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堂
内
に
侶
の
声
満
て
り
報
恩
講

栗
御
飯
炊
き
て
も
て
な
す
報
恩
講

新
米
の
仏
飯
な
れ
ば
高
く
盛
る

新
米
の
香
り

一
息
深
く
吸
う

休
耕

の
田

一
面
に
蕎
麦
の
花

睦

口
Ｘ

↓
下

恩

講

「
如
来
大
悲
の
恩
徳
は

身
を
粉
に
し
て
も
報
ず

べ
し

師
主
知
識
の
恩
徳
は

骨
を
砕
き
て
も
謝
す

べ
し
」

（恩
徳
讃
）

十

一
月
二
十
八
日
は
、
浄
土
真
宗
の
宗
祖

親
量
聖
人
の
御
命
日
で
す
。
京
都
の
本
山
、

東
本
願
寺
で
は
毎
年
こ
の
日
を
中
心
に
報
恩

講
が

つ
と
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
全
国
の
末
寺

で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
や
地
域
の
事
情
に

合
わ
せ
て
、
お
取
り
越
し

・
お
た
や

・
お
引

き
上
げ
と

い
う
呼
び
方
で
、　
つ
と
め
ら
れ
ま

す
。
報
恩
講
は
い
わ
ば
毎
年
お

つ
と
め
す
る

親
鸞
聖
人
の
法
事

（法
要
）
と

い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
私
共
の
浄
国
寺
で
は
こ
の
二
十

年
来
は
毎
年
十

一
月

一
日
を
報
恩
講
に
決
め

て
お

つ
と
め
し
て
参
り
ま
し
た
。

真
宗
門
徒
に
と

っ
て
最
も
大
切
な
行
事
と

い
わ
れ
る
報
恩
講
は
か

つ
て
、
各
家
庭
で
も

つ
と
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
今
は
各
地
に
少

し
づ

つ
そ
の
名
残
り
を
止
め
る
だ
け
に
な

っ

て
し
ま

い
ま
し
た
。
た
だ
、
各
家
庭
の
年
忌

法
要
の
際
に
そ
れ
に
先
立

っ
て
赤

い
ロ
ー
ソ

ク
を
と
も
し
て
正
信
侶
を
読
誦
す
る
の
は
、

実
は
親
鸞
聖
人
の
お
と
り
こ
し
―
報
恩
講
を

お

つ
と
め
し
、
そ
れ
に
引
き
続

い
て
年
忌
の

法
要
を
行

っ
て
い
る
の
で
す
。

私
共
の
浄
国
寺
に
於

い
て
は
報
恩
講
を
迎

え
る
た
め
に
境
内
、
本
堂
の
清
掃
、
仏
具
の

お
磨
き
を
し
ま
す
。
そ
し
て
有
志
の
方

々
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
花
を
お
供
え
し
て
、
余
間
に

は
親
鸞
聖
人
の

一
生
を
絵
に
あ
ら
わ
し
て
軸

に
し
た

「
御
絵
伝
」
を
お
か
ざ
り
し
、
お
華

束
を
盛

っ
て
荘
厳
を
整
え
ま
す
。
当
日
は
、

境
内
の
栗
を
使

っ
た
栗
ご
飯
を
、
皆
さ
ん
か

ら
頂

い
た
新
米
で
炊

き
あ
げ

て
、
準
備

を
し

ま
す
。

法
話
は
今
年
も
五
智

・
光
源
寺
住
職

の

堀
前
恵
咸
先
生
に
、
昨
年
に
引
き
続
き

「
正

信
侶

に
つ
い
て
」
を
お
話

い
た
だ
き
ま
す
。

「
正
信
侶
」
は

「
帰
命

無
量
寿

如
来

」

で

始

ま
る
親
鸞
聖
人
の
侶
文
で
、
真
宗
門
徒
に

は
最
も
馴
染
み
深

い
も

の
に
な

っ
て
お
り
ま

す
。
何
か
と
忙
し

い
秋
の

一
日
で
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
日

一
日
は
ど
う
ぞ
本
堂
に
集
う

て
、　
一
緒
に

「
正
信
偶
」

の
い
わ
れ
に
触
れ

て
ゆ
き
た

い
と
思

い
ま
す
。

報
恩
講

の
御
案

内

十

一
月

一
日

（金
）

十
時
　
　
正
信
侶

の
練
習

十
時
半
　
一面
経

十

一
時
過
ぎ
　
法
話

「
正
信
侶
に
つ
い
て
」

お
と
き

午
後
　
　
ひ
き

つ
づ
き
法
話

講
師
　
　
五
聟
荘
至
つ

堀
前
恵
咸
先
生

熙鬱
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そ
れ
だ
け
年
を
と

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
気
持
が
少
し
穏
や
か
に
な

っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
此
頃
に
な

っ
て
や
た
ら
幼

い
こ
ど

も
が
気
に
な

っ
て
、
可
愛

い
く
て
仕
方
が
な

い
。
通
り
で
見
か
け
る
乳
幼
児
の
、
と
ら
わ

れ
の
な
い
姿
に
魅
せ
ら
れ
て
、
足
を
止
め
て

し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば

で
あ
る
。
他
人
の

子
な
ら
ば
、
可
愛
い
と
こ
ろ
だ
け
無
責
任
に

眺
め
て
い
れ
ば
楽
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は

勿
論
あ
る
に
し
て
も
、
泣

い
て
ぐ
ず
ぐ
ず
言

っ
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
ヤ
ケ
を
起
こ
し
て
わ

め
い
て
い
て
も
、
何
だ
か
嬉
し
く
な

っ
て
し

ま
う
の
だ
。

そ
う
い
え
ば
娘
が
生
れ
て
し
ば
ら
く
の
間

び
か
け
る
が
思
う
よ
う
な
反
応
は
な
い
。
思

い
余

っ
た
母
の
曰
く

「
慎
子
さ
ん
、
何
と
か

泣
か
せ
て
み
て
よ
」
…
…
。
そ
の
頃
も
、
そ

う
ま
で
し
て
孫
の
声
を
聞
き
た
い
母
の
気
持

が
少
し
は
分

っ
た

つ
も
り
だ

っ
た
け
れ
ど
、

そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
母
の
発
想

の
方
が
私
に
は
、
は
る
か
に
興
味
深
く
面
白

い
こ
と
だ

っ
た
。

あ
る
時
期
ま
で
赤
ん
坊
の
泣
き
声
な
ど
、

あ
ま
り
聞
き
た
く
な
い
種
類
の
も
の
で
あ

っ

た
の
に
、
例
外
は
と
に
か
く
、
泣
き
声
、
泣

き
顔
さ
え
好
ま
し
い
感
じ
な
の
だ
。

こ
れ
は
間
違

い
な
く
そ
れ
だ
け
年
を
と

っ

た
の
だ
。
た
だ
そ
れ
は
負
け
惜
し
み
で
も
何

で
も
な
く
、
良

い
年
の
重
ね
方
で
は
な
い
か

と

い
う
自
負
も
あ
る
。

夫
は
若

い
時
か
ら
大
の
こ
ど
も
好
き
で
、

こ
ど
も
に
も
結
構
、
な
つ
か
れ
る
人
な
の
だ

が
近
頃
は
二
人
で
外
出
し
た
時
な
ど
、
た
ま

弟
愛
を
発
揮
す
る
姿
が
何
と
も
ほ
ほ
え
ま
し

く
、
又
う
ら
や
ま
し
か

っ
た
。

「
良

い
で
す

ね

ェ
。
小
さ

い
子

っ
て
面
倒
だ
け
ど
、
本
当

に
良

い
で
す
ね
」
を
繰
り
返
す
私
に
、

「
あ

な
た
の
所
も
、
も
う
じ
き
よ
」
と

一
言
。
世

間

一
般
の
常
識
か
ら

い
え
ば
、
何
ら
疑
間
を

は
さ
む
余
地
の
な
い
言
葉
な
の
に
、
私
に
は

じ
わ
じ
わ
と
寂
し

い
言
葉
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
四
十
五
才
の
私
に
は
二
十
歳
を
過

ぎ
た
娘
と
二
十
歳
間
近

い
息
子
、
高
校
生
の

息
子
が

い
て
、
孫
が

い
て
も
不
思
議
の
な
い

年
頃
。
と
こ
ろ
が
私
の
気
持
の
奥
で
は
、
私

だ

っ
て
も
う
ひ
と
ふ
ん
ば
り
す
れ
ば
、
四
番

目
の
赤
ち

ゃ
ん
が
抱
け
る
ん
だ
わ
、
と

い
う

思

い
が
あ

っ
た
の
だ
。
叔
母
の

一
言
は
、
そ

ん
な
私
に
と

っ
て
は
痛
烈
な
と
ど
め
の

一
撃

だ

っ
た
わ
け
で
、
私
は

一
人
で
お
か
し
く
、

そ
し
て
少
し
だ
け
寂
し
か

っ
た
。

私
達
親
子
は
関
西
に
住
ん
で
い
て
、
夜
に
な
　
一　
た
ま
園
児
の
集
団
に
会

っ
た
り
す
る
と
、　
つ
　
一　
　
小
さ

い
こ
ど
も
を

い
と
し

い
と
思
う
近
頃

話最珊師なわ衛舜ｂ諏町の一端靴」螺鏑
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先
年
亡
く
な

っ
た
画
家

の
中
川

一
政
さ
ん

は
八
十
八
才
に
な

っ
て
も
ま
だ

「
年
を
と

っ

た
ら
あ
れ
も
描
き
た
い
。
こ．
れ
か
が
あ
れ
を

し
よ
う
」
と
ウ

ッ
カ
リ
言

っ
て
し
志
う
の
だ

と
言

っ
て
お
ら
れ
る
し
、
八
十
才
を
過
ぎ
て

自
伝
を
書

い
た
作
家
の
宇
野
千
代
さ
ん
は
そ

の
著
書
に

「
生
き
て
い
く
私
」
と
題
し
た
。

人
間
、
生
き
て
い
る
そ
の
時
、
そ
の
時
が

今
が

い
ち
ば
ん
な
の
に
、
そ
し
て
ひ
れ
が
ら

が
輝

い
て
い
く
時
な
の
に
、
な
か
な
か
そ
の

こ
と
に
気
付
け
ず
に
い
る
も
の
ら
し
い
。

「
正
し

い
信

に
向
う
」

藤
巻
　
加
　
藤
　
千
　
里

現
在
私
は
、
人
身
受
け
難
し
と
言
わ
れ
る

娑
婆
饉
界
に
人
間
と
し
て
生
を
受
け
て
、
天

地
大
自
然
の
恵
み
を
頂
い
て
生
か
さ
れ
て
、

早
八
十
才
を
越
え
ま
し
た
。
過
去
を
振
り
返

り
想

い
ま
す
と
、
六
十
才
迄
は
川
の
流
れ
の

よ
う
に
流
さ
れ
て
働
き
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

六
十
才
を

一
期
と
し
て
大
病
の
為
働
く
こ
と

が
不
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
仏
法
を

聞
く
縁
を
得
て
、
仏
法
の
真
実
と
は
如
何
な

る
点
に
存
在
す
る
の
か
と
自
我
の
思

い
の
ま

ま
に
仏
教
の
本
を
求
め
、
法
話
を
聞
き
、
キ

リ
ス
ト
教
や
禅
の
ラ
ジ
オ
放
送
や
テ
キ
ス
ト

を
読
み
、
様

々
な
宗
教
集
団
の
誘

い
に
も
耳

を
傾
け
て
ひ
た
す
ら
に
真
実
を
体
得
し
た
い

も
の
と
迷

い
続
け
て
参
り
ま
し
た
。
然
し
、

自
我
の
思

い
で
、
如
何
に
追

い
続
け
よ
う
と

も
真
実
は
得
ら
れ
な
い
の
で
す
ね
。
自
分
の

心
の
中
に
正
し
い
信
心
が
な
い
か
ら
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
此
頃
は
釈
尊
と
親
鸞

聖
人
の
教
え
を
旨
と
す
る
聞
法
会
に
出
会

っ

て
、
自
ら
の
姿
の
あ
り
よ
う
を
、
業

の
深
さ

を
ど
ん
な
猛
火
に
も
焼
滅
す
る
こ
と
な
く
、

肉
体
が
滅
し
て
も
、
自
ら
の
積
み
重
ね
た
罪

業
は
来
世
に
於

い
て
も
消
え
る
こ
と
な
く
そ

の
人
に
つ
い
て
廻
る
も
の
で
あ
る
と
知
り
ま

し
た
。

た
だ
弥
陀
仏
の
本
願
力
の
廻
向
に
の
み
、

正
し
い
信
心
を
念
頭
に
お

い
て
、
求
道
聞
法

の
道
を
歩
み
続
け
、
無
碍
の

一
道
に
達
す
る

こ
と
が
出
来
得
る
な
ら
ば
幸

い
で
す
。

釈
迦
の
教
え
に
説
か
れ
て
あ
る
よ
う
に
、

凡
夫
に
念
じ
て
下
さ
る
諸
仏
が
在
り
ま
す
。

（偏
覆
三
千
大
千
世
界
　
恒
河
沙
数
諸
仏
各

於
国
土
廣
長
舌
相
説
誠
実
言
―
―
仏
説
阿
弥

陀
経
）

善
導
大
師
の
二
河
の
白
道
、
釈
迦
の
発
遺

弥
陀
の
悲
心
招
喚
等
、
此
の
真
実
の
本
意
を

今
日
ま
で
自
覚
で
き
な
か

っ
た
の
も
、
自
我

心
の
た
め
と
思

い
ま
す
。

「
人
間
は
人
間
だ
か
ら
、
宗
教
意
識
の
或

は
潜
在
し
或
は
微
動
し
て
い
な
い
も

の
は
あ

る
ま

い
。
宗
教
は
人
間
が
人
間
で
存
在
す
る

限
り
有
る
も
の
で
あ
り
必
要
で
あ
る
」
こ
れ

は
鈴
木
大
拙
師

の
教
説
で
あ
り
ま
す
。
金
子

大
栄
師
は

「
仏
法
が
振
は
な

い
と
云
う
人
は

そ
の
人
の
上
に
振
わ
な

い
の
で
は
な

い
か
」

と
教
え
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

末
法

の
時
代
と
言
わ
れ
る
の
も
同
じ
こ
と

と
思

い
ま
す
。

釈
尊

の
教
え
、
親
鸞
聖
人

の
教
え
は
永
久

不
滅
で
あ
り
ま
す
。

私
も
人
間
と
し
て
存
在
す
る
限
り
、
仏
法

の
正
し

い
道
を
求
め
聞
法
に
は
げ
み
た

い
と

念
願
す
る
次
第

で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

加
藤
千
里
さ
ん
は
藤
巻

に
、
長
男
夫

婦
と
お
孫
さ
ん
、

「
み
な
み
」
と

い
う

名
の
大
と
暮
し
て
お
ら
れ
る
篤
信

の
人

で
あ
る
。
大
病
を
な
さ

一ン
て
か
ら
は
あ

ま
り
無
理
は
で
き
な

い
ら
し

い
が
、
少

し
ぐ
ら

い
の
雨

で
も
自
転
車
で
走
る
。

補
聴
器
を
し
て
少
し
耳
は
不
自
由
そ
う

だ
が
、
時
々
当
寺
本
堂

の
書
棚
か
ら
本

を
見

つ
け
出
し
て
は
借
り
て
行
か
れ
る
。

又
、
余
程
の
こ
と
が
な

い
限
り
、
寺

の

行
事

に
は
欠
か
さ
ず
足
を
運
ん
で
下
さ

る
し
、
月
参
り
に
行

っ
た
折
に
も
、

い

ろ
い
ろ
刺
激
を
し
て
励
ま
し

て
下
さ
る
。

加
藤
さ
ん
も
又
、

こ
れ
か
ら
の
人
。
ち

さ
と
と

い
う
優
し

い
名
前

で
あ
る
が

、

実
は
男
性
。
三
度
目
の
寄
稿

で
あ
る
。
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悲

色

し

山

崎

隆

日
日

関
西
の
フ
ォ
ー
ク
歌
手
の
上
田
正
樹
が
、

「
悲
し

い
色
や
ね
」
と

い
う
歌
を
唱

っ
て
い

た
。に

じ
む
街

の
灯
を
　
ふ
た
り
見
て
い
た

桟
橋
に
止
め
た
　
車
に
も
た
れ
て

泣

い
た
ら
あ
か
ん
　
泣

い
た
ら

せ

つ
な
く
な
る
だ
け

　

（後
略
）

バ
ラ
ー
ド
調
の
ゆ

っ
く
り
と
し
た
リ
ズ
ム
の

歌
で
、
男
女

の
哀
し
い
愛
に
揺
れ
う
ご
く
女

心
を
少
し
か
す
れ
た
声
で
語
る
よ
う
に
唱

っ

て

い
た
の
が
記
憶
に
残

っ
て
い
る
。

（僕
は

音
楽
に
は
と
ん
と
不
案
内
で
、
た
ま
た
ま
聴

き
、
そ
れ
が
耳
に
残

っ
て
い
た
だ
け
で
、
こ

の
歌
も
僕
自
身
は
唱
え
な
い
）

「
人
生

バ
ラ
色
」
と
か
逆
に

「
灰
色
の
人

生
」
と
か
又

「
ブ

ル
ー
な
恋
」
等
々
、
状
況

や
感
情
が
色
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
る
。
例
え
ば

エ
ロ
テ
イ
ッ
ク
な

も

の
と
桃
色
と
が
ど
こ
で
結
び
着

い
た
の
か

不
思
議
と
い
え
ば
不
思
議
で
あ
る
。
新
緑
の

春
の
山
に
咲
く
山
桜
の
色
の
美
し
さ
な
ど
、

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
は
程
遠

い
。

と
こ
ろ
で

「
悲
し
い
色
」
と
は
ど
ん
な
色

で
あ
ろ
う
。
想
像
す
る
と
面
白

い
。

同
じ

″
悲
し
さ
″
に
も
悲
哀
と
い
う
哀
し

い
悲
し
さ
。
悲
壮
と

い
う
強

い
悲
し
さ
、
あ

る
い
は
慈
悲
と

い
う
暖
か
な
拡
が
り
を
持

つ

悲
し
さ
等
あ
る
が
ど
ん
な
色
で
あ
ろ
う
。

シ

ュ
ー
ク
ス
ピ
ア
は
す
ぐ
れ
た
悲
劇

（
四

人
悲
劇
な
ど
と

い
う
）
を
著
わ
し
た
が
、
と

り
わ
け
そ
の
中
で
、
年
老

い
た
か

つ
て
の
権

力
者
リ
ヤ
王
が
、
実
の
娘
達
に
裏
切
ら
れ
、

見
捨
て
ら
れ
て
荒
野
を
さ
ま
よ
う
物
語
は
凄

惨
な
感
が
す
る
。
こ
れ
な
ど
は
ど
ん
な
色
に

な
る
の
か
。
目
の
粗

い
キ
ャ
ン
バ
ス
に
、
固

め
の
太

い
平
筆
に
チ

ュ
ー
ブ
か
ら
絵
の
具
を

直
接

つ
け
て
走
り
塗

っ
た
暗

い
藍
色

の
様
な

色
か
。

数
年
前
、
新
潟
市
で
、
Ｐ

ｏ
ク
レ
ー
展
を

観
る
機
会
が
あ

っ
た
。
閉
館
時
の
間
近
に
入

っ
た
た
め
、
走
り
観
で
あ

っ
た
が
と
て
も
面

白
か

っ
た
。
そ
の
中
の

一
枚
の
抽
象
画
に
赤

い
色
の
美
し

い
絵
が
あ
り
、
観
て
い
て
妙
に

悲
し
い
感
じ
が
し
た
。
そ
の
時
何
と
な
く
頭

に
浮
か
ん
で
き
た
の
が
、
上
田
正
樹

の

「
悲

し
い
色
や
ね
」
の
歌
だ

っ
た
。
そ
も
そ
も
そ

れ
が
こ
の
拙
文
の
始
ま
り
で
あ
る
。

あ

と

が

き

※

「
大
地
」
二
十
号
が
漸
く
発
行

の
は
こ
び

に
な
り
ま
し
た
。
夏
の
号
で
十
月
に
次
号
を

と
約
束
し
な
け
れ
ば
、
来
年
に
ズ
レ
こ
ん
で

し
ま

い
そ
う
な
頼
り
な
さ
で
し
た
が
、
有
形

無
形
の
様

々
な
声
援
に
支
え
ら
れ
て
、
こ
こ

ま
で
こ
ぎ

つ
け
ま
し
た
。

「
大
地
」
創
刊
は
前
住
職

・
武
雄
が
病
を

得
た
の
を
機
に
父

・
武
雄
の
深

い
願

い
に
動

か
さ
れ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
し
た
。

「
大

地
」
と

い
う
名
は
、
直
接
的
に
は
前

々
住
職

隆
英
が
遺
し
た
歌

つ
く
づ
く
し
　
生
き
む
願
ひ
の

ひ
と
す
じ
に
　
大
地
を
割
り
て

伸
び
出
で
に
け
り

か
ら
貰

い
、
題
字
は
武
雄
が
書
き
ま
し
た
。

※
冒
頭
に
掲
げ
た
俳
句
は
、
報
恩
講
に
寄
せ

る
気
持
を
詠
み
こ
ん
で
貰

い
ま
し
た
。

一
人
で
も
多
く
の
方

の
参
詣
を
心
待
に
し
て

お
り
ま
す
。

※
何
だ
か

一
年
中
変
な
気
候
で
す
ね
。
こ
の

秋
は
殊
の
外
台
風
が
多
く
雨
ば
か
り
降

っ
て

寒

い
日
が
多

い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
さ
て

や
が
て
来
る
冬
は
ど
ん
な
姿

で
現
わ
れ
る
の

や
ら
。

※
約
束
な
ど
せ
ぬ
方
が

い
い
よ
、
と
心
の
奥

で
囁

い
て
い
ま
す
が
…
…
次
号
は

一
月
に
。

（慎
）


