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報
恩
講
法
要 

 

十
二
月
四
日
㈯ 

十
時
～
十
二
時 

十
三
時
半
～
十
五
時
半 

 

宮
本 

義
宣 

先
生 

空
気
循
環
の
た
め
、
本
堂
は
換
気
を
し

な
が
ら
暖
房
い
た
し
ま
す
。
暖
房
効
果

は
高
く
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
温

か
く
ご
聴
聞
で
き
る
よ
う
、
各
自
ご
準

備
く
だ
さ
い
。
お
経
本
と
お
念
珠
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
引
き
続
き
マ
ス
ク
の

着
用
も
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

時
節
柄
お
斎
の
用
意
は
致
し
ま
せ
ん

の
で
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。 

今
年
も
ま
た
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
が

巡
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

ご
講
師
の
宮
本
先
生
に
は
お
忙
し
い

中
を
、
お
願
い
し
て
ご
出
講
い
た
だ
き

ま
す
。 

ご
自
坊
の
高
願
寺
さ
ん
は
平
成
十
七

年
ま
で
は
「
高
元
寺
」
と
号
し
て
お
ら
れ
、

川
崎
で
最
も
古
く
に
寺
子
屋
を
開
設
し

て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

先
生
は
武
蔵
野
大
学
通
信
教
育
部
講

師
・
中
央
仏
教
学
院
講
師
・
東
京
仏
教
学

院
講
師
と
精
力
的
に
活
動
さ
れ
て
お
り
、

以
前
は
龍
谷
大
学
大
学
院
実
践
真
宗
学

研
究
科
講
師
や
、
本
願
寺
派
中
央
相
談

員
も
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

報
恩
講
は
親
鸞
聖
人
の
ご
恩
を
し
の

び
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
救
い
を
あ
ら
た

め
て
心
に
深
く
味
わ
わ
せ
て
い
た
だ
く

法
要
で
す
。 

皆
さ
ん
と
共
に
お
勤
め
で
き
る
こ
と

を
願
い
つ
つ
、
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

年
忌
法
要
早
見
表 

 

来
年
（
令
和
四
年
・
二
〇
二
二
年
）

の
年
忌
の
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

一
周
忌
・
・
・
・
・
令
和
三
年 

三
回
忌
・
・
・
・
・
令
和
二
年 

七
回
忌
・
・
・
平
成
二
十
八
年 

十
三
回
忌
・
・
平
成
二
十
二
年 

十
七
回
忌
・
・
・
平
成
十
八
年 

二
十
三
回
忌
・
・
平
成
十
二
年 

二
十
七
回
忌
・
・
・
平
成
八
年 

三
十
三
回
忌
・
・
・
平
成
二
年 

五
十
回
忌
・
・
昭
和
四
十
八
年 

 

 

修
正
会 

 

一
月
三
日
十
時
半
～ 

時
節
柄
、
今
年
同
様
に
短
く
お
勤

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
お
斎
の
お
餅
も

控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
新
年

の
お
勤
め
を
皆
さ
ん
と
共
に
お
参
り

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

2021 年 12 月 

 

 
 

 

 

 

2006 年 

ご
講
師 



念
仏
相
続 

蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
【
百
二
十
一
】

(

現
代
語
訳)
に 

一
宗
の
繁
昌
と
い
う
の
は
、
人
が
多
く
集

ま
り
、
勢
い
が
盛
ん
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と

え
一
人
で
あ
っ
て
も
、
ま
こ
と
の
信
心
を
得

る
こ
と
が
、
一
宗
の
繁
昌
な
の
で
あ
る
。 

だ
か
ら
、
『
報
恩
講
私
記
』
に
、
「
念
仏
の

み
教
え
の
繁
昌
は
、
親
鸞
聖
人
の
み
教
え

を
受
け
た
人
々
の
信
心
の
力
に
よ
っ
て
成
就

す
る
」
と
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

と
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
何
度
か
常
光
寺
に
も
ご
出
講
い
た

だ
い
た
稲
城
選
惠
和
上
は
、
報
恩
講
の
法

話
の
中
で
、 

『
人
間
の
今
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

あ
た
か
も
一
枚
の
紙
の
表
だ
け
を
見
て
い
る

よ
う
な
も
の
で
す
。 

そ
の
裏
に
は
「
死
」
と
い
う
こ
と
が
密
着

し
て
お
り
、
「
生
」
の
外
に
「
死
」
は
な
く
、

「
死
」
の
外
に
「
生
」
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
人

間
の
「
生
」
は
あ
た
か
も
風
前
の
灯
火
の
如

く
、
い
か
に
科
学
が
進
歩
し
て
も
次
の
瞬
間

も
保
証
さ
れ
て
い
な
い
存
在
で
あ
り
ま
す
。 

ほ
ん
と
う
の
宗
教
と
は
、
こ
の
人
間
で
あ

る
こ
と
の
存
在
に
問
い
を
持
つ
こ
と
か
ら
は

じ
ま
り
ま
す
。
一
人
こ
の
世
に
出
て
、
た
だ

一
人
去
っ
て
い
く
。 

こ
の
真
実
を
知
れ
ば
、

今
こ
こ
の
私
の
問
題
と
な
り
、
じ
っ
と
は
し

て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。 

こ
の
問
題
の
正
し
い
答
え
を
明
ら
か
に
し

た
の
が 

「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
と
い
わ
れ
る

仏
教
で
あ
り
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
が
示
さ
れ
た
浄
土
真
宗
の
お

念
仏
の
み
教
え
は
、
と
か
く
誰
も
が
嫌
う

死
の
問
題
に
対
し
て
、
正
し
く
超
え
て
行

く
“
道
”
そ
の
も
の
で
あ
る
の
で
す
。
』 

と
、
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
死
な
な
い
こ
と

に
一
生
懸
命
に
な
っ
て
生
活
し
て
お

り
ま
す
が
、
い
か
に
生
き
る
か
と
は
い

か
に
死
ぬ
か
と
い
う
こ
と
。
車
の
両
輪

の
ご
と
く
片
方
だ
け
大
事
に
し
て
い
て

は
、
ま
っ
す
ぐ
に
は
進
め
ま
せ
ん
。 

生
も
死
も
、
と
も
に
大
事
に
考
え

て
ま
い
り
た
い
も
の
で
す
。 

七
百
六
十
年
も
の
歴
史
の
中
で
、

先
人
の
方
々
が
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日

の
法
要
を
「
報
恩
講
」
と
し
て
脈
々
と

受
け
継
ぎ
、
今
日
ま
で
大
切
に
お
勤

め
し
て
き
ま
し
た
。 

こ
の
度
の
ご
縁
も
先
人
の
方
々
の

お
か
げ
さ
ま
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
法
燈

を
絶
や
す
こ
と
な
く
、
お
念
仏
の
歓

び
を
次
の
世
代
、
そ
の
次
の
世
代
に

伝
え
て
ま
い
り
た
い
も
の
で
す
。 


