
も
、
そ
れ
活
か
す
道
が
拓
か
れ
ま
す
。 

念
仏
に
歩
ま
れ
た
方
々
の
姿
の
中
に
、
そ
の
事
実
が
実
証
さ
れ
て
い
ま
す
。 
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●

阿
弥
陀
経
ノ
ー
ト 

⑦ 

正
宗
分
・
勧
念
仏
往
生 

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

ま
た
舎
利
弗

し

ゃ

り

ほ

つ

、
極
楽
国
土
に
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

生
ま
る
ゝ
者
は
、
皆
こ
れ
阿
毘
跋
致

あ

び

ば

つ

ち

な
り
。
そ

の
中
に
多
く
一
生
補
処

い
っ
し
ょ
う
ふ
し
ょ

あ
り
。
そ
の
数
甚
だ
多
し
。
こ
れ
算
数

さ
ん
じ
ゅ

の
能
く
之
を
知
る
所

に
非あ

ら

ず
。
但
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫

む

り

ょ

う

む

へ

ん

あ

そ

う

ぎ

こ

う

を
以
て
説
く
べ
し
。 

舎
利
弗
、
衆
生
聞
か
ん
者
は
応
当

ま

さ

に
発
願
し
、
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
う
べ
し
。

所
以

ゆ

え

は
何

い
か
ん

。
是か

く

の
如
き
の
諸
の
上
善
人
と
倶と

も

に
一
処
に
会
う
こ
と
を
得
れ
ば
な
り
。 

舎
利
弗
、
少
善
根
福
徳
の
因
縁
を
以
て
は
、
彼
の
国
に
生
る
ゝ
こ
と
を
得
べ
か
ら

ず
。 

〈
仏
説
阿
弥
陀
経
・
書
き
下
し
〉 

・
衆
生
生
者 

こ
の
段
落
を
極
楽
往
生
後
（
果
位
）/
往
生
前
（
因
位
）
の
ど
ち
ら
で
読

む
か
議
論
が
あ
る
。
け
れ
ど
、
弥
陀
の
功
徳
が
生
死
の
境
を
超
え
さ
せ
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
往
生
を
目
指
す
者
（
因
位
）
の
姿
と
し
て
よ
い
か
。 

・
阿
毘
跋
致 

自
利
利
他
を
行
ず
る
菩
薩
道
に
あ
る
上
級
階
位
の
一
つ
。 

善
悪
な
ど
相
対
的
な
迷
い
の
世
界
に
退
転
し
な
い
位
（
不
退
転
の
位
）。 

・
一
生
補
処 

仏
の
働
き
を
補
う
処
、
菩
薩
道
の
最
高
位
（
等
正
覚
）。 

利
他
（
衆
生
利
益
）
の
為
に
成
仏
を
留
ま
っ
た
菩
薩
（
還
相
の
菩
薩
）。 

衆
生
を
導
く
化
仏
の
は
た
ら
き
を
す
る
者 

・
無
量
無
辺…

 

人
知
の
想
像
を
絶
し
て
余
る
程
の
数
。 

宇
宙
の
歴
史
と
拡
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
文
言
。 

・
上
善
人 

相
対
的
な
善
人
で
な
く
、
右
記
の
菩
薩
な
ど
、
私
を
導
き
育
て
る
者
。 

す
で
に
別
れ
た
人
を
も
含
む
。 

・
倶
会
一
処 

一
処
は
極
楽
浄
土
。
自
他
を
超
え
て
「
大
悲
の
い
の
ち
」
と
な
る
再
会
。 

そ
の
再
会
を
前
提
に
す
る
と
、
全
て
の
縁
が
慈
し
ま
れ
て
く
る
か…

 

・
少
善
根
福…

 

仏
の
功
徳
を
知
ら
ず
、
現
世
を
嫌
い
、
来
世
を
求
め
た
諸
々
の
善
行
。 

相
対
的
な
善
悪
の
基
準
に
囚
わ
れ
て
す
る
、
自
力
の
修
行
。 

・
廻
向
さ
れ
る
自
利
利
他 

「
死
ん
だ
ら
星
に
な
る
」
は
、
生
き
た
姿
が
人
々
を
照
ら
し
続
け
る
と
い
う
意
味
で
、
絶

妙
な
表
現
だ
と
思
う
。
け
れ
ど
星
に
も
明
る
さ
の
等
級
や
色
等
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
時
に
は

逆
説
的
に
輝
く
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
私
と
し
て
は
、
北
極
星
の
よ
う
に
有
益
に
輝
く
星
と

な
り
、
褒
め
ら
れ
た
い
が
、
こ
の
思
い
が
既
に
迷
い
の
始
ま
り
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
す

れ
ば
、
利
他
を
行
う
こ
と
も
、
そ
れ
を
自
利
と
喜
ぶ
こ
と
も
、
「
私
」
の
限
界
を
越
え
て
い

る
の
だ
と
知
ら
れ
て
く
る
。
真
の
自
利
利
他
は
如
来
か
ら
廻
向
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
私
の

手
の
内
に
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。 

で
は
、
私
と
し
て
、
ど
の
様
に
生
き
た
ら
良
い
の
だ
ろ
う
か…

 

・
他
力
の
菩
薩
道
と
は 

私
に
は
善
に
憧
れ
、
悪
を
畏
れ
る
心
が
あ
る
。
け
れ
ど
、
そ
れ
は
自
己
都
合
に
汚
染
さ
れ

て
い
て
、
知
覚
し
う
る
範
囲
も
狭
く
相
対
的
で
あ
り
、
真
の
善
悪
か
ら
は
遠
い
と
云
わ
ざ
る

お
え
な
い
。
そ
ん
な
善
悪
を
生
活
の
指
針
と
し
て
も
安
定
せ
ず
、
人
生
航
路
は
迷
い
の
迷
路

に
彷
徨
っ
て
し
ま
う
。 

だ
か
ら
、
迷
っ
て
も
笑
顔
を
忘
れ
な
い
生
き
方
が
大
切
な
の
だ
と
思
う
。
迷
い
を
前
提
と

し
て
、
善
悪
を
超
え
て
見
せ
る
笑
顔
こ
そ
、
利
他
の
姿
な
の
だ
ろ
う
。 

俱
会
一
処
の
浄
土
を
願
い
、
浄
土
を
背
景
と
す
れ
ば
、
大
き
な
悲
し
み
や
苦
難
の
中
で
も

笑
顔
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
じ
境
遇
を
過
ご
し
、
過
ご
し
去
っ
た
人
を
想
っ
た
時
に
、

自
然
に
コ
ワ
バ
リ
が
解
れ
る
。
他
に
利
せ
ら
れ
て
（
他
利
）
仕
上
が
っ
た
微
笑
み
が
、
同
じ

境
遇
の
人
を
利
し
て
い
く
（
利
他
）。
他
利
と
利
他
の
間
で
、
私
が
育
て
ら
れ
て
い
く
。 

そ
れ
が
他
力
の
菩
薩
道
だ
と
思
う
。 

・
不
退
転
の
慶
び 

育
ち
ゆ
く
慶
び
の
中
で
、
私
は
も
う
悪
を
畏
れ
な
い
。
失
敗
を
重
ね
て
も
、
ど
ん
な
境
遇

に
至
っ
て
も
「
平
気
で
」
生
き
て
ゆ
け
る
。
舎
利
弗
に
は
、
そ
ん
な
自
信
が
漲
っ
て
い
た
。 



聖

人

が

化

仏

と

仰

い

だ

人

々 
聖
徳
太
子 5

7
4

～6
2

1
 

「
和
国
の
教
主/

観
音
菩
薩
の
化
身
」 

用
明
天
皇
の
子
で
、
推
古
天
皇
時
代
の
皇
太
子
（摂
政
）。 

朝
廷
内
で
の
権
力
闘
争
の
激
し
い
時
代
に
、
仏
教
を
基
軸
と
し
て
、 

争
い
の
な
い
国
作
り
を
目
指
し
た
（
十
七
条
憲
法
）。 

寺
院
を
多
く
建
立
し
、
法
華
経
等
深
く
学
ん
だ
（三
経
義
疏
）。 

後
に
太
子
信
仰
が
広
ま
り
、
聖
人
も
尊
崇
さ
れ
た
（十
一
首
和
讃
）。 

法
然
上
人 

1
1
3

3

～1
2

1
2

「
源
空
勢
至
菩
と
示
現
し/

あ
る
い
は
弥
陀
と
顕
現
す
」 

法
然
房
源
空
上
人
。
智
慧
第
一
の
法
然
房
と
尊
称
さ
れ
た
人
。 

貴
族/

僧
侶/

民
衆
の
隔
た
て
な
く
、
能
力
や
資
質
も
問
わ
な
い
、 

人
々
が
平
等
に
救
わ
れ
て
い
く
道
、
念
仏
の
教
え
を
説
き
広
め
た
。 

日
本
浄
土
教
の
開
祖
（
選
択
本
願
念
仏
集
）。 

聖
人
は
、
面
授
六
年
の
上
人
を
、
離
別
後
も
生
涯
の
師
と
な
し
た
。 

恵
信
尼
公 

1
1
8

2
?

～1
2

6
8

?

「
六
角
堂
の
夢
告
」 

聖
人
の
妻
で
、
来
歴
に
諸
説
あ
る
人
（
以
下
は
畑
龍
英
説
に
依
る
）。 

西
本
願
寺
に
娘
へ
の
手
紙
が
残
っ
て
お
り
（
恵
信
尼
消
息
）、 

手
紙
に
は
聖
人
を
観
音
菩
薩
の
化
身
と
見
た
夢
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

聖
人
に
法
然
を
紹
介
し
、
百
日
の
六
角
堂
参
籠
を
支
え
た
。 

聖
人
は
救
世
観
音
の
夢
告
を
得
て
、
恵
信
尼
を
生
涯
の
妻
と
し
た
。 

い
な
か
の
人
々 

越
後
国
流
罪
以
降 

聖
人
は
京
都
の
中
流
貴
族
に
生
ま
れ
て
、
比
叡
山
で
修
業
し
た
。 

民
衆
の
暮
ら
し
は
、
山
の
修
行
に
比
し
て
も
厳
し
か
っ
た
。 

工
夫
し
な
が
ら
自
然
と
闘
う
生
活
の
中
に
念
仏
の
声
が
響
く
。 

愚
鈍
の
身
に
な
し
て
、
た
だ
一
向
に
念
仏
す
べ
し
（一
枚
起
請
文
）。 

法
然
上
人
の
遺
訓
が
姿
と
な
っ
て
い
る
。 

そ
の
姿
を
化
仏
と
仰
が
な
か
っ
た
筈
は
な
い
と
私
は
思
う
。 

 

聖
徳
太
子
と
親
鸞
聖
人
は
仏
々
想
念 

 

聖
徳
太
子
は
、
我
が
国
の
文
化
の
創
始
者
で
あ
り
、
そ
の
文
化
の
中
心
に
は
、
常
に
仏

教
精
神
を
据
え
て
、
国
民
の
心
を
ま
と
め
て
い
こ
う
と
さ
れ
ま
し
た
。 

 

憲
法
十
七
条
の
制
定
は
、
そ
の
精
神
の
最
た
る
も
の
で
す
。
第
一
条
の
「和
を
以
て
貴

し
と
な
す
」も
、
第
二
条
の
「篤
く
三
宝
を
敬
え
。
三
宝
と
は
仏
・法
・僧
な
り
」も
、
そ

し
て
第
十
条
の
「わ
れ
必
ず
し
も
聖
に
あ
ら
ず
、
か
れ
必
ず
し
も
愚
に
あ
ら
ず
、
と
も
に

是
れ
凡
夫
な
ら
く
の
み
」も
す
べ
て
仏
の
教
え
に
依
っ
て
の
平
和
思
想
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
平
和
へ
の
願
い
は
、
一
四
〇
〇
年
後
の
今
日
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
の
人
々
の
心
を
潤
し
て
き
ま
し
た
。 

 

鎌
倉
時
代
初
期
に
出
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
は
、
そ
の
日
ぐ
ら
し
を
し
て
い
る
庶
民
こ
そ

が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
、
真
の
ほ
と
け
の
教
え
で
は
な
い
と
い
う
立
場
で
し
た
か
ら
、
聖

徳
太
子
の
教
え
が
そ
の
ま
ま
ほ
と
け
の
教
え
で
あ
る
と
い
た
だ
か
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
だ
か
ら
聖
人
は
、
太
子
を
「日
本
の
お
釈
迦
さ
ま
で
あ
る
」と
褒
め
讃
え
ら
れ
、
『皇

太
子
聖
徳
奉
讃
』と
い
う
ご
和
讃
ま
で
お
つ
く
り
に
な
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
聖
人
は
、
ご
自
分
の
求
道
遍
歴
の
中
で
、
転
機
に
立
つ
た
び
に
太
子
の
ご
示
現

を
仰
が
れ
た
話
は
有
名
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
聖
人
は
「太
子
の
お
導
き
が
な
か
っ
た

ら
、
真
宗
の
教
え
も
な
か
っ
た
」と
ま
で
お
の
べ
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
さ
に
仏
々

相
念
の
お
心
で
あ
り
ま
す
。 

 

私
た
ち
真
宗
の
ご
縁
に
あ
う
も
の
は
、
こ
の
聖
人
の
心
を
心
と
し
て
、
太
子
を
仰
ぎ

七
高
僧
と
も
ど
も
御
影
を
掲
げ
て
、
お
慕
い
申
し
上
げ
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。 

高
田
本
山
・ひ
と
く
ち
法
話N

o
9

2
 
―

聖
徳
太
子
９―

  

右
は
「
高
田
本
山H

P

」
よ
り
転
載
し

ま
し
た
。
他
に
も
掲
載
多
数
あ
り
。 

「
高
田
本
山
」
で
検
索
下
さ
い
。 

上
は
、
当
山
本
堂
に
掛
か
っ
て
い
る

太
子
の
尊
像
で
す
。 



行

事

予

定

～
令
和
五
年
～ 

コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
為
、
昼
食
中
止
等
、
内
容
変
更
の
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、 

日
時
の
変
更
は
な
い
予
定
で
す
。 

本

山

の

特

別

法

要

ご

案

内

 

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年 

立
教
開
宗
八
百
年 

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌 

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌 

法
要
テ
ー
マ 

弥
陀
の
よ
び
声
『

な
も
あ
み
だ
ぶ
つ

』
を 

聞
い
て
ゆ
こ
う 

期
間 

令
和
五
年
五
月
二
十
一
日
（

日

）
～
二
十
八
日
（

日

） 

勤
行
は
午
前
十
一
時
～ 

本
山
が
長
く
準
備
を
し
て
き
た
五
十
年
に
一
度
の
勝
縁
で
す
、 

特
別
講
演
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
等
も
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
、
是
非
お
参
り
下
さ
い
。 

コ
ロ
ナ
の
状
況
が
良
け
れ
ば
、
団
体
参
拝
も
企
画
し
ま
す
。
ご
期
待
下
さ
い
。 

 

‡

後

記

 

○ 

お
坊
さ
ん
は
儀
式
用
に
中
啓
と
い
う
扇
子
の
よ
う
な
物
を
持
ち
ま
す
。
開
か
な
い
よ
う

に
紐
で
縛
っ
て
あ
っ
て
、
本
来
の
用
途
は
判
り
ま
せ
ん
。 

座
る
と
き
に
は
、
こ
れ
の
先
端
を
畳
に
つ
け
て
柄
を
落
と
し
ま
す
。
小
さ
な
衝
撃
が
伝

わ
っ
て
近
く
の
虫
た
ち
が
逃
げ
る
の
で
、
不
用
意
な
殺
生
を
防
ぎ
ま
す
。 

急
に
寒
く
な
り
、
虫
た
ち
は
長
く
鳴
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
球
温
暖
化
が
原
因
だ
と
す

れ
ば
、
知
ら
ず
に
多
く
の
い
の
ち
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
事
に
な
り
ま
す
。 

寺
で
は
、
秋
の
樹
木
消
毒
を
し
ま
し
た
が
、
植
栽
を
護
る
為
と
は
い
え
、
こ
れ
も
虫
た

ち
に
は
大
迷
惑
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

森
は
、
多
様
な
動
植
物
が
、
競
争
も
す
る
け
れ
ど
、
化
学
物
質
等
を
交
換
し
合
い
な
が

ら
共
生
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
（NHK

ｽﾍﾟｼｬﾙ

）。
其
々
は
共
生
な
ど
意
識
せ
ず
勝

手
な
活
動
を
し
て
い
る
の
に
、
全
体
と
し
て
共
生
を
構
成
し
て
い
る
ら
し
い
。 

そ
ん
な
森
の
神
秘
に
接
し
て
、
何
故
だ
ろ
う…

 

救
わ
れ
た
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。 

二 

～ 

十
二 

月 

 
 
 
 

毎
月
一
日  

 

十
二
月 

十
一
月 

九 

月 

八 

月 

三 

月 

一 

月 
九 十 三 

二
十
四 

十
五 

二
十
一 

一 

日 日 日 日 日 日 日 (

土

) 

(

日

) 

(

金
・
祝) 

(

日

) 

 

(

火

) 

(

火
・
祝) 

(

日
・
祝) 

月
例
会 

毎
月
一
日 

午
後
二
時 

～ 
 

日
時
変
更
の
場
合
が
あ
り
ま
す 

 
 
 
 

 
 
 

寺
に
ご
確
認
下
さ
い 

報
恩
講 

御
開
山
聖
人
御
恩
に
報
い
る
法
会
で
す 

二
日
目
の
み
お
非
時
（
昼
食
）
あ
り 

一
日
目 

午
後
一
時
半
～ 

二
日
目 

午
前
十
時
、
午
後
一
時
半
～ 

本
山
納
骨
堂
法
会
・
団
体
参
拝 

本
山
へ
貸
切
り
バ
ス
に
て
団
体
参
拝
し
ま
す 

午
前
六
時
半
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
～
、
午
後
一
時 

お
盆
・
歓
喜
会
（
住
職
） 

法
要
・
法
話
で
亡
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
～
、
午
後
一
時 

修
正
会 

お
正
月
の
お
勤
め
で
す 

簡
単
な
お
節
を
準
備
し
ま
す 

午
前
十
一
時
～ 


