
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 

十
五
日
（
日
）
午
後
二
時
（逮
夜
）
～ 

 

午
後
七
時
（初
夜
）
～ 

十
六
日
（
月
）
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 

十
五
日
逮
夜
の
み
で
十
六
日
は
あ
り
ま
せ
ん 
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苦
悩
か
ら
の
解
放 

 

 

お
釈
迦
さ
ま
（
釋
尊
）
は
「
人
生
は
苦
な
り
」
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
「
苦
」
を
感
じ
ま
す
か
ら
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、

「
苦
な
り
」
と
は
、
人
生
は
「
自
分
の
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と

を
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

私
で
し
た
ら
、
寺
に
生
ま
れ
よ
う
と
思
っ
た
の
で
も
な
い
の
に
、
生
ま
れ
て
み

た
ら
、
寺
の
息
子
で
あ
っ
た
。「
生
」
は
自
分
で
は
選
べ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
と
、

せ
っ
か
く
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、い
つ
ま
で
も
若
く
て
健
康
で
長
生

き
が
し
た
い
。
そ
う
思
っ
て
も
、
自
分
の
思
い
と
は
関
係
な
く
、
や
が
て
年
を
取

り
病
気
に
な
っ
て
、死
に
た
く
も
な
い
の
に
死
ん
で
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、人
生
は
自
分
の
思
い
通
り
に
は
な
ら
な

い
と
い
う
、根
本
的
な
苦
悩
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。 

 

確
か
に
、
人
生
に
は
楽
し
い
時
や
幸
福
を
感
じ
る
時
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
時
に
お
い
て
も
根
本
的
な
苦
悩
は
解
決
さ
れ
た
と
は
言
え
ず
、た
だ
忘
れ
て

い
る
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
諸
行
無
常
」
は
厳
然
と
し
た
真
実
で
す

か
ら
、
楽
し
さ
や
幸
福
は
必
ず
壊
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
あ
る
も

の
が
無
く
な
っ
て
い
く
、
そ
こ
に
不
安
や
苦
悩
を
感
じ
る
の
も
事
実
で
す
。
大
無

量
寿
経
に
は
『
田
あ
れ
ば
田
に
憂
へ
、
宅
あ
れ
ば
宅
に
憂
ふ
。〈
中
略
〉
田
な
け 

れ
ば
、
ま
た
憂
へ
て
田
あ
ら
ん
こ
と
を
欲お

も

ふ
。
宅
な
け
れ
ば
ま
た
憂
へ
て
宅
あ
ら

ん
こ
と
を
欲 お

も

ふ
』
と
、
田
や
家
が
有
れ
ば
、
ど
う
や
っ
て
維
持
し
よ
う
、
無
く
し

て
は
大
変
だ
と
憂
い
悩
む
。
ま
た
、
田
や
家
が
無
け
れ
ば
、
何
と
か
し
て
ほ
し
い

と
憂
い
悩
む
。
有
っ
て
も
無
く
て
も
苦
悩
す
る
、
私
た
ち
の
生
活
の
あ
り
様
を
言

い
当
て
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

実
は
、
私
た
ち
は
楽
し
い
時
も
幸
福
を
感
じ
る
時
も
、
根
本
的
な
苦
悩
の
構
造

か
ら
は
、
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
の
か
。 

釋
尊
は
、
そ
の
原
因
は
自
己
中
心
的
な
執 と

ら

わ
れ
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い

も
の
に
執
着
す
る
心
（
煩
悩
）
だ
と
見
抜
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
諸
行
無
常
」

と
い
う
こ
と
は
、
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
常
住
の
実
体
と
い
う
も
の
は
な
い
。
あ
ら

ゆ
る
も
の
は
生
滅
変
化
を
繰
り
返
す
と
い
う
不
変
の
真
実
で
す
。
い
つ
ま
で
も
変

わ
ら
な
い
私
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
私
た
ち
は
「
若
く
て
、
健

康
で
、
長
生
き
す
る
」
こ
と
が
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
幸
せ
な
こ
と
だ
と
い
う
自

分
に
都
合
の
良
い
あ
り
方
に
、
執
わ
れ
て
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
私

の
願
い
や
夢
も
、
殆
ん
ど
「
我
執

が
し
ゅ
う

」（
煩
悩
）
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
で
し
ょ
う
か
。 

そ
う
す
る
と
、
私
の
与
え
ら
れ
た
命
の
事
実
は
、「
年
を
取
り
、
病
気
に
な
っ



て
、
死
ん
で
い
く
」
と
い
う
私
の
思
い
と
は
全
く
逆
の
現
実
で
す
。
私
の
願
い
や

生
き
る
意
味
が
、
我
執
（
煩
悩
）
か
ら
出
て
い
る
限
り
、
命
の
現
実
に
よ
っ
て
必

ず
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。苦
し
み
や
空
し
さ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。 

釈
尊
は
、
そ
う
い
う
私
た
ち
に
、
苦
悩
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
て
そ
れ
か
ら
解

放
さ
れ
る
、
さ
と
り
と
安
ら
ぎ
に
至
る
道
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
釈
尊
滅
後
で
す
。
在
家
信
者
に
と
っ
て
、

釈
尊
の
教
え
は
、
理
屈
と
し
て
は
理
解
で
き
て
も
、

出
家
し
て
僧
侶
と
な
り
実
践
す
る
こ
と
は
不
可
能

に
近
い
こ
と
で
し
た
。煩
悩
の
執
わ
れ
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
い
私
た
ち
に
さ
と
り
に
到
る
道
な
ど
あ
る
の

か
。
ど
の
よ
う
に
生
き
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
か
。 

い
や
、
在
家
信
者
の
ま
ま
、
救
わ
れ
て
い
く
道
、
さ
と
り
に
到
る
道
が
あ
る
こ

と
を
説
か
れ
て
い
か
れ
た
は
ず
で
あ
る
。そ
こ
に
こ
そ
釈
尊
成
仏
の
目
的
が
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

そ
う
い
う
圧
倒
的
多
数
の
在
家
信
者
の
、仏
道
を
求
め
て
い
こ
う
と
い
う
歩
み 

の
中
か
ら
、
釈
尊
が
残
さ
れ
た
教
え
の
再
構
築
が
は
じ
ま
り
、
大
乗
仏
教
は
生
ま

れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
生
き
方
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
は
や
は
り
釋
尊
で
し
た
。
こ
の
世
で
我
執

（
煩
悩
）
か
ら
解
放
さ
れ
さ
と
り
を
開
か
れ
た
の
は
、
歴
史
上
た
だ
一
人
釋
尊
で

す
。
そ
の
釈
尊
は
、
さ
と
り
を
ひ
ら
い
た
後
、
ど
の
よ
う
に
生
き
ら
れ
た
の
か
。 

そ
れ
は
、
自
分
の
た
め
に
生
き
ら
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
涯
を
通
じ
て

悩
め
る
人
を
救
い
続
け
て
、他
者
の
た
め
に
生
き
ら
れ
た
人
生
で
し
た
。つ
ま
り
、

悟
り
を
ひ
ら
く
と
い
う
「
自
利
」（
智
慧
）
は
、
同
時
に
他
者
を
救
い
、
他
者
の
た

め
に
生
き
る
と
い
う
「
利
他
」（
慈
悲
）
と
一
つ
で
は
な
い
の
か
。
む
し
ろ
、
他
者

の
た
め
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
い
う
こ
と
の
中
味

で
あ
る
。 

釈
尊
の
生
き
ざ
ま
か
ら
再
確
認
さ
れ
た
大
乗
仏
教
の
さ
と
り
の
境
地
は
、
自
利

利
他
の
完
成
、
他
者
の
た
め
に
慈
悲
利
他
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

ま
た
、
釋
尊
滅
後
在
家
信
者
を
中
心
に
、
釈
尊
の
前
生
の
物
語
（
ジ
ャ
ー
タ
カ

物
語
）
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
釈
尊
在
世
当
時
は
、
す
で
に
輪
廻
転
生
、
因

果
応
報
と
い
う
考
え
は
社
会
に
浸
透
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
思
想
は
、
身
分
差
別

で
あ
る
カ
ー
ス
ト
制
度
を
支
え
て
い
て
、
釈
尊
は
そ
れ
か
ら
の
解
放
を
説
か
れ
た

の
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
僧
侶
集
団
が
積
極
的
に
関
わ
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
く
、 

お
そ
ら
く
在
家
集
団
中
心
の
作
業
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

こ
の
世
で
さ
と
り
を
開
か
れ
た
釈
尊
は
、
さ
ぞ
か
し
前
世
で
善
行
を
積
み
重
ね

て
来
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。 

 

〈
裏
面
へ
つ
づ
く
〉 



 
〈
中
面
か
ら
続
く
〉 

そ
う
い
う
善
因
の
積
み
重
ね
が
、
こ
の
世
で
さ
と
り
と
い

う
楽
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
と
。 

現
存
す
る
パ
ー
リ
仏
典
に
は
、
五
四
七
の
前
世
物
語
（
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
）
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
釈
尊
は
九
一
劫
年
前
、
ス
メ
ー
ダ
と
い
う
苦
行

者
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
時
、
デ
ィ
ー
パ
ン
カ
ラ
と
い
う
仏
（
燃 ね

ん

灯
仏

と
う
ぶ
つ

）
に
出
遇

い
深
く
感
動
し
て
、「
世
の
人
々
を
救
う
仏
と
な
ら
う
」
と
誓
願
を
起
こ
し
、
菩
薩

と
し
て
の
修
行
を
は
じ
め
ま
す
。
菩
薩

ぼ

さ

つ

と
は
、
菩
提
薩
埵

ぼ

だ

い

さ

つ

た

の
略
語
で
す
。
他
者
の
救

済
を
願
い
、
自
利
利
他
の
完
成
で
あ
る
さ
と
り
（
菩
提

ぼ

だ

い

）
を
求
め
て
修
行
す
る
人
々

（
薩
埵

さ

つ

た

）
と
い
う
意
味
で
す
。
釈
尊
の
さ
と
り
を
求
め
て
歩
む
前
世
の
姿
が
菩
薩
と

表
現
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
ス
メ
ー
ダ
青
年
の
姿
を
見
た
デ
ィ
ー
パ
ン
カ
ラ
仏
は
、「
汝
は
遥 は

る

か
未
来
に

釈
迦
如
来
と
い
う
仏
と
な
る
。
そ
の
た
め
九
一
劫
と
い
う
年
月
、
五
百
十
数
回
生
ま

れ
変
わ
っ
て
菩
薩
の
修
行
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
必
ず
仏
に
な
る
と
い
う
保
証
の

予
言
で
あ
る
「
授
記

じ

ゅ

き

」
と
い
う
も
の
を
授
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
授
記

じ

ゅ

き

の
通
り
ス
メ
ー

ダ
は
五
五
〇
回
生
ま
れ
変
わ
り
、
菩
薩
の
善
行
を
積
ん
で
、
今
世
に
お
い
て
釈
迦
如

来
と
い
う
仏
と
な
っ
た
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
菩
薩
行
を
書
か
れ
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
に
は
、時
に
は
動
物
に
生
ま
れ
変
わ 

り
、
他
者
の
救
済
の
た
め
に
、
慈
悲
行
や
布
施
行
を
実
践
し
て
い
く
。
他
者
の
た
め

に
自
ら
の
命
を
捨
て
て
い
く
「
捨
身

し
ゃ
し
ん

」
の
話
が
、
綿
々
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。 

他
者
の
た
め
に
生
き
る
と
い
う
菩
薩
行
の
繰
り
返
し
の
中
に
釈
尊
の
さ
と
り
の

完
成
が
あ
り
、
そ
の
生
き
様
は
、
必
ず
仏
に
な
る
道
で
あ
る
と
デ
ィ
ー
パ
ン
カ
ラ
仏

は
授
記
を
与
え
て
い
る
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
釈
尊
前
世
物
語
の
作
成
や
、更
に
は
釋
尊
を
讃
歎
す
る
作
業
も
同
時

に
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
最
終
的
に
は
、
釈
尊
と
そ
の
教
え
の
永
遠
性
と
普
遍
性

を
讃
歎
す
る
こ
と
が
最
高
の
も
の
と
な
り
ま
す
。
釈
尊
こ
そ
「
無
量
寿
・
無
量
光
」

で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
大
乗
仏
教
に
は
沢
山
の
諸
仏
（
諸
々
の
仏
方
）
が
登
場
し

て
き
ま
す
が
、
釈
尊
の
さ
と
り
も
諸
仏
の
さ
と
り
も
同
じ
は
ず
で
す
か
ら
、
釈
尊
も

含
め
て
諸
仏
は
皆
「
無
量
寿
・
無
量
光
」
に
な
り
ま
す
。
こ
の
無
量
寿
（
ア
ミ
タ
ー

ユ
ス
）・
無
量
光
（
ア
ミ
タ
ー
バ
）
が
合
わ
さ
っ
た
言
葉
が
阿
弥
陀
で
す
。
諸
仏
に

共
通
す
る
「「
無
量
寿
・
無
量
光
」
を
自
ら
の
名
乗
り
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
は
登
場

し
て
き
た
の
で
し
た
。
そ
こ
に
大
乗
仏
教
が
凝
縮
さ
れ
、
集
約
さ
れ
た
精
神
が
あ
る

よ
う
に
思
え
ま
す
。 

大
乗
仏
教
は
、
自
我
の
執
ら
わ
れ
に
気
づ
き
な
が
ら
、
自
他
は
一
如

い
ち
に
ょ

で
あ
る
と

い
う
阿
弥
陀
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
な
「
智
慧
」
の
う
な
が
し
を
受
け
続
け
て
い
く
。

そ
し
て
、
他
者
の
た
め
に
生
き
よ
う
と
す
る
「
慈
悲
」
の
と
こ
ろ
に
、
さ
と
り
へ
の

道
は
必
ず
開
か
れ
て
い
く
こ
と
を
教
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、ど
ん
な
苦
悩
も
い
と
わ
な
い
何
も
の
か
、 

精
神
を
見
出
す
こ
と
で
す
。
大
乗
仏
教
は
、
そ
の
こ
と
を
指
示

さ
し
し
め

し
て
く
れ
て
い
ま

す
。 
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文
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