
 

     

令
和
二
年
十
月
二
十
四
日
（
土
）
徳
泉
寺
に
お
き
ま
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日

法
要
で
あ
る
『
報
恩
講
』
を
無
事
に
勤
修
い
た
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
形
で
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
け
ば
良
い
の
か
、
他
の
お
寺
の
住
職
さ
ん

や
ご
門
徒
さ
ん
な
ど
多
く
の
方
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
お
斎
（
お
食
事
）
の
自
粛
、

他
寺
院
の
法
中
（
僧
侶
）
さ
ん
た
ち
の
ご
出
仕
見
合
わ
せ
な
ど
感
染
リ
ス
ク
の
減
少

に
配
慮
し
な
が
ら
手
探
り
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。 

 

前
日
の
会
場
準
備
で
は
、
食
事
の
仕
込
み
が
な
い
分
、
普
段
な
か
な
か
目
も
手
の

行
き
届
か
な
い
と
こ
ろ
ま
で
か
え
っ
て
丁
寧
に
清
掃
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
当
日
は
気
持
ち
の
良
い
秋
晴
れ
。
手
指
の
消
毒
を
し
て
、
マ
ス
ク
を
し
て
、

椅
子
と
椅
子
の
間
に
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
て
。
い
つ
も
と
違
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
に
手
を
合
わ
せ
、
仏
の
教
え
が
私
に
ま
で
届
い
た
こ
と
に

感
謝
し
な
が
ら
、
私
の
命
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
い
た
だ
く
、
そ
の
こ
と
に
お
い

て
は
変
わ
り
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
報
恩
講
で
も
あ
り
ま

し
た
。
は
じ
め
ま
し
て
の
方
、
お
久
し
ぶ
り
の
方
も
あ
っ
て
、
こ
じ
ん
ま
り
と
、
で

も
そ
こ
に
温
か
い
人
と
人
と
の
交
流
が
あ
っ
て
、
し
み
じ
み
と
心
に
染
み
渡
る
、
そ

ん
な
御
講
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
い
つ
も
は
法
中
（
僧
侶
）
さ
ん
の
声
が
高
々

と
響
く
勤
行
の
『
正
信
偈
』
も
、
事
前
の
同
朋
会
で
練
習
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
講

師
先
生
が
驚
く
ほ
ど
ご
参
詣
の
み
な
さ
ん
の
お
声
が
響
き
、
集
っ
て
く
だ
さ
る
み
な

さ
ま
あ
っ
て
の
徳
泉
寺
ら
し
い
報
恩
講
と
な
り
ま
し
た
。 

講
師
法
話
一
部
抜
粋 

小
野
和
徳 

師 

（
若
林
区 

浄
澤
寺
ご
住
職
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本
日
の
報
恩
講
は
親
鸞
聖
人
七
五
九
回
目
の
ご
法
事
で
す
。

こ
の
「報
恩
講
」み
な
さ
ん
ど
う
し
て
ご
参
詣
さ
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
き
っと
み
な
さ
ん
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
に
触
れ
た

い
と
い
う
思
い
に
至
る
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
、
こ
の
ご
本
堂
で
一

緒
に
お
勤
め
を
し
た
い
と
考
え
、
足
を
運
ぶ
よ
う
に
な
った
の

だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
つ
し
か
「行
か
な
く
ち
ゃ
」

に
な
って
く
る
の
が
人
間
で
す
。 

 

こ
の
親
鸞
聖
人
、
ど
う
い
う
人
で
あ
った
の
か
と
い
う
と
今
か

ら
八
〇
〇
年
前
、
法
然
上
人
に
出
会
い
「念
仏
を
拠
り
所
に
し

て
生
き
て
い
く
」こ
と
を
決
め
た
方
で
す
。
聖
人
の
言
葉
に
「雑

行
を
捨
て
本
願
に
帰
す
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
阿
弥

陀
の
願
い
で
あ
る
「本
願
」を
拠
り
所
に
し
て
そ
れ
以
外
の
「雑

行
」を
捨
て
る
の
だ
そ
う
で
す
。
私
た
ち
は
自
分
の
思
い
通
り

に
い
け
ば
感
謝
し
、
思
い
通
り
に
い
か
な
い
と
自
分
以
外
の
と
こ

ろ
に
原
因
を
探
し
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
立
って
い
る
の
が

「雑
行
」だ
と
言
う
の
で
す
。
念
仏
の
教
え
を
拠
り
所
に
生
き
て

い
く
と
、
出
会
った
と
こ
と
に
対
し
て
受
け
と
め
方
が
変
わ
って

く
る
、
そ
う
す
る
と
「空
過
」空
し
く
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
が
な

く
な
って
き
ま
す
。
こ
の
空
過
と
は
今
を
考
え
て
い
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
人
は
時
に
「段
取
り
」と
「準
備
」に
生
き
が
ち

で
す
。
未
来
の
心
配
を
す
る
ば
か
り
で
今
を
生
き
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
こ
れ
が
「空
過
」で
す
。
阿
弥
陀
が
私
に
願
って
く
だ

さ
って
い
る
「生
き
生
き
と
今
を
生
き
き
り
な
さ
い
」と
い
う
本

願
に
出
会
う
と
私
が
今
を
生
き
て
い
な
い
「空
過
」な
状
態
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
解
放
し
て

く
れ
る
の
が
教
え
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
報
恩
講

を
私
の
足
元
の
大
地
に
触
れ
る
大
切
な
機
会
と
し
ま
し
ょ
う
。 

 
  

 


