
報
恩
講
法
要

尊
光
寺
の
報
恩
講
法
要
は
、
左
の
日
程
に
て
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

ど
な
た
様
も
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
お
参
り
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内

い
た
し
ま
す
。

【

月

日
（
土
）
】

12

18

午
後
１
時
よ
り
法
要
・
法
話

午
後
５
時
よ
り
お
斎

午
後
６
時
よ
り
逮
夜
法
要
・
法
話
・
御
伝
鈔
拝
読
解
説

【

月

日
（
日
）
】

12

19

午
前

時
よ
り
門
徒
総
永
代
経
法
要
・
法
話

10

お
昼
頃
お
斎

午
後
１
時
よ
り
御
満
座
法
要
・
法
話
・
御
伝
鈔
拝
読
解
説

報
恩
講
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
を
ご
縁
と
し
て
、
親
鸞
聖
人

の
遺
徳
を
讃
え
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
の
教
え
に
出
会
え
た
こ
と

を
慶
ば
せ
て
い
た
だ
く
、
浄
土
真
宗
の
大
切
な
法
要
で
す
。

【
法
話
講
師
】
川
上
順
之

師

（
広
島
県
法
泉
寺
）

布
教
使
と
し
て
バ
リ
バ
リ
活
躍
中

の
イ
ケ
メ
ン
。
優
し
い
語
り
口
調
で
、
難

し
い
と
感
じ
る
仏
教
の
話
も
ス
ッ
と
心

に
届
く
と
評
判
の
若
手
の
先
生
で
す
。

昨
年
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
を
う
け
、
短
縮
日
程
に
て
法
要
を

勤
め
ま
し
た
が
、
今
年
は
対
策
を
行
い
な
が
ら
通
常
日
程
に
て
勤
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
手
洗
い
、
う
が
い
、マ
ス
ク
着
用
の
上
お
参
り
く
だ

さ
い
。

【
お
当
番
】
八
幡
組
で
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（
大
野
島
・
八
幡
・
定
松
・
伊
月
・
山
野
上
・
切
幡
・
古
田
）

正
信
偈
講
座
㉙

（
赤
い
経
本
一
四
㌻
）

弥
陀
仏
本
願
念
仏

邪
見
驕
慢
悪
衆
生

み

だ

ぶ
つ

ほ
ん

が
ん

ね
ん

ぶ
つ

じ
や

け
ん

き
よ
う

ま
ん

な
く

し
ゆ

じ
よ
う

信
楽
受
持
甚
以
難

難
中
之
難
無
過
斯

し
ん

ぎ
よ
う

じ
ゆ

じ

じ
ん

に

な
ん

な
ん

ち
ゆ
う

し

な
ん

む

か

し

【
訓
読
】
弥
陀
仏
の
本
願
念
仏
は
、
邪
見
・
驕
慢
の
悪

衆
生

、
信
楽

み

だ

ぶ
つ

ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ

じ
や
け
ん

き
よ
う
ま
ん

あ
く
し
ゆ
じ
よ
う

し
ん
ぎ
よ
う

受
持
す
る
こ
と
、は
な
は
だ
も
つ
て
難
し
。
難
の
な
か
の
難
こ
れ

じ
ゆ

じ

か
た

な
ん

な
ん

に
過
ぎ
た
る
は
な
し
。

す

【
現
代
語
訳
】
阿
弥
陀
仏
の
「

必

ず
救
う
我
に
ま
か
せ
よ
、
我
が
名
を

か
な
ら

す
く

わ
れ

わ

な

称
え
よ
」
と
い
う
本
願
念
仏
の
お
救
い
を
、
お
ご
り
・
た
か
ぶ
り

と
な

ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ

・
よ
こ
し
ま
な
心
の
者
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
を
は
か
ら
い

疑
っ
て
し
ま
い
、
信
じ
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
が
難
し
い
。
難
の
中
の
難

で
あ
り
、こ
れ
以
上
難
し
い
こ
と
は
な
い
ほ
ど
難
し
い
。

前
回
は
、「
仏
言
広
大

勝

解
者

是
人

名

分
陀
利
華
」
の
部
分
で

ぶ
つ

ご
ん
こ
う

だ
い
し
よ
う

げ

し
や

ぜ

に
ん
み
よ
う
ふ
ん

だ

り

け

し
た
。
仏
さ
ま
は
、
お
念
仏
を
よ
ろ
こ
ぶ
者
を
、「
仏
さ
ま
の
お
心
を
よ
く

聞
い
て
く
れ
た
、
白
い
蓮
華
の
よ
う
な
尊
い
姿
だ
」
と
誉
め
て
く
だ
さ
る
と

味
わ
い
ま
し
た
。

今
回
は
続
く
、「
弥
陀
仏
本
願
念
仏

邪
見

驕

慢
悪
衆

生

み

だ

ぶ
つ
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ

じ
や
け
ん
き
よ
う
ま
ん
な
く
し
ゆ
じ
よ
う

信

楽

受
持
甚
以
難

難

中

之
難
無
過
斯
」の
部
分
で
す
。

し
ん
ぎ
よ
う
じ
ゆ

じ

じ
ん

に

な
ん

な
ん
ち
ゆ
う

し

な
ん

む

か

し

前
回
ま
で
の
部
分
は
、
仏
さ
ま
が
私
た
ち
を
「
必
ず
救
う
」
と
は
た
ら

か
れ
、そ
れ
を
よ
ろ
こ
ぶ
者
の
姿
に
つ
い
て
説
か
れ
ま
し
た
が
、
今
回
の
部

分
は
そ
れ
と
は
逆
の
姿
で
、
仏
さ
ま
の
お
救
い
を
信
じ
る
こ
と
が
難
し
い

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

「
邪
見
」
と
は
、よ
こ
し
ま
な
見
解
で
あ
り
、
正
し
い
因
果
の
道
理
に
背

じ
や
け
ん

き
、
自
分
勝
手
な
見
解
の
こ
と
で
す
。「
驕
慢
」
と
は
、
お
ご
り
た
か
ぶ
る

心
で
、
自
分
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
い
、
他
の
意
見
や
教
え
を
聞
く
耳
を

持
た
な
い
こ
と
を
言
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、「
そ
の
ま
ま
で
え
え
か
ら
、
必

ず
救
う
、
我
に
ま
か
せ
よ
」
と
い
う
仏
さ
ま
の
願
い
を
、そ
の
ま
ま
受
け
入

れ
ず
、
疑
っ
て
い
る
姿
の
者
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

私
た
ち
は
普
段
、
自
分
の
経
験
し
て
き
た
こ
と
が
一
番
確
か
だ
と
思

っ
て
生
活
し
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
、こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
、
仕
事
で
も

家
庭
で
も
上
手
く
い
く
あ
る
種
の
方
程
式
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
で
し

ょ
う
。
私
の
妻
で
あ
る
な
ら
ば
、
花
を
時
々
贈
れ
ば
可
愛
ら
し
い
笑
顔
を

見
せ
て
く
れ
る
、マ
カ
ロ
ン
を
買
っ
て
く
れ
ば
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
る
、ア
レ
を

す
る
と
機
嫌
が
悪
い
、と
言
っ
た
具
合
で
し
ょ
う
か
。

一
方
、
ま
だ
経
験
し
た
こ
と
の
無
い
こ
と
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ど
こ
か

不
安
で
一
歩
踏
み
出
せ
ず
、
今
ま
で
の
経
験
か
ら
判
断
を
勝
手
に
下
し

て
し
ま
い
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
さ
な
子
ど
も
達
は
、
経

験
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
臆
す
る
こ
と
無
く
飛
び
込
ん
で
い
く
場
面
を
よ

く
見
ま
す
。
初
め
て
の
保
育
園
で
、
す
ぐ
に
お
友
達
が
で
き
る
と
い
う
の

も
良
い
例
で
す
。
大
人
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
仲
間
と
打
ち
解
け
る
の
に

時
間
が
か
か
っ
た
り
す
る
も
の
で
す
。

同
じ
よ
う
に
、
ま
だ
見
た
こ
と
も
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
極
楽
浄
土

が
あ
る
よ
、と
私
た
ち
に
勧
め
て
く
だ
さ
っ
て
も
、
お
念
仏
一
つ
で
救
わ
れ

て
ま
い
る
ん
だ
、と
お
聞
か
せ
頂
い
て
も
、
な
か
な
か
う
な
ず
け
な
い
姿
が

こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
の
経
験
を
た
よ
り
と
し
物
事
を
判
断

し
て
い
る
私
の
姿
で
あ
り
ま
す
。「
邪
見
」
の
者
は
「
お
浄
土
と
い
う
世
界

な
ん
て
あ
る
も
の
か
」
と
思
い
、「
驕
慢
」
の
者
は
「
自
分
の
力
で
お
さ
と

り
へ
近
づ
け
る
は
ず
だ
」
と
思
い
、
仏
さ
ま
の
願
い
に
な
か
な
か
う
な
ず
け

な
い
の
で
す
。

仏
さ
ま
は
、
お
さ
と
り
の
目
か
ら
見
る
と
、
浄
土
と
い
う
世
界
が
あ
る
、

迷
っ
て
い
る
あ
な
た
を
念
仏
一
つ
で
救
お
う
と
は
た
ら
い
て
い
る
よ
と
、
私

た
ち
に
伝
え
よ
う
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
お
経
で
あ
り
ま

す
。
な
か
な
か
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
私
こ
そ
、
救
い
の
目
当
て
で

あ
る
よ
と
、
願
い
を
か
け
て
私
を
喚
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

よ

す
。仏

さ
ま
の
話
に
出
会
う
と
言
う
こ
と
は
、「
邪
見
」「
驕
慢
」の
心
を
持

っ
て
い
る
者
は
他
の
誰
で
も
な
く
、こ
の
私
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
、
そ
の

私
を
「
救
う
ぞ
、
ま
か
せ
て
く
れ
よ
」
と
お
慈
悲
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
仏
さ
ま
に
出
会
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

仏
さ
ま
の
お
慈
悲
を
信
じ
る
こ
と
が
難
し
い
の
は
、
仏
教
が
難
し
い
の

で
は
な
く
、
自
分
の
都
合
で
仏
さ
ま
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
私
の
側
に

問
題
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
疑
う
私
を
ど
こ
ま
で
も
ど

こ
ま
で
も
、
救
お
う
と
な
さ
れ
て
い
る
仏
さ
ま
、
そ
の
仏
こ
そ
阿
弥
陀
仏

と
い
う
仏
さ
ま
で
あ
り
ま
す
。
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
、
仏
さ
ま
を
疑
い
、

救
わ
れ
が
た
い
こ
の
私
が
、
念
仏
に
出
遇
い
、
救
い
の
目
当
て
で
あ
っ
た
と

知
ら
さ
れ
、
必
ず
救
わ
れ
て
い
く
慶
び
を
、
改
め
て
こ
こ
に
親
鸞
聖
人
は

記
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、「
正
信
偈
」
は
親
鸞
聖
人
が
お
つ
く
り
に
な
っ
た
信
心
の
歌
で

あ
り
ま
す
が
、こ
こ
ま
で
の
部
分
は
、『
無
量
寿
経
』と
い
う
お
経
に
基
づ

い
て
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
救
い
を
慶
ば
れ
た
部
分
で
す
。こ
こ
か
ら
後
に
続

く
部
分
は
、
イ
ン
ド
よ
り
中
国
、
日
本
へ
と
南
無
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を

伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
高
僧
方
の
ご
指
南
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
救
い

を
慶
ば
れ
た
部
分
が
始
り
ま
す
。そ
の
お
話
は
、
次
回
。
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お
稚
児
参
り

月
の
天
気
の
良
い
日
、
子
ど
も
達
が
稚
児
参
り
に
来
て
く
れ
ま
し

11
た
。
稚
児
参
り
は
、
仏
さ
ま
へ
の
ご

挨
拶
。
か
わ
い
い
衣
装
に
身
を
包

み
、
仏
さ
ま
に
そ
の
成
長
を
奉
告

し
、
仏
の
子
と
し
て
手
を
合
せ
る

姿
を
有
縁
の
方
々
と
慶
ぶ
場
で

す
。内

容
は
、
短
い
お
勤
め
、
仏
さ
ま

の
お
話
、
焼
香
の
十
五
分
ほ
ど
で

終
わ
り
ま
す
。
特
に
決
ま
っ
た
日
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
相
談
の
上
、
参

拝
く
だ
さ
い
。
身
長
な
ど
を
教
え

て
頂
け
れ
ば
衣
装
の
手
配
を
致
し

ま
す
。

ふ
す
ま
絵
奉
納

こ
の
夏
、
ご
門
徒
の
大
塚
康
弘
さ

ん
に
よ
っ
て
、
書
院
の
襖
に
絵
が
描
か

れ
ま
し
た
。
大
塚
康
弘
さ
ん
の
描
く

絵
は
曼
荼
羅
の
よ
う
な
微
細
画
が

ベ
ー
ス
と
な
っ
た
生
命
感
あ
ふ
れ
る

も
の
。
数
年
前
に
は
ア
メ
リ
カ
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
個
展
を
開
催
。
心
に
映
る

文
様
を
表
現
し
て
い
る
。
６
月
に
は

大
塚
さ
ん
有
縁
の
方
々
が
集
い
、
お

披
露
目
会
が
催
さ
れ
た
。

絵
の
感
想
は
見
る
人
そ
れ
ぞ
れ
。

多
く
の
方
の
目
に
触
れ
て
も
ら
い
様

々
に
思
い
を
交
え
て
く
れ
る
こ
と
が

楽
し
み
。
ご
先
祖
が
こ
の
絵
を
見
た

ら
何
と
言
う
だ
ろ
う
か
。
慶
ん
で
く

れ
れ
ば
と
、
語
っ
て
く
れ
た
。

秋
山
さ
ん
制
作
の
藍
染
の
襖
絵
と
あ
わ
せ
、
尊
光
寺
の
新
た
な
名
所

に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
参
拝
の
折
に
御
覧
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

法
要
・
行
事
の
ご
案
内

コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
、
法
要
・
行
事
の
際
は
マ
ス
ク
す
る
な
ど
咳
エ
チ
ケ

ッ
ト
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
ま
た
消
毒
液
を
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利

用
い
た
だ
き
、
手
洗
い
を
こ
ま
め
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

◎

報
恩
講
は
表
の
ご
案
内
の
通
り
で
す
。

◎

除
夜
の
鐘

【

月

日

夜

時

分
頃
よ
り

つ
き
始
め
】

12

31

11

40

ど
な
た
様
も
、
ご
一
緒
に
除
夜
の
鐘
を
つ
き
ま
し
ょ
う
。
お
念
仏
と
と

も
に
新
た
な
年
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。

◎

春
の
彼
岸
会
永
代

経
法
要

ひ

が
ん

え

え
い

た
い
き
よ
う

【
３
月

日
（
月
）
】
午
後
１
時

法
要
・
法
話

21

【
３
月

日
（
火
）
】
午
後
１
時

法
要
・
法
話

22

※

日
は
仏
教
婦
人
会
総
会
を
兼
ね
て
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。

22

【
法
話
講
師
】
藤
井
真
隆

師
（
香
川
県
）

◎

本
山
・
大
谷
本
廟
参
拝
団

【
日
帰
】
５
月

日
（
日
）
費
用1

5
0
0
0

円

29

【
一
泊
】
５
月

～

日

費
用3

5
0
0
0

円
（
岐
阜
方
面
）

29

30

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
等
に
よ
り
予
定
が
変
わ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
分
骨
納
骨
や
法
名
授
与
な
ど
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

副
住
職
担
当
、
徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
の
ご
案
内

各
講
座
、受
講
生
募
集
中
で
す
。

■

仏
教
講
座『
御
文
章(

ご
ぶ
ん
し
よ
う)

』
■

「
聖
人
一
流
の
～
」
。浄
土
真
宗
中
興
の
祖
、蓮
如
上
人
が
門
信
徒
へ
宛

て
た
手
紙
が『
御
文
章
』で
す
。
宗
祖
、
親
鸞
聖
人
の
念
仏
の
教
え
を
や
さ

し
く
説
か
れ
た『
御
文
章
』を
、
原
文
に
沿
っ
て
読
み
解
き
、
仏
教
と
は
何

か
、念
仏
と
は
何
か
、一
緒
に
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

●
毎
月
第
３
金
曜
日

時
半
～

時

月
額

3
3
0
0

円

10

12

■

親
鸞
聖
人
と『
歎
異
抄(

た
ん
に
し
よ
う)

』
■

「
悪
人
こ
そ
が
救
わ
れ
る

」『
歎
異
抄
』に
は
昔
か
ら
多
く
の
人
々
の
心

!?

を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
言
葉
が
つ
ま
っ
て
い
ま
す
。人
間
ら
し
い
矛
盾
を
抱

え
な
が
ら
生
き
抜
か
れ
た
親
鸞
聖
人
の
言
葉
を
丁
寧
に
読
み
解
き
あ
じ

わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

●
毎
月
第
２
月
曜
日

時
半
～

時

月
額

3
3
0
0

円

13

15

【
教
室
・
申
込
先
】

徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
徳
島
本
校

徳
島
市
寺
島
本
町
西

-

ア
ミ
コ
東
館

階

1

5

7

T
E
L
0
8
8
-6
1
1
-3
3
5
5

徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
は
、
徳
島
本

校
（
川
内
）と
徳
島
駅
前
校
（
ア
ミ
コ
九
階
）が
ひ
と

つ
に
な
り
、
徳
島
駅
前
ア
ミ
コ
ビ
ル
七
階
に
移
動
し
、

新
し
く
徳
島
本
校
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

令和４年 年忌表
令和４年の法事と亡くなった年

1周忌 令和 ３（２０２１）年

3回忌 令和 ２（２０２０）年

7回忌 平成２８（２０１６）年

13回忌 平成２２（２０１０）年

17回忌 平成１８（２００６）年

25回忌 平成１０（１９９８）年

33回忌 平成 ２（１９９０）年

50回忌 昭和４８（１９７３）年

61回忌 昭和３７（１９６２）年

100回忌 大正１２（１９２３）年

150回忌 明治 ６（１８７３）年

200回忌 文政 ６（１８２３）年

250回忌 安永 ２（１７７３）年

300回忌 享保 ８（１７２３）年

過去帳やお位牌をご覧ください。

徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

新
春
特
別
講
座

仏
教
講
話
「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
仏
さ
ま
」

新
た
な
年
の
始
ま
り
を
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
お
念
仏
と
と
も
に
迎
え
、

確
か
な
足
ど
り
で
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

【
日
時
】…
１
月

日（
土
）

時

分
～

時

22

13

30

15

【
持
参
品
】…
筆
記
用
具

【
費
用
】…2

7
5
0

円

（
特
別
講
座
は
入
会
金
な
し
で
受
講
で
き
ま
す
）

【
講
師
】…
副
住
職

赤
松
信
映

【
教
室
・
申
込
先
】

徳
島
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
徳
島
本
校

徳
島
市
寺
島
本
町
西

-

ア
ミ
コ
東
館

階

1

5

7

T
E
L
0
8
8
-6
1
1
-3
3
5
5



尊
光
寺

宗
祖
親
鸞
聖
人

御
正
忌
報
恩
講
法
要

ご

し

よ

う

き

ほ

う

お

ん

こ

う

令
和
三
（20

2
1

）
年

【
十
二
月
十
八
日
（
土
）
】

午
後
一
時

お
勤
め
と
法
話

午
後
五
時

お
斎
（
食
事
）

と
き

午
後
六
時

大
逮
夜
法
要

お
勤
め
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話

お
お

た
い

や

【
十
二
月
十
九
日
（
日
）
】

午
前
十
時

門
徒
総
永
代
経
法
要

お
勤
め
と
法
話

も
ん

と

そ
う
え
い
た
い
き
よ
う

お
昼

お
斎
（
食
事
）

と
き

午
後
一
時

報
恩
講
御
満
座
法
要

お
勤
め
・
御
伝
鈔
拝
読
・
法
話

ほ
う

お
ん
こ
う

ご

ま
ん

ざ

【
ご
講
師
】

本
願
寺
派
布
教
使

川
上
順
之

師

（
広
島
県
神
石
高
原
町

法
泉
寺
）

布
教
使
と
し
て
バ
リ
バ
リ
活
躍
中
の
イ
ケ
メ
ン
。

優
し
い
語
り
口
調
で
、
難
し
い
と
感
じ
る
仏
教
の

話
も
ス
ッ
と
心
に
届
く
と
評
判
の
若
手
の
先
生
で

す
。

ど
な
た
さ
ま
も
、
ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

■
報
恩
講
と
は

ほ

う

お

ん

こ

う

報
恩
講
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
（
ご
正
忌
）を
ご
縁
と
し
て
、阿
弥
陀
如
来
の
お
救
い

し
ん
ら
ん

を
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
く
法
要
で
す
。
正
し
く
お
念
仏
の
い
わ
れ
を
聞
き
、
身
に
い
た
だ
い
て
、
真

実
信
心
の
行
者
に
な
る
こ
と
が
聖
人
の
ご
恩
に
報
い
る
道
で
あ
り
、こ
の
法
要
は
浄
土
真
宗
門

徒
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
お
勤
め
で
す
。

親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
は
弘
長
二
年
十
一
月
二
十
八
日（
西
暦1

2
6
3/1/1

6

）で
あ
り
、尊
光

寺
で
は
十
二
月
第
三
日
曜
日
と
そ
の
前
日
（
令
和
三
年
は
十
二
月
十
八
日
と
十
九
日
）に

お
勤
め
し
ま
す
。

■
御
伝
鈔
拝
読

ご

で
ん
し
よ
う

本
願
寺
第
三
代
覚
如
上
人
は
、
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳

を
讃
仰
す
る
た
め
に
、そ
の
生
涯
を
文
章
と
絵
で
交
互
に

描
い
た
絵
巻
物
を
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
後
に
、
文
章
と
絵
が

分
け
ら
れ
、そ
れ
ぞ
れ『
御
伝
鈔
』「
御
絵
伝
」と
呼
ば
れ
る

ご
で
ん
し
よ
う

ご

え

で
ん

よ
う
に
な
り
ま
す
。

報
恩
講
の
折
に
、こ
の「
御
絵
伝
」（
四
幅
）を
南
余
間
に

お
掛
け
し
、『
御
伝
鈔
』を
拝
読
し
て
宗
祖
の
ご
生
涯
を
し

の
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
副
住
職
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
て
解

説
し
ま
す
。

■
お
斎（
食
事
）

と
き

尊
光
寺
で
は
、
報
恩
講
参
拝
の
お
接
待
と
し
て
、
参
拝

の
皆
様
に
精
進
料
理
が
当
番
よ
り
支
度
さ
れ
ま
す
。
予
約

な
ど
は
不
要
で
す
。
ど
な
た
さ
ま
も
、お
参
り
さ
れ
、
ど
う

ぞ
伝
統
の
お
膳
に
お
着
き
く
だ
さ
い
。(

十
九
日
の
昼)

■
執
行
当
番

本
年（
令
和
三
年
）の
お
当
番
は
、
八
幡
組
（
大
野
島
・
八
幡
・
定
松
・
伊
月
・
山
野
上
・
切
幡
・

古
田
）で
す
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
と
し
て
、
手
洗
い
う
が
い
、マ
ス
ク
を
着
用
な
さ
る
な
ど
、
十
分
に

お
気
を
つ
け
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。お
寺
は
程
好
く
換
気
さ
れ
て
お
り
ま
す
。


