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６
月

８
日
（
木
）

「
宗
祖
報
恩
講
」

１
３
時
３
０
分
か
ら

６
月
８
日
の
夕
方
に
は
日
蓮
宗
福
井

県
中
部
青
年
会
さ
ま
か
ら
の
ご
依
頼
を

頂
き
ま
し
た
平
吹
地
区
行
脚
が
あ
り
ま

す
の
で
、
今
回
は
そ
の
お
話
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

【
行
脚
と
は
？
】

あ

ん

ぎ

ゃ

行
脚
と
は
文
字
通
り
「
脚(

足)

」
で

あ

し

「
行
」
く
旅
と
書
き
、
元
々
、
お
坊
さ

ゆ

ん
が
修
行
の
た
め
に
諸
国
を
巡
っ
て
布

教
し
て
歩
く
こ
と
を
指
し
ま
し
た
。

日
蓮
宗
で
は
、
よ
く
唱
題
行
脚
と
言

し
ょ
う
だ
い
あ
ん
ぎ
ゃ

い
、
う
ち
わ
太
鼓
を
叩
く
な
が
ら
お
題

目
を
お
唱
え
し
て
歩
き
ま
す
。
福
井
県

中
部
青
年
会
で
は
、
お
檀
家
さ
ん
の
お

家
に
お
邪
魔
し
、
玄
関
先
に
て
、
先
祖

供
養
の
ご
回
向
や
ご
家
族
の
ご
祈
願
を

え

こ

う

行
い
ま
す
。

「
行
」
と
は
読
め
な
い
で
す
ね
。

あ

ん

こ
れ
は
唐
音
と
言
っ
て
中
国
語
の
発
音

と

う

お

ん

（
平
安
時
代
中
期
以
降
か
ら
江
戸
時
代

末
期
に
か
け
て
入
っ
て
き
た
漢
字
の
読

み
方
）
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
読
み
方
を

使
う
も
の
に
は
他
に
も
「
行
灯
」

あ

ん

ど

ん

「
行
火
」
で
も
使
わ
れ
ま
す
。

あ

ん

か

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
お
遍
路
さ
ん
で

へ

ん

ろ

す
ね
。
行
脚
中
は
野
宿
を
し
た
り
、
民

家
の
部
屋
な
ど
を
借
り
て
仮
眠
し
、
ひ

た
す
ら
歩
き
ま
す
。
そ
の
間
は
托
鉢
で

食
を
得
ま
す
。
一
方
で
一
般
の
人
々
は

修
行
し
て
い
る
人
に
対
し
て
布
施
・

喜
捨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
功
徳
を
得
る
。

き

し

ゃ

と
い
う
感
じ
が
元
々
の
行
脚
で
す
。

現
在
で
は
、
各
地
に
あ
る
何
か
を
見

た
り
す
る
こ
と
の
た
と
え
と
し
て
使
わ

れ
た
り
し
ま
す
。
例
え
ば
、
お
わ
び
行

脚
、
選
挙
活
動
の
全
国
行
脚
、
温
泉
行

脚
な
ど
で
す
。

【
托
鉢
と
は
】

た

く

は
つ

托
鉢
と
は
鉢(

お
椀
の
よ
う
な
も
の)

を
持
っ
て
町
を
歩
き
、
信
心
の
布
施
を

頂
戴
す
る
修
行
を
指
し
ま
す
。
実
は
托

鉢
は
古
代
イ
ン
ド
の
修
行
方
法
で
仏
教

特
有
の
修
行
で
は
な
い
の
で
す
が
、
お

釈
迦
さ
ま
が
推
奨
さ
れ
た
修
行
の
１
つ

で
あ
り
、
今
で
は
仏
教
の
代
表
的
な
修

行
方
法
の
１
つ
で
す
。
日
本
で
は
、

歳
末
助
け
合
い
托
鉢
や
曹
洞
宗
の
雲
水

さ

い

ま

つ

う

ん

す

い

さ
ん
が
さ
れ
る
寒
行
托
鉢
が
有
名
で
し
ょ

か
ん
ぎ
ょ
う
た
く
は
つ

う
か
。
上
座
部
仏
教
で
あ
る
タ
イ
や
ラ

じ

ょ

う

ざ

ぶ

ぶ

っ

き

ょ

う

オ
ス
な
ど
で
は
現
在
も
こ
の
托
鉢
で
多

く
の
修
行
僧
が
生
活
を
し
て
い
ま
す
。

【
托
鉢
中
の
僧
侶
は
な
ぜ
お
礼

を
言
わ
な
い
？
】

托
鉢
し
て
い
る
僧
侶
に
布
施
・
喜
捨

を
し
て
も
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
は
言
い
ま
せ
ん
。

本
来
で
あ
れ
ば
、

人
か
ら
頂
い
た
時
に
は
感
謝
の
言
葉
を

述
べ
る
の
が
正
し
い
作
法
で
す
。
で
は

な
ぜ
そ
れ
を
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

仏
教
で
は
、
貧
し
さ
か
ら
抜
け
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
こ
れ
ま
で
他

人
に
施
し
を
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
だ

と
考
え
ま
す
。
貧
し
い
人
は
生
活
に
追

わ
れ
、
い
つ
も
あ
く
せ
く
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
他
人
を
思
い
や
る
余
裕
も

な
く
、
自
分
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い

る
か
ら
、
そ
の
悪
循
環
か
ら
抜
け
出
せ

な
い
と
考
え
る
の
で
す
。

修
行
僧
た
ち
が
托
鉢
で
布
施
を
い
た

ふ

せ

だ
き
に
行
く
の
は
、
貧
し
い
人
々
に
施

し
を
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
お
話
の
中
で
、
弟
子

た
ち
に
托
鉢
を
お
金
の
あ
る
家
を
回
っ

て
は
な
ら
な
い
、
貧
し
い
家
に
行
き
な

さ
い
と
わ
ざ
わ
ざ
貧
し
い
集
落
へ
托
鉢

に
行
か
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
に
と
っ
て
托
鉢
は
、
お

金
や
食
べ
物
を
集
め
る
の
が
目
的
で
は

な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
貧
し
い
集
落
に
托
鉢

に
回
る
こ
と
で
、
彼
ら
か
ら
「
与
え
る

こ
と
の
大
切
さ
」
を
教
え
る
こ
と
だ
っ

た
の
で
す
。
人
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
与
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
知
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
す
。
こ
の
「
与
え
る

か
ら
与
え
ら
れ
る
」
の
が
こ
の
世
の
理
、

仏
教
の
原
則
な
の
で
す
。

掟
光
寺
だ
よ
り

じ

ょ

う

こ

う

じ
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つ


