
        

 

去
る
十
月
二
十
四
日
、
宗
祖
親
鸞
（
し
ん
ら
ん
）
聖
人
の
御
命
日
法
要
『
報
恩

講
』
が
勤
修
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
七
百
五
十
七

年
目
。
私
ま
で
阿
弥
陀
（
あ
み
だ
）
の
教
え
が
届
い
た
こ
と
を
、
共
に
感
謝
し
、

私
の
生
き
方
を
も
う
一
度
見
つ
め
る
一
日
で
も
あ
り
ま
す
。 

 
 

前
日
に
台
風
が
襲
来
し
、
不
安
の
中
で
の
準
備
で
し
た
が
、
台
風
一
過
の
秋
晴

れ
の
良
い
お
天
気
で
み
な
さ
ま
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

午
前
十
一
時
三
十
分 

《
お
斎
（
と
き
）
》 

前
日
か
ら
同
朋
会
（
ど
う
ぼ
う
か
い
）
員
の 

み
な
さ
ん
で
準
備
し
て
き
た
お
斎
を
い
た
だ
き 

ま
し
た
。 

献
立
は
「
白
和
え
」「
お
ひ
た
し
」「
が
ん
も 

煮
」「
味
噌
汁
」「
新
白
米
」「
漬
物
」
ど
れ
も 

多
く
の
方
の
手
に
寄
り
、
作
ら
れ
た
も
の
ば
か 

り
で
す
。 

た
く
さ
ん
の
量
を
一
度
に
作
る
た
め
か
、
風 

味
ま
ろ
や
か
で
毎
年
お
斎
を
楽
し
み
に
参
詣
い 

た
だ
く
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

午
後
一
時 

《
勤
行(

ご
ん
ぎ
ょ
う)

》 
 
 

市
内
の
僧
侶
十
二
名
を
迎
え
、
住
職
と
前
住
職
を 

合
わ
せ
た
計
十
四
名
で
親
鸞
聖
人
の
書
か
れ
た
『
正 

信
偈
』（
し
ょ
う
し
ん
げ
）
を
お
勤
め
し
ま
し
た
。
参 

詣
者
も
一
緒
に
読
み
上
げ
、
大
声
が
本
堂
に
響
き
渡 

り
、
荘
厳
で
厳
粛
な
勤
行
で
し
た
。 

 

午
後
二
時 

《
法
話
（
ほ
う
わ
）
》 

 
 

今
年
度
の
講
師
は
福
島
県
浜
組 

明
賢
寺
（
み
ょ 

う
け
ん
じ
）
住
職  

藤
内
和
光
（
ふ
じ
う
ち
か
ず
て
る
） 

師
で
し
た
。 

「
我
痴
・
我
見
・
我
慢
・
我
愛
」
こ
の
四
つ
の 

煩
悩
（
ぼ
ん
の
う
）
を
抱
え
た
私
達
。
そ
の
煩
悩
を 

打
ち
消
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
仏
法
に
出
遇 

う
と
そ
の
煩
悩
を
抱
え
て
生
き
る
覚
悟
が
で
き
る
、 

と
い
う
お
言
葉
が
深
く
心
に
残
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
阿
弥
陀
が
私
に
呼
び
か
け
て
い
る
願 

い
と
は
「
あ
な
た
を
本
当
に
大
事
に
し
な
さ
い
。 

そ
れ
が
あ
な
た
の
仕
事
で
す
。
欲
望
を
大
事
に
す 

る
の
で
は
な
く
、
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
、
私 

が
私
で
あ
っ
て
よ
か
っ
た
、
そ
う
い
う
あ
な
た
に 

な
り
な
さ
い
」
で
あ
る
と
伝
え
て
く
だ
さ
い
ま
し 

た
。 
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藤内先生によるご法話 前日からの準備 

多
く
の
方
に
支
え
ら
れ
、今
年
も
無
事
に
報
恩
講

を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

毎
年
、こ
の
日
を
み
な
さ
ま
と
共
に
迎
え
ら
れ
る

こ
と
の
有
り
難
さ
を
、し
み
じ
み
と
感
じ
ま
す
。 

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

勤行 

 
伝統のお斎 

No.001 

 

   


