
 

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
（
土
）
午
後
二
時
（逮
夜
）
～ 

第
十
三
世
住
職 

大
慈
院
釋
義
教 

二
十
三
回
忌 

第
十
三
世
坊
守 

願
楽
院
釋
尼
清
幸 

七
回
忌 

併
修 

 

七
日
（
日
）
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 

 

※
今
年
度
は
お
斎(

御
膳)

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た

、

六
日
晩
の
お
初
夜
は
あ
り
ま
せ
ん 

法
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
供
物
ご
仏
前
等
ご
辞
退
申
し
上
げ
ま
す
。 

お
参
り
の
折
は
、
マ
ス
ク
着
用
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。 

ご
留
意
く
だ
さ
い
。 
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報 ほ
う 

恩 お
ん 

講 こ
う 

今
年
も
、
真
宗
寺
院
や
御
門
徒
宅
な
ど
で
報
恩
講
が
営
ま
れ
る
時
期
に
入
り

ま
し
た
。 

 

報
恩
講
は
、
本
願
寺
三
世
の
覚
如
上
人
が
、
親
鸞

し

ん

ら

ん

聖
人
の
三
十
三
回
忌
に
『
報

恩
講
私
記
』
を
撰
述
し
た
こ
と
が
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
宗
祖
親
鸞
聖
人
の

命
日
を
機
縁
に
、
救
主
阿
弥
陀
如
来
並
び
に
親
鸞
聖
人
の
御
恩
を
報
謝
す
る
法

要
、
集
い
の
こ
と
で
す
。
現
在
西
本
願
寺
で
は
、
新
暦
に
直
し
た
一
月
十
六
日

の
祥
月
命
日
ま
で
の
七
日
間
、「
御
正
忌
報
恩
講
」
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
全
国
か
ら
お
参
り
で
き
る
よ
う
に
「
お
取 と

り

越 こ

し

」
と
称
し
て
、
事
前
に
各
寺
院
・

御
門
徒
な
ど
で
営
ま
れ
て
き
ま
し
た
。 

私
は
、
阿
弥
陀
様
や
宗
祖
の
御
恩
を
報
ず
る
と
は
、
同
時
に
先
祖
や
ま
わ
り

の
人
々
、
大
自
然
の
恵
み
な
ど
、
私
に
届
け
ら
れ
て
い
る
は
た
ら
き
「
恩
」
を

感
じ
取
る
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

「
報
恩

ほ

う

お

ん

」
と
い
い
ま
し
て
も
、
自
分
に
は
ど
ん
な
働
き
が
届
け
ら
れ
て
い
る

の
か
、
私
は
何
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
「
知 ち

恩 お

ん

」
と
い
う
こ
と
が
最

初
に
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
「
報
恩
」
の
気
持
ち
が
湧
い
て
き
ま

せ
ん
。
人
間
は
、
自
分
の
力
だ
け
で
生
き
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
も
、
そ
ん
な

人
は
誰
も
い
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な
人
や
物
に
支
え
ら
れ
、
生
か
さ
れ
て
い
る

と
い
う
の
が
私
の
い
の
ち
の
事
実
で
す
。
そ
う
「
知
恩
」
し
、
気
づ
い
て
い
く

と
「
あ
り
が
た
い
な
」「
う
れ
し
い
な
」
と
い
う
「
感
恩

か

ん

お

ん

」、
感
謝
の
気
持
ち
が

湧
い
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
「
報
恩
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。 

「
知
恩
」→

「
感
恩
」→

「
報
恩
」
の
順
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
、「
知
恩
」
が
大

切
で
す
。 

 

人
間
と
っ
て
、
こ
の
「
知
恩
」
が
ど
ん
な
に
大
切
な
こ
と
か
。
報
恩
講
に
よ

せ
て
、
そ
の
重
要
な
意
義
を
再
確
認
し
、
真
宗
の
最
も
大
切
な
年
中
行
事
と
し

て
先
人
た
ち
は
今
日
ま
で
伝
え
て
く
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

  
 

人
生
は
苦
な
り 

 

釈
尊
は
「
人
生
は
苦
な
り
」
と
説
か
れ
ま
し
た
。
人
間
は
、
ど
ん
な
状
態
に

あ
ろ
う
と
も
「
苦
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

何
故
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
。 

我
々
の
心
の
中
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
出
会
い
や
出
来
事
を
苦
し
み
に
変
え
て
い

く
シ
ス
テ
ム
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
我
執

が

し

ゅ

う

・
煩
悩

ぼ

ん

の

う

」
で
あ
る
。
そ

の
我
執
煩
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
、
さ
と
り
で
あ
り
、
苦
か
ら
逃
れ
た
真

の
幸
福
で
あ
る
と
釈
尊
は
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

そ
れ
で
は
、
ど
う
や
っ
た
ら
我
執
煩
悩
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
く
の
か
。 

そ
れ
は
私
の
「
い
の
ち
の
事
実
」
へ
の
目
覚
め
、
そ
こ
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ



を
受
け
取
っ
て
い
く
歩
み
の
中
に
展
開
さ
れ
て
い
く
も
の
と
、
仏
教
は
教
え

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

普
段
は
、
こ
れ
は
自
分
の
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
確
か
に
そ
う
い
う
私
が

い
ま
す
。
し
か
し
、
事
実
は
ど
う
な
の
か
と
点
検
し
て
い
く
と
怪 あ

や

し
く
な
っ
て

き
ま
す
。 

私
で
し
た
ら
、
両
親
を
ご
縁
に
そ
の
先
を
遡

さ
か
の
ぼ

る
と
限
り
な
い
先
祖
と
の
つ

な
が
り
の
な
か
で
、
生
ま
れ
ま
し
た
。
自
分
の
意
志
で
こ
の
環
境
を
選
ん
だ
わ

け
で
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
的
に
与
え
ら
れ
た
命
で
す
。
そ
の
命
も
、
心
臓
一
つ
、

血
液
の
流
れ
一
つ
、
自
分
の
力
で
動
か
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大

自
然
の
恵
み
も
あ
り
ま
す
。
私
の
意
志
を
超
え
た
、
私
の
命
を
生
か
そ
う
と
す

る
不
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
「
は
た
ら
き
」
に
よ
っ
て
、
生
か
さ
れ
て

い
る
命
で
す
。 

こ
の
命
を
持
続
さ
せ
て
い
く
に
は
、
他
の
動
植
物
の
命
を
殺
さ
な
け
れ
ば
生

き
て
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
最
近
は
「
コ
ロ
ナ
禍
」
と
い
う
こ
と
で
、
人
に
会

え
な
い
の
で
寂
し
い
と
い
う
方
が
結
構
お
ら
れ
ま
し
た
。
人
は
、
家
族
や
友
人

な
ど
多
く
の
人
と
の
つ
な
が
り
や
支
え
の
な
か
で
、
喜
ん
だ
り
、
悲
し
ん
だ
り
、

生
き
る
勇
気
を
も
ら
っ
た
り
、
つ
な
が
り
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
。
商
品
一
つ

買
う
に
し
て
も
、
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
が
関
係
し
繋
が
っ
て
い
る
こ
と

か
。 

こ
の
よ
う
に
点
検
し
て
い
く
と
、
私
の
つ
く
っ
た
私
の
命
と
は
言
い
難
く
、

「
無
限
の
つ
な
が
り
」
や
「
は
た
ら
き
」
の
な
か
で
生
か
さ
れ
支
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
の
が
、「
い
の
ち
の
事
実
」
で
し
た
。 

私
の
も
の
と
は
言
え
な
い
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
仮
に
集
ま
っ
て
命
の
形
を
作

っ
て
い
る
。
釈
尊
は
そ
の
こ
と
を
「
縁
起
」
と
名
付
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

他
の
動
植
物
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
生
滅
変
化
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
人
間
は
途
中
か
ら
、
こ
れ
は
私
だ
と
い
う
「
自
我
」
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ

う
す
る
と
自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
幸
せ
だ
、
喜
び
だ
と
い

う
、
都
合
の
良
い
自
分
に
執
着
す
る
私
が
生
ま
れ
ま
す(

我
執)

。 

た
と
え
ば
、
釈
尊
は
老
・
病
・
死
に
思
い
至
っ
た
か
ら
、
何
故
そ
の
こ
と
を

苦
と
し
て
し
か
受
け
取
れ
な
い
の
か
。
そ
れ
が
出
家
の
動
機
で
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。「
老
」
の
反
対
は
「
若
」、「
病
」
の
反
対
は
「
健
康
」、「
死
」

の
反
対
は
「
長
生
き
と
か
、
生
」
で
す
。
い
の
ち
の
本
体
（
根
源
）
か
ら
す
る

と
こ
れ
ら
は
形
の
変
化
に
過
ぎ
ず
共
に
百
点
満
点
の
命
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
人

間
は
「
若
」「
健
康
」「
長
生
き
」
が
良
い
こ
と
だ
と
執
着
し
ま
す
。
し
か
し
、

い
の
ち
の
本
体
は
、
違
う
道
理
で
動
い
て
い
ま
す
か
ら
、
私
の
思
う
よ
う
に
は

な
ら
ず
煩
悩
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

病
気
に
な
る
と
苦
し
い
。
こ
の
苦
し
み
は
、
早
く
お
医
者
さ
ん
に
行
っ
て
病

気
を
治
し
健
康
に
な
っ
て
幸
せ
に
な
っ
て
く
れ
よ
、 

 
(

裏
面
に
続
く) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（
中
面
か
ら
の
続
き
） 

と
い
う
健
康
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
に
思
い
ま

す
。
で
す
が
、
釈
尊
は
そ
れ
は
、
い
の
ち
の
本
体
か
ら
の
我
執
煩
悩
に
気
づ
い

て
く
れ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
受
け
取
ら
れ
た
。 

親
鸞
聖
人
は
、阿
弥
陀
様
の
願
い
を
海
に
譬
え
ら
れ
て
い
ま
す
。私
た
ち
は
、

そ
の
海
の
表
面
の
波 な

み

飛
沫

し

ぶ

き

な
ん
で
す
。そ
れ
を
自
分
の
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
本
体
（
本
源
）
は
海
に
も
た
と
え
ら
れ
ま
す
が
、
無
限
の
つ
な
が
り
の
中

の
い
の
ち
で
す
。
そ
の
こ
と
を
仏
教
で
は
「
如 に

ょ

」(

一
つ)

と
表
現
し
て
い
ま
す
。

か
た
ち
の
無
い
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
無
限
な
つ
な
が
り
で
す
か
ら
、
良

く
分
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
私
の
た
め
に
人
格
的
か
た
ち
と
な
っ
て
現
れ
、
気

づ
け
と
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
姿
を
、
如
か
ら
来
た
人
「
如
来

に

ょ

ら

い

」
と
仏

教
で
は
表
現
し
て
い
ま
す
。 

『
こ
の
一
如

い

ち

に

ょ

宝 ほ

う

海 か

い

よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
て
、法
蔵

ほ

う

ぞ

う

菩
薩

ぼ

さ

つ

と
な
の
り
た
ま

ひ
て
、
無
碍

む

げ

の
ち
か
ひ
を
お
こ
し
た
ま
ふ
を
た
ね
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏

あ

み

だ

ぶ

つ

と
な
り

た
ま
ふ
』(

一
念
多
念
証
文)

と
親
鸞
聖
人
は
い
た
だ
か
れ
て
い
ま
す
。
梵
名

ぼ

ん

め

い

の

ア
ミ
タ
ー
バ(

無
量
の
光
＝
空
間
的
無
限)

、ア
ミ
タ
ー
ユ
ス(

無
量
の
命
＝
時
間

的
無
限)

の
二
つ
が
合
わ
さ
っ
た
言
葉
が
阿
弥
陀
で
す
。
そ
の
阿
弥
陀
如
来
の

全
体
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
に
込
め
て
、気
づ
け
よ
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し

て
届
け
ら
れ
て
い
る
。 

私
は
、
死
ぬ
ま
で
我
執
煩
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
常
に
い
の
ち
の
本
体
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
き
な
が
ら
、
自
分
の
我

執
煩
悩
に
気
づ
き
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

他
の
動
植
物
を
殺
さ
ず
に
は
生
き
て
い
け
な
い
。
或
い
は
、
自
己
中
心
的
な

我
執
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
自
分
の
実
態
に
対
す
る
懺
悔

ざ

ん

げ

も
、
い
の

ち
の
本
体
の
は
た
ら
き
に
気
づ
く
機
縁
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

 

報
恩
の
営
み 

こ
う
い
う
「
知
恩
」
の
営
み
か
ら
、
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
感
恩
」、

感
謝
の
喜
び
が
湧
い
て
く
る
。
そ
れ
が
「
報
恩
」
へ
と
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。

「
い
の
ち
の
事
実
」（
本
源
）
で
は
、
み
ん
な
ど
こ
か
で
繋
が
り
関
係
し
合
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
私
が
幸
せ
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
繋
が
っ
て
い

る
み
ん
な
が
幸
せ
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
私
の
幸
せ
も
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
自
分
の
こ
と
よ
り
も
関
わ
っ
て
い
る
み
ん
な
の
為
に
、
自
分
を
捨
て
て

生
き
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
が
「
報
恩
」
の
営
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
極
楽

の
世
界
（
真
の
幸
福
）」
が
ひ
ら
け
て
い
く
と
仏
教
は
教
え
て
い
ま
す
。 

報
恩
講
で
は
、
こ
う
い
う
こ
と
も
味
わ
い
直
し
て
み
た
い
こ
と
で
す
。 
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