
報 

恩 

講 

勤
修 

 左
記
の
と
お
り
今
年
度
の
報
恩
講
お
勤
め
い
た
し
ま
す 

お
参
り
く
だ
さ
い
ま
せ 

 

お
つ
と
め
の
時
間 

十
一
月 

六
日
（
火
）
午
後
二
時
（逮
夜
）
～ 

 

午
後
七
時
（初
夜
）
～ 

七
日
（
水
）
午
前
九
時
半
（満
日
中
）
～ 

 

布
教
使 

小
島 

信 
師 

射
水
市
堀
岡 

聞
光
寺
衆
徒 

 

※
お
斎
（
御
膳
）
は 

六
日
逮
夜
の
み
で
七
日
は
あ
り
ま
せ
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報
恩
講
と
は
、
ど
ん
な
行
事
な
の
か 

 

 

報
恩
講

ほ
う
お
ん
こ
う

と
は
、
宗
祖

し
ゅ
う
そ

親
鸞

し
ん
ら
ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

の
御
命
日
を
ご
縁
に
お
勤
め
す
る
法
座
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
一
二
六
三
年
一
月
十
六
日(

弘こ
う

長
ち
ょ
う

二
年
十
一
月
二
十
八
日)

、

九
十
歳
に
て
ご
往
生
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
月
十
六
日(

旧
暦
で
は
十
一
月
二

十
八
日)

が
祥
月

し
ょ
う
つ
き

命
日
に
あ
た
り
ま
す
。 

聖
人
の
亡
く
な
ら
れ
た
日
に
、
そ
の
恩
徳
を
偲
び
お
勤
め
を
し
、
仏
法
に
自

ら
の
生
き
方
を
学
び
直
そ
う
と
集
い
が
も
た
れ
ま
し
た
。
こ
の
集
い
を
「
講こ

う

」

と
い
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
、
親
鸞
聖
人
自
身
が
、
師
の
法
然
上
人
の
御
命
日

に
、
集
い
を
も
っ
た
こ
と
に
由
来
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

一
二
九
四(

永
仁

え
い
に
ん

二)

年
に
は
、
聖
人
の
曾
孫

ひ

ま

ご

に
あ
た
る
本
願
寺
第
三
代
の

覚
如

か
く
に
ょ

上
人

し
ょ
う
に
ん

が
親
鸞
聖
人
の
三
十
三
回
忌
に
際
し
、「
報
恩
講

ほ
う
お
ん
こ
う

私
記

し

き

」
を
著

あ
ら
わ

し
そ

の
お
徳
を
讃
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
集
い
を
報
恩
講
と
い

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
初
は
、
毎
月
の
命
日
に
お
勤
め
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
が
、
本
願
寺
第
八
代
蓮
如
上
人
の
頃
か
ら
、
年
に
一
度
祥
月
命
日
に
合
わ

せ
て
七
日
間(

七し
っ

中
夜

ち
ゅ
う
や)

お
勤
め
を
す
る
形
式
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
を

「
御
正
忌

ご
し
ょ
う
き

報
恩
講

ほ
う
お
ん
こ
う

」
と
い
い
ま
す
。 

 

 

こ
の
本
山
で
勤
ま
る
御
正
忌
報
恩
講
に
全
国
の
門
信
徒
が
こ
ぞ
っ
て
お
参

り
で
き
る
よ
う
に
と
、
前
も
っ
て
、
各
末
寺
や
各
ご
門
徒
の
家
庭
で
も
報
恩
講 

が
営
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
な
か
な
か
本
山
に
お
参
り
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
各
末
寺
で
も
御
正
忌
報
恩
講
が
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

で
す
か
ら
、
報
恩
講
と
は
、
直
接
的
に
は
親
鸞
聖
人
の
「
ご
恩
に
報
い
る
集

い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
聖
人
の
生
き
方
を
通
し
て
、
私
自
身
の
生
き

方
を
確
か
め
見
直
す
大
切
な
日
で
す
。 

 

先
人
は
、
こ
の
浄
土
真
宗
教
団
の
根
幹
を
な
す
最
も
重
要
な
報
恩
講
の
仏
事

を
、
七
百
年
を
超
え
る
長
い
歴
史
を
通
し
て
、
脈
々
と
受
け
継
ぎ
今
日
ま
で
大

切
に
お
勤
め
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 
 

親
鸞
聖
人
の
御
恩
と
は
何
か 

 

 

そ
れ
は
私
の
「
い
の
ち
」
の
真
実
を 

明
ら
か
に
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
願
い
と 

救
い
に
、
私
の
生
き
る
意
味
と
死
を
乗 

り
超
え
て
い
く
方
向
を
指
し
示
し
て
く 

だ
さ
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。 

 

そ
も
そ
も
釈
尊
は
何
に
目
覚
め
た
の 

で
し
ょ
う
か
。 

 

雑
阿
含

ぞ
う
あ
ご
ん

経
き
ょ
う

巻
十
二
に
は
『
こ
の
縁 



起
の
法
・
道
理
は
、
そ
の
法
を
覚
証

か
く
し
ょ
う

す
る
如
来

に
ょ
ら
い(

仏)

が
世
に
出
て
も
出
な
く
と

も
常

住

じ
ょ
う
じ
ゅ
う

で
あ
り
法ほ

う

住
じ
ゅ
う

（
ま
こ
と
と
し
て
定
ま
っ
て
い
る
も
の
）』
で
あ
る
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
私
の
与
え
ら
れ
て
い
る
命
の
事
実
を
「
縁
起

え

ん

ぎ

」
と
い
う
言

葉
で
、
表
現
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

縁
起
と
は
、
因
縁、
に
よ
っ
て
生
起、
し
て
い
る
と
い
う
言
葉
の
略
語
で
す
。
一
切

の
存
在
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
相
互
に
依
存
し
関
係
し
合
い
、
つ
な
が
っ
て
い

る
。
そ
れ
ら
が
、
無
数
の
原
因
と
条
件
に
よ
っ
て
（
因
縁
）、
仮
に
依
り
集
ま
っ

て
も
の
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
（
生
起
）。
そ
し
て
、
時
が
た
て
ば
、
条
件
が
変

わ
れ
ば
違
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
く
。
永
遠
不
滅
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な

い
。
常
に
消
滅
変
化
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

言
い
方
を
変
え
る
と
命
と
い
う
の
は
自
分
の
も
の
で
は
な
く
て
、
（
自
分
以

外
の
）
い
ろ
ん
な
も
の
が
仮
に
寄
り
集
ま
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
自
分
の
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
自
分
の
思
う
た
よ
う
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
私
は
、
与
え
ら
れ
て
い
る
命
を
自
分
の
も
の
だ
、
自
分
の
命
だ
と

し
か
思
え
て
い
ま
せ
ん
。 

今
、
私
の
命
を
「
生
・
老
・
病
・
死
」
と
表
現
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
私
の
一

生
で
す
。
そ
の
中
で
「
生
」
に
対
し
て
「
死
」、「
老
い
」
に
対
し
て
「
若
い
」、

「
病
気
」
に
対
し
て
「
健
康
」
を
分
け
て
み
ま
す
。
本
来
の
命
の
事
実
か
ら
す 

る
と
、
生
も
老
も
病
も
死
も
、
ど
れ
が
良
い
と
か
悪
い
と
か
な
く
、
共
に
ど
の

状
態
で
あ
ろ
う
と
百
点
満
点
の
命
を
生
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
「
若
い
」

と
か
「
健
康
」
と
か
「
長
生
き
」
す
る
こ
と
が
、
幸
せ
だ
喜
び
だ
と
思
っ
て
、

そ
れ
を
求
め
て
日
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
ま
す
。「
老
い
」
や
「
病
気
」
や
「
死
」

は
、
マ
イ
ナ
ス
点
で
あ
り
、
不
幸
の
ど
ん
底
の
よ
う
に
し
か
見
れ
ま
せ
ん
か
ら
、

そ
こ
に
苦
し
み
や
悩
み
を
感
じ
る
私
が
い
ま
す
。 

釈
尊
は
、
与
え
ら
れ
て
い
る
命
を
自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
し
た
い
と
い

う
「
我
執

が
し
ゅ
う

」
の
見
方
こ
そ
が
問
題
で
あ
り
、
苦
し
み
の
元
で
あ
る
と
気
づ
い
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

雑
阿
含
経
七
五
三
経
に
は
、(

比
丘)

『
尊
師
よ
、
不
死

ふ

し

、
不
死
と
言
わ
れ
ま
す

が
、
尊
師
よ
、
何
が
不
死
な
の
で
す
か
。
何
が
不
死
に
至
る
道
な
の
で
す
か
』。

(

仏
陀

ぶ

っ

だ)

『
比
丘

び

く

よ
、
お
よ
そ
貪
欲

と
ん
よ
く(

む
さ
ぼ
り
の
煩
悩

ぼ
ん
の
う)

の
滅
尽

め
つ
じ
ん

、
瞋
恚

し

ん

に(

い
か
り
の

煩
悩)

の
滅
尽
、
こ
れ
が
不
死
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
聖
道
こ
そ
が
不
死
（
涅
槃

ね

は

ん

）

に
至
る
道
で
あ
る
』
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
与
え
ら
れ
て
い
る
縁
起
な
る
命
を

自
分
の
我
執

が
し
ゅ
う

煩
悩

ぼ
ん
の
う

で
し
か
見
れ
な
い
。
そ
の
我
執
煩
悩
の
見
方
か
ら
解
放
さ
れ

（
縁
起
そ
の
ま
ま
に
生
き
れ
る
）
こ
と
が
、
死
を
乗
り
超
え
て
い
く
道
（
不
死
）

で
あ
り
涅
槃
に
至
る
道
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
仏
法
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、
一
義
的
に
は
、

病
気
が
治
っ
た
り
、
若
く
な
っ
た
り
、
長
生
き
を
す
る 

(

裏
面
へ
続
く) 



(

中
面
か
ら
の
続
き)  

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
素
晴
ら
し

い
こ
と
で
幸
せ
だ
と
い
う
見
方
（
我
執
煩
悩
）
か
ら
、
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
苦
悩
か
ら
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。 

  

縁
起
が
か
た
ち
を
現
す 

  

縁
起
と
い
う
こ
と
は
、
生
き
と
し

生
け
る
も
の
は
、
ど
こ
か
で
つ
な
が

り
関
係
し
、
支
え
合
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
へ
の
目
覚
め
を
促

う
な
が

し
ま
す
。 

 

親
鸞
聖
人
の
言
葉
で
い
え
ば
、『
一
切
の
有
情

う
じ
ょ
う

は
み
な
も
っ
て
世
々

せ

せ

生

々

し
ょ
う
じ
ょ
う

の

父
母
・
兄
弟
な
り
』(

歎
異
抄

た
ん
に
し
ょ
う

第
五
章
）
と
い
う
こ
と
で
す
。
命
の
あ
る
も
の
は

す
べ
て
み
ん
な
、
こ
れ
ま
で
何
度
と
な
く
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
て
き

た
中
で
、
父
母
で
あ
り
兄
弟
・
姉
妹
で
あ
っ
た
と
い
う
、
つ
な
が
り
や
関
係
へ

の
気
づ
き
で
す
。 

 

私
で
も
、
知
ら
な
い
と
こ
ろ
所
へ
行
っ
て
全
然
関
係
の
な
い
人
と
思
っ
て
い

た
人
が
、
私
と
関
係
す
る
人
だ
と
分
か
る
と
急
に
親
し
み
を
覚
え
た
り
、
困
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
親
身
に
何
か
し
て
あ
げ
た
い
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

縁
起
の
法
に
目
覚
め
た
釈
尊
は
、
す
べ
て
が
親
兄
弟
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
い
う
そ
の
奥
底
に
、
我
が
こ
と
の
よ
う
に
困
っ
て
い
る
者
を
助
け
た
い
。 

迷
っ
て
い
る
者
を
目
覚
め
さ
せ
救
い
た
い
と
い
う
、
は
た
ら
き
を
感
得
さ
れ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
は
た
ら
き
が
、
私
た
ち
に
分
か
る
よ
う
に
、
か
た
ち

と
な
っ
て
、
人
格
的
表
現
な
っ
て
現
れ
た
方
が
阿
弥
陀
様
で
あ
る
と
親
鸞
聖
人

は
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
様
と
い
う
方
が
西
方
浄
土
に
お
ら
れ
て
、
私
を
救
っ
て

下
さ
れ
る
と
い
う
い
た
だ
き
方
も
大
切
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
私

の
命
の
事
実
に
宿
っ
て
い
る
は
た
ら
き
を
阿
弥
陀
と
名
付
け
た
と
い
う
言
い

方
も
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。 

 

阿
弥
陀
様
は
す
べ
て
の
も
の
を
救
い
た
い
と
願
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
す
べ

て
の
も
の
を
救
い
た
い
と
い
う
願
い
は
、
私
の
命
の
事
実
で
あ
る
縁
起
そ
の
も

の
の
願
い
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
そ
の
願
い
を
念
仏
に
込
め
て
、
こ
れ
は
本
当
は
あ
な
た
の
願
い
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
か
と
、
私
に
届
け
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
は
阿
弥
陀
如
来
の
願
い
の
中
に
、
私
の
生
き
る
意
味
と
方
向
を
指

し
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
し
た
。 

(

文
責 

住
職) 

 

 


