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今月のことば

「
不
安
」
は

真
実
な
る
も
の
を
求
め
て
い
る

い
の
ち
の
う
め
き

お
東
さ
ん
の
に
め
く
り
カ
レ
ン
タ
ー
行
灯
法
語
よ
り

同居されているかたがおられるのならば、できますれば皆さんでお読みください
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報恩講厳修
十月三十一日午後一時三十分より
  十一月一日午後三時まで

ほ ん こ は ん つ と め ま す

報恩講では
皆さんのお念仏の声をそして親鸞聖人のみ教えを

共に聞いていきましょう
日　　程
10 月 31 日 ( 火 ) 　 午後 1 時 30 分より 午後のおつとめ
11 月　　１　日 ( 水 ) 午前 9 時 30 分より 午前のおつとめ
      午後 1 時 30 分より まとめのおつとめ
勤めの後に毎回お説教があります。

お話しくださるのは　松井 勇さん （南砺市） です。

★長寿者などを対象に自宅からゴボハンへ、ゴボハンから自宅への送
迎サービス（無料）を実施いたします。前もって電話をいただけれ
ば係のものが迎えにまいります。　　是非ご利用ください。

※例年のごとく 1日にオトキ（昼食）を用意しています。

東老田　常 入 寺
富山市東老田 787　☎076-436-0816

先祖にあおう　親鸞聖人にあおう

報恩講とは私たちの宗祖親鸞聖人のご命日を縁として勤
められる年間行事の中で一番大切な仏事です。いわば親
鸞聖人のご法事とも言えるものです。

Ｑ．報恩講って何をするの？
Ａ．報恩講では宗祖親鸞聖人がお作りになられた歌、正信
偈と和讃を僧侶が中心となって節をつけて読みます。その
後親鸞聖人のお教えをわかりやすく説明されるお説教を聞
きます。それが２日間に渡り三座（３回）設けます。全部
お参りしなければならないわけではなく、一座だけのお参
りでもかまいません。

御 正 忌 法 要
十一月二十六日（日）	午前の部	 午前 10 時より
	 尼講追弔会	午後２時より
	 午後の部	 引き続き　

終了は午後４時を予定しています。
※お昼に尼講の御膳付きがあります。(報恩講同様弁当を配布予定です )

法話は午前の部、午後の部の後に当寺住職がいたします。



ごぼはんだより

常入寺のホームページもあります　https://www.gobohan.com/　 ごぼはん　常入寺

当
流
の
安あ

ん

心じ
ん

の
一
義
と
い
ふ
は
、
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の

こ
こ
ろ
な
り
。
た
と
へ
ば
南
無
と
帰
命
す
れ
ば
、
や
が
て
阿
弥
陀

仏
の
た
す
け
た
ま
へ
る
こ
こ
ろ
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、「
南
無
」
の
二
字

は
帰
命
の
こ
こ
ろ
な
り
。「
帰
命
」
と
い
ふ
は
、
衆
生
の
、

も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
す
て
て
、
阿
弥
陀
仏
後
生
た
す
け
た

ま
へ
と
一
向
に
た
の
み
た
て
ま
つ
る
こ
こ
ろ
な
る
べ
し
。

こ
の
ゆ
ゑ
に
衆
生
を
も
ら
さ
ず
弥
陀
如
来
の
よ
く
し
ろ
し
め
し
て
、

た
す
け
ま
し
ま
す
こ
こ
ろ
な
り
。

こ
れ
に
よ
り
て
、
南
無
と
た
の
む
衆
生
を
阿
弥
陀
仏
の
た
す
け
ま

し
ま
す
道
理
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
す
が

た
は
、
す
な
は
ち
わ
れ
ら
一
切
衆
生
の
平
等
に
た
す
か
り
つ
る
す

が
た
な
り
と
し
ら
る
る
な
り
。
さ
れ
ば
他
力
の
信
心
を
う
る
と
い
ふ

も
、
こ
れ
し
か
し
な
が
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
こ
こ
ろ
な
り
。

こ
の
ゆ
ゑ
に
一
切
の
聖
教
と
い
ふ
も
、
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六

字
を
信
ぜ
し
め
ん
が
た
め
な
り
と
い
ふ
こ
こ
ろ
な
り
と
お
も
ふ
べ
き
も

の
な
り
。
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ

御
文
を
い
た
だ
く　

其
の
六
十
七

五
帳
目
第
九
通
③

親
鸞
聖
人
の
生
涯

浄
土
真
宗
の
宗
し
ゅ
う

祖そ

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

、
戦
乱
や
災
害
が
相
次
い
だ

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
90
年
の
ご
生
涯

を
送
ら
れ
ま
し
た
。

誕
生
と
出
家
（
９
歳
）

１
１
７
３
（
承
安
３
）
年
、
親
鸞
聖
人
は
、
京
都
に
お
生
ま

れ
に
な
り
ま
し
た
。
父
で
あ
る
日ひ

野の

有あ
り

範の
り

は
朝
廷
に
仕
え
る

役
人
で
し
た
が
、母
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

９
歳
の
時
、
親
鸞
聖
人
は
、
後
の
天て
ん

台だ
い

座ざ

主す

慈じ

円え
ん

の
も
と
で

出
家
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
20
年
も
の
間
、
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

延え
ん

暦
り
ゃ
く

寺じ

で
き
び
し
い
修
行
と
学
問
に
は
げ
ま
れ
ま
し
た
。し
か
し
、

ど
れ
だ
け
修
行
と
学
問
に
は
げ
ん
で
も
、
さ
と
り
を
開
く
道

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

法
然
上
人
と
の
で
あ
い
（
29
歳
）

親
鸞
聖
人
は
、
29
歳
の
時
、
比
叡
山
の
仏
教
と
決
別
し
、
道

を
求
め
て
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
六
角
堂
に
籠こ
も

ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
95
日
目
の
暁
あ
か
つ
き、
聖
徳
太
子
の
夢む

告こ
く

に
み
ち
び
か
れ

て
、法ほ
う

然ね
ん

上し
ょ
う

人に
ん

の
も
と
を
た
ず
ね
ら
れ
ま
す
。法
然
上
人
は
、

だ
れ
に
対
し
て
も
平
等
に
「
た
だ
念
仏
も
う
し
な
さ
い
」
と

お
説
き
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
教
え
こ

そ
、
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
仏
道
で
あ
る
と
う
な
ず

か
れ
、
法
然
上
人
を
生
涯
の
師
と
仰
ぎ
、
念
仏
者
と
し
て
歩

み
出
さ
れ
ま
し
た
。

法
然
上
人
の
も
と
で
、
親
鸞
聖
人
は
約
６
年
間
過
ご
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
間
に
、
法
然
上
人
か
ら
主
著
『
選せ
ん

択じ
ゃ
く

本ほ
ん

願が
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

集し
ゅ
う』
の
書
写
と
真し
ん

影ね
ん

（
法
然
上
人
の
肖
像
画
）
の
製
作
を

許
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
恵え

信し
ん

尼に

公こ
う

と
出
遇
い
、
結
婚
さ
れ

た
の
も
こ
の
頃
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

越
後
・
関
東
で
の
生
活
（
35
歳
か
ら
60
歳
ご
ろ
）

法
然
上
人
の
念
仏
の
教
え
に
は
、
親
鸞
聖
人
だ
け
で
な
く
、

老ろ
う

若に
ゃ
く

男な
ん

女に
ょ

、
身
分
を
問
わ
ず
、
た
く
さ
ん
の
人
々
が
帰き

依え

雑
行
を
棄
て
て

本
願
に
帰
す

　

こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
信
仰
告

白
と
も
い
え
る
文
章
で
す
。
こ

の
言
葉
を
聞
く
と
思
い
出
す
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
九
月

ま
で
や
っ
て
い
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
連

続
テ
レ
ビ
小
説
「
ら
ん
ま
ん
」

で
松
坂
慶
子
さ
ん
が
演
じ
た
槙

野
タ
キ
さ
ん
が
主
人
公
の
万
太

郎
に
発
し
た
言
葉
「
何
か
を
得

る
と
い
う
こ
と
は
何
か
を
す
て

る
と
い
う
事
じ
ゃ
」
と
い
う
言

葉
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
本
願
に
帰
す
と

自
分
の
生
き
方
を
あ
き
ら
か
に

さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
信
仰

告
白
の
言
葉
に
伴
っ
て
雑
行
を

棄
て
て
と
い
う
言
葉
を
付
け
加

え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
雑
行

と
い
う
の
は
阿
弥
陀
如
来
様
が

建
て
ら
れ
た
本
願
に
基
づ
か
な

い
行
い
で
す
。
本
願
に
帰
す
と

い
う
こ
と
と
雑
行
を
棄
て
る
と

い
う
こ
と
が
同
時
性
を
も
っ
て

語
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
の
事

を
二
つ
の
側
面
か
ら
表
し
て
い

る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
本
願
に
帰
す
る
と

い
う
こ
と
は
雑
行
を
棄
て
る
と

い
う
こ
と
な
の
だ
と
い
う
意
味

も
含
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
も
あ
れ
も
選
び
取
っ
て

い
く
と
い
う
の
は
選
び
で
は
な

く
、
何
か
を
選
び
取
っ
て
い
く

と
い
う
こ
と
は
何
か
と
決
別
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
の
私
た

ち
の
生
活
は
こ
れ
と
は
違
っ

て
、
あ
れ
も
こ
れ
も
と
抱
え
込

ん
で
い
っ
て
結
局
、
身
動
き
の

と
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

て
し
ま
う
生
き
方
を
し
て
い
る

こ
と
も
こ
の
言
葉
か
ら
教
え
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
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い
ま
か
ら
７
５
０
年
ほ
ど
前

の
11
月
28
日
、
親
鸞
さ
ま
は
90

年
の
ご
一
生
を
終
え
ら
れ
ま
し

た
。

　

そ
の
親
鸞
さ
ま
が
ご
生
涯
を

か
け
て
あ
き
ら
か
に
し
て
い
た

だ
い
た
教
え
を
聞
き
、「
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
感
謝

す
る
の
が
報
恩
講
の
お
つ
と
め

で
す
。

 　

私
た
ち
が
「
あ
り
が
と
う
」

と
言
う
の
は
ど
ん
な
時
で
し
ょ

う
か
。
自
分
の
欲
し
い
も
の
が

手
に
入
っ
た
時
、
自
分
の
願
い

ご
と
が
か
な
っ
た
と
き
な
ど
、

自
分
が
何
か
得
を
し
た
場
合
だ

け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

自
分
の
損
得
を
も
の
さ
し
に
し

て
、
あ
り
が
た
い
か
、
あ
り
が

た
く
な
い
か
を
判
断
し
て
い
る

の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
も
の
さ
し

ほ
ど
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
は

あ
り
ま
せ
ん
。
状
況
に
よ
っ
て

コ
ロ
コ
ロ
と
変
わ
る
か
ら
で

す
。
欲
し
く
て
た
ま
ら
な
く
て

買
っ
た
物
で
も
、
時
間
が
た
っ

て
み
れ
ば
部
屋
の
片
隅
に
ゴ
ミ

の
よ
う
に
ほ
っ
た
ら
か
し
に
さ

れ
て
い
る
、 

と
い
う
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
す
。
買
っ
て
く
れ
た

人
に
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ

た
こ
と
な
ど
は
、
と
っ
く
に
忘

れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

自
分
に
い
の
ち
が
与
え
ら
れ

た
こ
と
を
「
あ
り
が
た
い
」
と

感
じ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
ど

れ
ほ
ど
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

多
く
の
人
は
、
自
分
が
生
き
て

い
る
こ
と
を
あ
た
り
ま
え
の
よ

う
に
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

し
か
し
、
自

分
で
心
臓
を
動
か
す
こ
と
が
で

き
る
人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
い
や
な
こ
と
が
あ
っ
て

も
、
心
臓
は
黙
っ
て
打
ち
続
け

て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
、
私
た
ち
が
日

ご
ろ
考
え
た
こ
と
も
な
い
よ
う

な
い
の
ち
の
意
味
を
教
え
て
く

だ
さ
っ
た
の
が
親
鸞
さ
ま
で

す
。
す
べ
て
の
も
の
が
平
等
に

尊
い
い
の
ち
を
与
え
れ
て
い
る

こ
と
を
示
さ
れ
、 

傷
つ
け
合
う

こ
と
が
ど
ん
な
に
悲
し
い
こ
と

で
あ
る
か
を
教
え
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

　

親
鸞
さ
ま
は
、
私
た
ち
が
欲

し
が
っ
て
い
る
物
を
与
え
て
く

だ
さ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
が
損
得
の
も
の
さ

し
を
超
え
た
世
界
に
生
き
る
こ

と
を
願
っ
て
お
ら
れ
る
の
で

す
。 

報
恩
講
を
お
つ
と
め
す

る
の
は
、
親
鸞
さ
ま
の
教
え
を

聞
い
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界
に

生
き
る
者
と
な
る
た
め
で
す
。

（
大
谷
大
学 

一
楽
真
）

東
本
願
寺
発
行
『
ほ
と
け

の
子

－

報
恩
講
』
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
よ
り

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
興こ
う

福ぶ
く

寺じ

や
延
暦
寺
な
ど
の
他
宗
か

ら
強
い
反
発
を
受
け
、
つ
い
に
朝
廷
が
弾
圧
に
踏
み
切
り
ま

す
。
そ
の
結
果
、
４
人
が
死
罪
、
８
人
が
流
罪
と
い
う
き
び

し
い
処
罰
が
下
さ
れ
、法
然
上
人
は
土
佐
（
現
在
の
高
知
県
）

へ
、
親
鸞
聖
人
は
越
後
（
同 

新
潟
県
）
へ
流
罪
と
な
り
ま

し
た
。
親
鸞
聖
人
35
歳
の
時
で
し
た
。

５
年
後
、
流
罪
が
許
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
は
、
法
然
上
人
の
死

を
知
る
と
、
京
都
に
は
戻
ら
ず
関
東
へ
向
か
わ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
約
20
年
間
滞
在
し
、
常
陸
（
同
茨
城
県
）
の
稲
田
を

中
心
に
、
念
仏
の
教
え
を
広
く
伝
え
て
い
か
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
地
に
お
い
て
、
主
著
『
顕け
ん

浄じ
ょ
う

土ど

真し
ん

実じ
つ

教き
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

証し
ょ
う

文も
ん

類る
い

』（『
教
き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

信し
ん

証し
ょ
う』）
を
書
き
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

京
都
で
の
生
活
（
60
歳
ご
ろ
か
ら
90
歳
）

親
鸞
聖
人
は
、
60
歳
ご
ろ
関
東
か
ら
京
都
に
戻
ら
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
関
東
で
は
念
仏
の
受
け
と
め
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
混
乱
や
対
立
が
起
こ
り
ま
し
た
。そ
の
な
か
で
、誤
っ

た
教
え
を
広
め
た
長
男
の
慈じ

信し
ん

房ぼ
う

善ぜ
ん

鸞ら
ん

と
親
子
の
縁
を
切
る

と
い
う
悲
し
い
出
来
事
も
あ
り
ま
し
た
が
、
親
鸞
聖
人
は
、

『
教
行
信
証
』
を
書
き
す
す
め
る
と
と
も
に
、
終
生
同ど
う

朋ぼ
う

・

同ど
う

行ぎ
ょ
うに
手
紙
や
書
物
を
送
り
、
念
仏
の
教
え
を
伝
え
続
け
ら

れ
ま
し
た
。

１
２
６
２
（
弘
長
２
）
年
11
月
28
日
、
親
鸞
聖
人
は
90
年
の

生
涯
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
。
末
娘
の
覚か
く

信し
ん

尼に

公こ
う

ら
家
族
や
門

弟
た
ち
が
、
死
を
看
取
り
、
葬
儀
を
行
っ
た
と
い
い
ま
す
。

遺
骨
は
、
大
谷
（
現
在
の
京
都
市
東
山
区
）
に
埋
葬
さ
れ
、

後
に
小
さ
な
廟
び
ょ
う

堂ど
う

が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
関
東
を

は
じ
め
と
す
る
門
弟
た
ち
が
在
り
し
日
の
聖
人
と
そ
の
教
え

を
し
の
ん
で
参
拝
し
、
聞
法
に
励
ま
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
歴
史
が
、
現
在
の
東
本
願
寺
（
真し
ん

宗し
ゅ
う

本ほ
ん

廟び
ょ
うの

御ご

影え
い

堂ど
う

へ
と
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。



ごぼはんだより

【
お
知
ら
せ
】

お
寺
の
横
の
駐
車
場
に
銀
杏
の
木
が
あ
り
ま
す
。
10

月
を
過
ぎ
る
と
実
が
徐
々
に
墜
ち
て
き
ま
す
。

そ
こ
で
皆
様
に
お
裾
分
け
、
自
宅
で
食
べ
ら
れ
る
分

に
限
り
銀
杏
を
ご
自
由
に
拾
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ

い
。(

お
寺
に
声
を
か
け
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
）

お
道
具
磨
き

10
月
15
日

（日）
午
前
９
時
～
11
時

報
恩
講
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
仏
具
を
皆
さ
ん
と

一
緒
に
磨
き
ま
す
。
尼
講
の
方
々
を
中
心
と
し
て
行
い

ま
す
が
尼
講
員
で
な
い
方
も
よ
ろ
し
け
れ
ば
ご
参
加
く

だ
さ
い
。
男
性
の
方
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
大
歓
迎
で

す
。

よ
ろ
し
け
れ
ば
磨
き
用
の
タ
オ
ル
を
一
枚
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

＜御願い＞
報恩講と御正忌法要を当寺で勤めさせていただきますので、

10月30日～11月1日、11月26日は皆様のお宅への月参りは休止します。
報恩講、 御正忌法要のお勤めと併せて本堂にてお勤めさせていただきますでの是非とも報恩講、 御正忌法
要にお参りください。 ご理解いただきますよう御願いいたします。 　
またどうしてもと言われる方は前もってお寺まで電話ください。 日の変更など対応させていただきます。

発
行　

真
宗
大
谷
派　

常　

入　

寺
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６
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０
７
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４
３
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８
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６

 

住
職
携
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０
９
０–

３
７
６
４–

３
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８
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発
行
責
任 

青　

井　
　

和　

成

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
は
こ
ち
ら
か
ら
⇓

　
✓
お
参
り
の
変
更

　
✓
法
事
の
相
談

　
✓
そ
の
他

　
こ
ち
ら
か
ら
で
も
で
き
ま
す

お
寺
で
お
葬
式
し
ま
せ
ん
か
？

　

私
が
子
ど
も
の
頃
よ
く
お
寺
で
お
葬
式
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶

し
て
い
ま
す
。
昨
今
葬
儀
ホ
ー
ル
と
い
う
も
の
が
で
き
冷
暖
房
完

備
で
す
し
、い
ろ
ん
な
事
が
行
き
届
く
の
で
よ
く
利
用
さ
れ
ま
す
。

私
は
そ
れ
を
止
め
ま
せ
ん
か
と
い
う
こ
と
は
全
く
思
い
ま
せ
ん

が
、
経
費
の
こ
と
が
気
に
な
っ
た
り
、
小
規
模
の
お
葬
式
を
し
た

い
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
に
お
寺
で
お
葬
式
い
か
が
で
す
か
と
お

す
す
め
し
ま
す
。

　

お
寺
の
本
堂
は
冷
暖
房
は
当
然
完
備
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
真
冬
や
真
夏
に
は
適
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
な
い
と

き
に
は
使
え
る
と
思
い
ま
す
。
料
金
も
定
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
お

気
持
ち
で
結
構
で
す
。い
わ
ゆ
る「
家
族
葬
」と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、

参
詣
者
の
少
な
い
場
合
に
最
も
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ

至
れ
り
尽
く
せ
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
皆
様
方
で
い
ろ
い
ろ

お
世
話
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
で
て
参
り
ま
す
。
そ

の
辺
は
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
あ
と
が
き
】
今
年
も
報
恩
講
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

毎
年
書
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
報
恩
講

と
は
私
た
ち
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
を
縁
と
し
て
勤
め
ら
れ

る
仏
事
で
す
。
い
わ
ば
毎
年
勤
め
る
親
鸞
聖
人
の
ご
法
事
と
言
っ

て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
先
輩
方
は
「
一
年
は
報
恩
講
に
よ
っ

て
始
ま
り
、
報
恩
講
に
終
わ
る
」
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
お
正
月

の
よ
う
な
思
い
で
先
輩
方
は
報
恩
講
に
臨
ま
れ
て
こ
ら
れ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
ま
た
本
山
の
東
本
願
寺
で
は
報
恩
講
は
11
月
21
日
よ

り
28
日
ま
で
七
昼
夜
、八
日
間
に
わ
た
っ
て
毎
年
勤
め
ら
れ
ま
す
。

本
山
で
勤
ま
る
年
中
行
事
に
中
で
一
番
長
い
日
数
を
か
け
て
勤
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
も
大
切
な
行
事
と
い
う
こ

と
が
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
報
恩
講
に
是
非
と
も
皆

様
方
に
お
参
り
に
来
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。「
私
に
は
そ
ん

な
信
仰
心
は
な
い
か
ら
…
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
こ
と
あ
ま
り
気
に
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
た
だ
た
だ
物も
の

見み

遊ゆ

山さ
ん

的
に
お
越
し
に
な
っ
て
全
然
か
ま
い
ま
せ
ん
。
こ
の
科
学

の
発
達
し
た
時
代
に
何
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
的
に
お
越
し
に

な
ら
れ
て
も
こ
ち
ら
か
ら
し
た
ら
全
然
か
ま
い
ま
せ
ん
。
皆
さ

ん
方
を
信
心
深
い
人
に
改
造
し
よ
う
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
ま
せ

ん
。
た
だ
親
鸞
聖
人
の
念
仏
の
み
教
え
を
お
説
教
を
と
お
し
て
き

て
い
た
だ
き
た
い
だ
け
で
す
。
兎
に
角
お
寺
に
足
を
運
ん
で
く
だ

さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
報
恩
講
を
勤
め
る
に
あ
た
り
懇
志
金
を
お
運
び
く
だ
さ
っ

た
皆
様
に
は
当
寺
に
な
っ
て
い
る
銀
杏
を
お
分
け
し
て
お
り
ま

す
。


