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報
恩
講
法
要
は
浄
土
真
宗
で

一
番
大
切
に
さ
れ
て
い
る
ご
法

座
で
す
。
皆
さ
ん
は
こ
の
「
報

恩
講
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を

ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
報
恩
の
「
報
」
は
、

「
報
謝
」
と
い
う
言
葉
の
頭
文

字
で
す
。
何
か
を
し
て
も
ら
っ

た
と
き
に
感
謝
を
す
る
と
い
う

意
味
で
す
。

　

例
え
ば
、
寒
い
冬
の
日
に
家

に
帰
り
、
家
族
が
「
寒
か
っ
た

で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
温
か
い

お
茶
を
出
し
て
く
れ
た
と
き
、

「
あ
り
が
と
う
」
と
感
謝
の
返

事
を
す
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
何
か
を
し
て
も
ら
っ
た

と
き
に
感
謝
の
返
事
を
す
る
と

い
う
の
が
、
「
報
」
と
い
う
字

な
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
恵
み
与
え
ら
れ

た
阿
弥
陀
さ
ま
の
功
徳
と
は
、

一
体
何
の
こ
と
を
表
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
一
言

で
い
い
ま
す
と
、
私
た
ち
の
口

か
ら
出
て
く
だ
さ
る
南
無
阿
弥

陀
仏
の
お
念
仏
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
お
念
仏
を
頂
い
た
こ
と

に
感
謝
の
お
返
事
を
し
て
い
く
、

つ
ま
り
感
謝
の
気
持
ち
で
お
念

仏
を
称
え
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
、
報
恩
と
い
う
言
葉
の
大
切

な
意
味
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
報
恩
講
の
「
講
」

は
、
集
ま
り
や
仲
間
と
い
っ
た

字
で
す
。
恩
と
は
、
恵
み
与
え

ら
れ
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て

い
ま
す
。
徳
は
阿
弥
陀
さ
ま
の

功
徳
の
こ
と
を
表
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
「
恩
徳
」
と
い
う
の

は
、
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
功
徳
を

恵
み
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
意

味
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
の
で
、
報
恩
講
の
「
報

恩
」
と
い
う
言
葉
は
、
阿
弥
陀

さ
ま
か
ら
功
徳
を
恵
み
与
え
ら

れ
た
こ
と
に
対
し
て
感
謝
の
お

返
事
を
す
る
、
と
い
う
意
味
に

の
意
味
で
す
。

　

次
に
報
恩
の
「
恩
」
は
、

「
恩
徳
」
と
い
う
言
葉
の
頭
文

意
味
で
す
か
ら
、
報
恩
講
法
要

と
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
感
謝
の

気
持
ち
で
仲
間
と
共
に
手
を
合

わ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
南
無
阿

弥
陀
仏
と
お
返
事
を
さ
せ
て
い

た
だ
く
法
要
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら

恵
み
与
え
ら
れ
る
南
無
阿
弥
陀

仏
の
お
念
仏
に
は
、
親
鸞
さ
ま

は
、
三
つ
の
意
が
込
め
ら
れ
て

あ
る
と
仰
せ
に
な
り
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
が

私
を
思
い
、
「
私
が
い
る
よ
、

こ
の
私
に
任
せ
て
く
れ
よ
」
と

い
う
呼
び
声
を
届
け
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

　

二
つ
目
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
が

私
た
ち
に
お
念
仏
を
称
え
さ
せ

た
い
と
い
う
お
心
。

　

三
つ
目
は
、
お
念
仏
を
称
え

る
も
の
を
救
わ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
と
い
う
は
た
ら
き
が
、
お

念
仏
を
称
え
る
も
の
を
包
み
込

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
報
恩
講
と
は
、

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
恵
み
与
え
ら

れ
た
お
念
仏
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
そ
の
お
こ
こ
ろ
を
私
た
ち

に
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
宗

祖
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
に
対
し

て
、
報
恩
感
謝
の
思
い
か
ら
お

迎
え
す
る
も
っ
と
も
大
切
な
ご

法
座
で
あ
る
の
で
す
。

と
、
和
歌
山
教
区
布
教
団
が
主

催
す
る
通
夜
布
教
。

　

三
浦
良
成
師
（
有
田
北
組
極

楽
寺
）
、
北
條
一
穂
師
（
紀
南

組
妙
道
寺
）
、
佐
々
木
紀
彦
師

（
有
田
北
組
教
念
寺
）
、
島
和

夫
師
（
和
歌
山
組
西
覚
寺
）
が
、

一
人
40
分
の
持
ち
時
間
で
法
話
。

　

２
人
目
の
北
條
師
は
、
親
鸞

聖
人
の
ご
生
涯
を
絵
巻
に
し
た

『
本
願
寺
聖
人
親
鸞
伝
絵
』
の

図
絵
部
分
で
あ
る
『
御
絵
伝
』

の
絵
解
き
。
第
一
幅
第
四
図
に

描
か
れ
た
「
六
角
夢
想
」
の
解

説
を
し
な
が
ら
、
親
鸞
聖
人
の

六
角
堂
参
籠
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

つ
い
て
詳
し
く
話
し
た
。

　

親
鸞
聖
人
の
ご
命
日
を
縁
と

し
て
、
そ
の
ご
遺
徳
を
讃
え
、

ご
恩
に
感
謝
す
る
恒
例
の
「
報

恩
講
」
が
、
11
月
24
日
か
ら
28

日
の
５
日
間
、
鷺
森
別
院
で
盛

大
に
勤
め
ら
れ
た
。

　

24
日
か
ら
26
日
は
久
林
高
伸

師
（
大
和
高
田
市
・
常
徳
寺
）
、

27
日
と
28
日
は
佐
々
木
義
英
師

（
大
津
市
・
福
田
寺
）
が
、
親

鸞
聖
人
が
明
ら
か
に
し
て
く
だ

さ
っ
た
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
を

丁
寧
に
お
取
り
次
ぎ
さ
れ
た
。

　

27
日
午
後
７
時
か
ら
の
「
夜

の
法
座
」
で
は
、
正
信
念
仏
偈

を
お
勤
め
し
、
講
師
の
佐
々
木

義
英
師
か
ら
法
話
を
頂
い
た
あ

　

お
浄
土
と
は
ど
の
よ
う
な
世

界
な
の
か
と
尋
ね
て
ま
い
り
ま

す
と
、
「
無
苦
の
世
界
」
で
あ

り
「
無
楽
の
世
界
」
で
あ
る
と

教
え
ら
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
の
生
き
て
い
る
こ
の

世
界
は
、
自
分
の
思
い
通
り
に

な
ら
な
い
世
界
で
す
。
そ
れ
を

な
ん
と
か
自
分
の
思
い
通
り
に

し
よ
う
と
し
て
、
苦
し
み
が
生

じ
て
く
る
。
そ
ん
な
世
界
か
ら

解
放
さ
れ
て
い
く
、
無
苦
の
世

界
が
お
浄
土
で
あ
り
ま
す
よ
、

と
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
私
が
感
じ
る

楽
し
さ
、
う
れ
し
さ
、
感
動
、

そ
ん
な
自
分
自
身
の
思
い
を
は

る
か
に
超
え
た
世
界
が
お
浄
土

で
あ
り
ま
す
よ
、
と
い
う
意
味

し
た
。
そ
の
空
き
時
間
、
坊
守

か
ら
連
絡
が
あ
り
ま
し
て
、

「
暇
が
あ
る
ん
や
っ
た
ら
、
銀

座
に
お
い
し
い
マ
カ
ロ
ン
の
お

店
が
あ
る
か
ら
、
買
っ
て
き

て
」
と
頼
ま
れ
ま
し
た
。

　

当
時
、
マ
カ
ロ
ン
と
い
う
お

菓
子
を
知
ら
な
か
っ
た
私
は
、

銀
座
の
お
店
に
行
き
ま
し
た
が
、

「
よ
く
分
か
ら
ん
、
い
か
に
も

食
欲
の
そ
そ
ら
れ
な
い
色
の
食

べ
物
や
な
」
と
い
う
印
象
を
受

け
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま

言
わ
れ
た
通
り
に
購
入
し
、
宅

配
便
で
家
に
送
り
ま
し
た
。

　

家
に
帰
る
と
マ
カ
ロ
ン
が
届

か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い

世
界
が
お
浄
土
で
あ
る
と
受
け

止
め
て
ま
い
り
ま
す
と
、
な
か

な
か
お
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と

い
う
思
い
が
湧
い
て
こ
な
い
と

い
う
の
は
、
当
た
り
前
の
こ
と

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

例
え
る
と
、
ま
だ
食
べ
た
こ

と
の
な
い
物
を
食
べ
た
い
な
ぁ

と
思
う
気
持
ち
は
な
か
な
か
起

こ
り
ま
せ
ん
。
何
年
か
前
、
東

京
の
築
地
本
願
寺
に
布
教
の
た

め
４
日
ほ
ど
滞
在
し
て
お
り
ま

で
無
楽
の
世
界
と
も
聞
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
私
が
い
ま
だ

い
て
い
て
、
坊
守
が
お
い
し
そ

う
に
食
べ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

姿
を
見
た
ら
、
な
ん
と
な
く
食

べ
た
い
な
ぁ
と
い
う
気
持
ち
が

湧
い
て
き
た
、
そ
ん
な
出
来
事

が
あ
り
ま
し
た
。

　

今
ま
で
の
経
験
で
推
し
量
る

こ
と
の
で
き
な
い
世
界
で
あ
る

お
浄
土
を
、
私
た
ち
は
、
先

立
っ
て
い
か
れ
た
大
切
な
方
、

身
近
な
方
を
通
し
て
受
け
止
め

さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
ご
縁

を
頂
い
て
い
ま
す
。

　

大
切
な
方
と
の
別
れ
は
、
確

か
に
厳
し
い
ご
縁
で
す
。
し
か

し
、
先
立
っ
て
い
か
れ
た
方
は

お
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
さ
ま
に

成
っ
て
い
か
れ
た
方
、
と
お
聞

か
せ
い
た
だ
く
こ
と
で
、
私
た

ち
は
仏
さ
ま
の
お
こ
こ
ろ
と
い

う
新
た
な
世
界
に
出
遇
わ
せ
て

い
た
だ
く
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
お
互
い
の
い
の
ち

の
行
方
に
つ
い
て
も
、
先
立
っ

て
い
か
れ
た
方
を
仏
さ
ま
と
お

敬
い
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
か
で

受
け
止
め
さ
せ
て
い
た
だ
け
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
は
親
鸞
さ
ま
の
御

命
日
を
縁
と
し
て
共
に
阿
弥
陀

さ
ま
の
前
へ
と
集
い
、
そ
の
お

こ
こ
ろ
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く

尊
い
ご
縁
を
頂
き
ま
し
た
。

久林高伸師久林高伸師佐々木義英師佐々木義英師

コーラスも入りにぎやかに勤められた音楽法要（11月27日）

「
六
角
夢
想
」の
図

『
御
絵
伝
』絵
解
き通夜布教で拡大映写した御絵伝を

解説しながら法話する北條一穂師

鷺森別院で親鸞聖人の遺徳讃え報恩講

　鷺森別院所蔵の『御絵伝』に描かれた親鸞聖人「六角
夢想」の場面（部分）。
　建仁元年（１２０１）、親鸞聖人は比叡山を下りて、
救世観音菩薩から夢告（夢のお告げ）を頂こうと、洛中
の六角堂に１００日間の参籠を試みられた。９５日目と
なる４月５日の午前４時ごろ、救世観音が白い僧衣姿で
現れ、白い蓮台に威儀正しく座られて、「行者宿報設女
犯　我成玉女身被犯　一生之間能荘厳　臨終引導生極楽」
（行者、宿報にてたとい女犯すとも、われ玉女の身とな
りて犯されん。一生のあいだよく荘厳して、臨終に引導
して極楽に生ぜしめん）と告げられたという。
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