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「
宗
祖
報
恩
講
」

１
３
時
３
０
分
か
ら

【
蛙
の
目
】

か
え
る

昔
々
、
京
都
に
住
む
蛙
が
大
阪
を
見

物
し
た
い
と
思
っ
て
、
春
の
あ
た
た
か

い
日
に
出
発
し
、
西
国
街
道
を
山
崎
に

さ
い
ご
く
か
い
ど
う

出
て
、
天
王
山
に
登
り
ま
し
た
。
そ
の

時
偶
然
に
も
、
大
阪
に
住
む
蛙
が
京
都

を
見
物
し
た
い
と
思
い
立
ち
、
西
国
街

道
を
高
槻
か
ら
山
崎
を
経
て
、
天
王
山

に
登
り
ま
し
た
。

（
天
王
山
。
京
都
府
大
山
﨑
町
の
山
。

西
側
は
摂
津
国(

大
阪
府)

、
東
側
は
山

城
国
（
京
都
府
）
に
面
し
て
お
り
、
ち
ょ

う
ど
国
境
の
山
で
あ
っ
た
。
豊
臣
秀
吉

と
明
智
秀
吉
に
よ
る
山
崎
の
戦
い
が
有

名
。
標
高
は
２
７
０
メ
ー
ト
ル
と
気
軽

に
登
れ
る
山
。)

二
匹
の
蛙
は
そ
の
山
の
頂
上
で
、
ば
っ

た
り
出
会
い
ま
し
た
。
お
互
い
に
旅
の

い
き
さ
つ
を
話
し
た
後
、
京
都
の
蛙
は

「
こ
こ
ま
で
来
る
の
も
大
変
だ
っ
た
が
、

ま
だ
半
分
の
道
の
り
だ
。
し
か
し
こ
の

頂
上
か
ら
は
、
京
都
も
大
阪
も
よ
く
見

え
る
だ
ろ
う
か
ら
、
一
目
見
て
お
く
と

し
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
向
こ
う
に
行
く

楽
し
み
も
増
え
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
言
っ

た
の
で
、
蛙
は
お
互
い
背
伸
び
を
し
て

立
ち
上
が
り
、
足
の
つ
ま
先
立
て
て
向

こ
う
を
見
た
。

す
る
と
京
都
の
蛙
は

「
噂
に
聞
い
た
難
波
の
名
所
も
、
京
都

な

に

わ

と
変
わ
り
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
な

ら
し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
行
く
ま
で
も

な
い
。
も
う
帰
る
と
し
ょ
う
」
と
い
い
、

一
方
、
大
阪
の
蛙
も
、

「
京
都
は
花
の
都
と
聞
い
て
い
た
の
に
、

大
阪
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
じ
ゃ
な
い

か
。
そ
れ
な
ら
俺
も
こ
れ
か
ら
帰
る
こ

と
に
し
よ
う
」
と
言
っ
て
、
二
匹
と
も

お
互
い
に
来
た
道
を
帰
っ
て
行
っ
て
し

ま
っ
た
。

ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

実
は
残
念
な
こ
と
に
、
二
匹
の
蛙
は
あ

る
こ
と
に
気
が
付
か
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
彼
ら
の
目
玉
は
背
中
に
つ
い
て
い

る
を
忘
れ
て
い
た
の
で
、
背
伸
び
し
て

向
こ
う
を
見
て
い
る
つ
も
り
が
、
実
は

自
分
の
故
郷
を
見
て
い
た
だ
け
で
あ
っ

た
の
あ
る
。

(

鳩
翁
道
話
）

自
分
の
目
で
確
か
め
る
こ
と
は
大
切

な
こ
と
で
あ
る
が
、
自
分
の
目
で
見
た

の
だ
か
ら
間
違
い
な
い
と
思
う
時
は
気

を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
た

と
え
話
。
た
と
え
目
で
見
た
と
し
て
も

そ
の
目
が
正
し
く
物
事
を
見
て
い
な
け

れ
ば
、
そ
れ
は
蛙
の
目
が
背
中
に
つ
い

て
い
る
の
と
同
じ
く
、
か
え
て
自
分
の

目
に
欺
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

【
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
】

「
彼
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
風
邪
を
引
い

て
い
る
」
「
あ
の
Ｃ
Ｍ
は
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
テ
レ
ビ
で
流
れ
て
い
る
」
な
ど
、

「
い
つ
も
」
や
「
年
中
」
と
い
う
意
味

で
よ
く
使
う
言
葉
で
す
。
漢
字
で
書
く

と
「
初
中
」
と
書
き
ま
す
。
こ
れ
は
、

し
ょ
つ
ち
ゅ
う

「
初
中
」
に
「
後
」
を
加
え
た
「
初
中

後
」
が
語
源
に
な
っ
た
お
り
、
仏
教
の

お
経
の
中
に
も
出
て
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
『
法
華
経
』
の
中
で
は

「
正
し
い
教
え
を
説
く
に
、
初
善
、

し
ょ
ぜ
ん

中
善
、
後
善
な
り
」
（
い
つ
も
道
理
と

ち
ゅ
う
ぜ
ん

ご

ぜ

ん

表
現
を
兼
ね
備
え
た
教
え
を
説
き
な
さ

い
）
と
あ
り
ま
す
。

始
め
善
く
、
中
頃
も
善
く
、
後
に
も
善

よ

く
と
い
う
意
味
か
ら
「
い
つ
も
」
と
な

り
、
「
初
中
後
」
と
ま
と
め
て
呼
ぶ
よ

し
ょ
ち
ゅ
う
ご

う
に
な
り
、
や
が
て
、
「
後
」
の
部
分

が
略
さ
れ
て
、
「
初
中
」
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。

昔
は
い
い
意
味
で
使
っ
て
い
た
の
が

い
つ
の
間
に
「
彼
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
遅

刻
す
る
」
な
ど
よ
く
な
い
「
い
つ
も
」

で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
ね
。

掟
光
寺
だ
よ
り

じ

ょ

う

こ

う

じ

令和４年
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行
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案
内

仏
教
た
と
え
話

く
ら
し
の
仏
教
用
語


