
報
恩
講
と
は

、
　
　
　
　

　
　
　
　

親
鸞
さ
ま
の
ご
法
事
の
こ
と
で
す
。そ
れ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
ク
リ
ス
マ
ス
の
よ
う

に
、
浄
土
真
宗
で
は
不
可
欠
、
一
番
大
切
な

行
事
で
す
。
七
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
、
私

た
ち
の
先
達
に
よ
り
、ひ
と
世
代
ひ
と
世
代
、

大
切
に
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
核

家
族
化
の
せ
い
で
し
ょ
う
か
、
ご
両
親
は
あ

ん
な
に
大
事
に
さ
れ
て
い
た
の
に
、
次
の
世

代
に
な
る
と
全
く
ご
存
じ
な
い
と
い
う
方
が

増
え
は
じ
め
て
い
ま
す

初
め
て
聞
い
た
　

　

　

　

と
い
う
方
も
、
ど
う
か
「
温
故
知
新
（
古
き

を
温た

ず

ね
て
新
し
き
を
知
る
）」
の
精
神
で
、

先
達
や
ご
先
祖
が
大
切
に
伝
え
て
こ
ら
れ
た

事
を
体
験
し
て
み
て
下
さ
い
。

木
を
見
て
森
を
見
ず
　　

す
ぐ
そ
こ
に
大
き
な
森
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
の
こ
と
を
お
伝
え
で
き
な
い
力
不
足
を
恥

じ
入
る
ば
か
り
で
す
。
ど
う
か
「
葬
式
・
法

事
だ
け
で
い
い
」
と
言
わ
れ
ず
に
、
通
り
報

恩
講
や
報
恩
講
法
座
に
ご
縁
を
結
ん
で
下
さ

い
。
き
っ
と
、
大
き
く
て
靜
か
な
森
（
仏
さ

ま
）
の
世
界
が
開
け
て
く
る
は
ず
で
す
。

は
じ
め
て
の
人

ベ
テ
ラ
ン
の
人

報
恩
講
ガ
イ
ド

通
り
報
恩
講
に
つ
い
て
（
詳
し
く
は
次
頁

を
ご
覧
下
さ
い
。）、

都
合
が
悪
い
方

お
仕
事
な
ど
で
、
ご
案
内
の
日
時
に
ご
都

合
が
つ
か
な
い
方
は
、
別
の
日
時
に
お
参

り
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ご
遠
慮

な
く
ご
相
談
下
さ
い
。
ま
た
逆
に
、
そ
の

時
間
に
合
わ
せ
て
帰
宅
す
る
の
で
、
コ
ー

ス
表
通
り
の
時
間
で
な
け
れ
ば
困
る
と

い
う
方
も
、
失
礼
が
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ

ん
の
で
お
寺
ま
で
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を

時
間
厳
守
を
心
が
け
て
お
り
ま
す
が
、

臨
終
勤
行
（
枕
経
）
や
お
葬
式
が
で
き

た
場
合
は
、
誠
に
恐
縮
で
す
が
、
変
更

に
ご
協
力
下
さ
い
。

　

ま
た
、
変
更
す
る
場
合
は
、
事
前
に

ご
連
絡
い
た
し
ま
す
が
、
お
家
の
都
合

な
ど
で
急
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
や
、

深
刻
な
相
談
が
あ
っ
た
場
合
、
ど
う
し

て
も
多
少
時
間
が
前
後
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
理
解
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

の

（
二
〇
一
四
年
度
版
）



報
恩
講
は
三
つ
あ
る

　

ま
ず
、各
ご
家
庭
で
つ
と
め
る
「
通

り
報
恩
講
」。
西
教
寺
で
は
、
例
年
十

月
一
日
（
土
日
祝
日
休
み
）
よ
り
は

じ
ま
り
ま
す
。
お
寺
の
近
く
は
、
こ

ち
ら
で
日
時
を
指
定
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
一
軒
三
〇
分
目
安
で
お
参
り
し

ま
す
。
遠
隔
地
の
方
や
事
情
が
お
あ

り
の
方
は
、
日
程
等
相
談
し
て
お
参

り
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん

ど
の
ご
門
徒
が
つ
と
め
ら
れ
ま
す
。

　

次
に
、
お
寺
で
の
「
お
取
り
越
し

報
恩
講
法
座
」。
親
鸞
聖
人
の
ご
命
日

（
一
月
十
六
日
）
を
ご
本
山
以
外
の
各

寺
院
は
取
り
越
し
て
つ
と
め
ま
す
。

ご
門
徒
の
皆
さ
ん
、「
年
に
一
度
、
報

恩
講
だ
け
は
お
寺
参
を
り
す
る
」
と

う
製
の
輪り

ん
と
う燈

・
お
リ
ン
・
仏
飯
器
な

ど
は
、
仏
壇
店
な
ど
で
売
っ
て
い
る

し
ん
ち
ゅ
う
磨み

が

き
な
ど
で
磨
き
ま

す
。
家
族
み
ん
な
で
お
み
が
き
し
ま

し
ょ
う
。お

　
か
　
ざ
　
り

〈
お
　
花
〉

　

ま
ご
ご
ろ
を
お
供
え
す
る
の
で
す

か
ら
、
造
花
は
ご
法は

っ
と度

で
す
。

〈
ロ
ー
ソ
ク
〉

　

普
段
横
着
し
て
電
気
の
ロ
ー
ソ
ク

だ
け
の
人
も
、
こ
の
日
は
本
物
の
お

光
り
を
と
も
し
ま
し
ょ
う
。
新
し
い

お
と
り
こ
し
報
恩
講
法
座   

三
津
田
支
坊

　
11
月
13
日
～
15
日

蔵
本
通
支
坊

　
11
月
25
日
～
28
日

長
ノ
木
本
坊

　
12
月
13
日
～
16
日

る
こ
と
を
「
信
心
を
決
定
す
る
」
と

い
い
、
毎
月
お
寺
で
開
か
れ
て
い
る

法
座
（
お
聴
聞
）
は
、
そ
の
た
め
の

も
の
で
す
。
ま
た
、
蓮
如
さ
ん
（
本

願
寺
八
代
門
主
）
は
、

　
未
安
心
の
行
者
に
い
た
り
て
は
（
略
）

こ
の
砌

み
ぎ
ん

に
お
い
て
仏
法
の
信
・
不
信

を
あ
ひ
た
づ
ね
て
こ
れ
を
聴
聞
し
て

ま
こ
と
の
信
心
を
決
定
す
べ
く
ん
ば
、

真
実
真
実
、
聖
人
（
親
鸞
）
報
謝
の

懇
志
に
あ
ひ
か
な
ふ
べ
き
も
の
な
り
。

（『
御
俗
姓
』『
浄
土
真
宗
聖
典
註
釈
版
』
1223
頁
）

と
言
わ
れ
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
信
心

を
決
定
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
人
生
の

本
当
の
意
味
に
眼
を
開
か
れ
、
一
時

し
の
ぎ
で
は
な
い
本
当
の
心
の
安
ら

ぎ
を
得
る
こ
と
こ
そ
が
、
親
鸞
さ
ま

の
ご
恩
に
報
い
る
こ
と
「
報
恩
」
に

な
る
の
だ
と
仰
有
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
西
教
寺
の
報
恩

講
は
、
ま
こ
と
に
お
恥
ず
か
し
い
、

形
ば
か
り
の
報
恩
講
で
す
が
、
少
し

で
も
本
来
化
・
現
代
化
し
て
、「
心
の

安
ら
ぎ
」、
新
し
い
人
生
へ
の
「
め
ざ

め
」、
そ
し
て
「
出
会
い
」
の
場
と
な

い
う
こ
と
に
し
て
く
だ
さ
い
ね
。

　

そ
し
て
最
期
に
、
一
月
十
六
の
親

鸞
さ
ま
の
ご
命
日
、
ご
本
山
（
西
本

願
寺
）
で
は
「
ご
正
当
（
御
正
忌
）

報
恩
講
」
が
つ
と
ま
り
ま
す
（
九
日

～
十
六
日
）。
ご
門
徒
な
ら
、
一
生
に

一
度
は
ご
本
山
に
お
参
り
し
た
い
も

の
で
す
。
し
か
し
、
本
山
へ
参
詣
で

き
な
い
人
の
た
め
に
、
ご
法
義
の
厚

い
（
信
仰
の
盛
ん
な
）
安
芸
地
方
で
は
、

各
寺
院
で
も
ご
正
当
の
法
座
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。

報
恩
講
の
意
義

　

報
恩
講
は
、
真
宗
門
徒
に
と
っ
て

特
別
な
意
味
を
も
つ
行
事
で
す
。
今

ま
で
仏
法
に
ご
縁
の
遠
か
っ
た
方
は
、

お
寺
と
い
う
と
、「
先
祖
の
葬
式
と
法

事
を
す
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
お

釈
迦
さ
ま
の
説
か
れ
た
仏
法
、
ま
た

親
鸞
さ
ま
の
教
え
は
、
人
生
の
さ
ま

ざ
ま
な
苦
悩
や
悲
し
み
を
乗
り
越
え
、

心
の
安
ら
ぎ
を
え
て
、
実
り
あ
る
人

生
を
教
え
る
も
の
で
す
。
真
宗
で
は
、

そ
の
よ
う
に
人
生
に
眼
を
ひ
ら
か
れ

お
仏
壇

の
準
備

　

お
み
が
き
（
お
掃
除
）

　

　

め
っ
き
し
て
い
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

し
ん
ち
ゅ

通
り
報
恩
講
は
、
何
は
と
も

あ
れ
、
お
仏
壇
の
ご
準
備
か

ら
。
報
恩
講
は
、昔
か
ら
、「
お

み
が
き
」
と
い
っ
て
お
仏
壇

を
大
掃
除
し
て
お
迎
え
す
る

の
が
慣
わ
し
で
す
。

る
よ
う
、
僧
侶
・
門
徒
ど
も
ど
も
に

背
筋
を
正
し
て
お
迎
え
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
既
に
、
私
は
大
き
な
宝
物
を

も
ら
っ
た
、
こ
れ
が
私
に
届
け
ら
れ

る
ま
で
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
ご
苦
労
や

お
手
間
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
感
じ
て

い
る
皆
さ
ん
、
現
代
は
危
機
的
状
況

で
す
が
、
少
し
で
も
仏
法
が
弘
ま
る

よ
う
、
ま
た
世
の
中
が
安
穏
に
な
る

よ
う
、
で
き
る
と
こ
ろ
で
ご
報
謝
を

お
願
い
し
ま
す
。
ご
家
族
ご
友
人
な

ど
、
一
人
で
も
多
く
の
方
を
誘
っ
て

ご
縁
に
お
あ
い
下
さ
い
ね
。



〈
お
供
え
物
〉

　

報
恩
講
な
ど
の
法
要
仏
事
の
際

は
、
お
仏
飯
の
他
、
お
餅も

ち
や
お
菓
子

等
を
適て

き
ぎ宜

お
供
え
し
ま
す
。
お
供
え

す
る
順
番
は
①
「
餅
」
②
「
菓
子
」

③
「
果
物
」
の
順
で
す
。
ま
た
、
お

供
え
は
、
供く

げ笥
（
華け

そ

く足
と
も
い
う
）

や
高
杯
に
盛
り
ま
す
が
、
こ
の
辺
で

多
い
三
方
向
が
金き

ん
だ
め濃

（
金き

ん
い
ろ色

）、
残

り
の
三
方
向
が
黒
の
供
笥
は
、
金
が

正
面
に
来
る
よ
う
（
黒
が
見
え
な
い

よ
う
に
）
し
ま
す
。

ち
な
み
に
、
仏
さ
ま
と
、
ご
先
祖
と

を
混
同
し
て
お
ら
れ
る
方
も
少
な
く

な
い
よ
う
で
す
。仏
さ
ま
に
は
お
水
・

お
茶
・
コ
ー
ヒ
ー
・
お
酒
・
た
ば
こ

等
は
お
供
え
し

ま
せ
ん
。

　

亡
き
人
と
お
話
し
し
た
り
、
涙
を

流
し
た
り
す
る
の
も
、
ま
た
、
そ
の

他
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
の
苦
悩
も
、
仏

の
を
出
し
て
お
い
て
下
さ
い
。
で
き

れ
ば
、
朱し

ゅ

ロ
ウ
（
赤
い
ロ
ー
ソ
ク
）

で
。
マ
ッ
チ
と
灰
皿
を
お
忘
れ
な

く
。

〈
お
　
香
〉

　

で
き
る
だ
け
良
い
香
り
の
も
の

に
し
ま
し
ょ
う
。
香こ

う

ろ炉
は
灰
を
な
ら

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
マ
ッ
チ
の
燃

え
カ
ス
は
香
炉
で
は
な
く
灰
皿
に

入
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

〈
お
仏ぶ

っ
ぱ
ん飯

〉

　

こ
れ
が
な
け
れ
ば
始
ま
り
ま
せ

ん
。
両り

ょ
う
わ
き
が

脇
掛
け
（
親
鸞
さ
ま
・
蓮れ

ん
に
ょ如

さ
ま
）
に
も
お
忘
れ
な
く
。

線香は立てずにねかせます

⇒

×

こちら（上側）
が仏さま側

裏
側
（
黒
塗
り
の
部
分
）
が
出
な
い

よ
う
に
し
ま
す
。

⇒

×　　 ○

　

お
念
珠
・
お
経
の
本　

　

お
念ね

ん
じ
ゅ珠

、
お
経
の
本
を
忘
れ
ず

に
。
ま
た
、
大
切
な
物
で
は
直
接

地
面
に
置
か
な
い
よ
う
気
を
つ
け

ま
し
ょ
う
。　

　
　
　

お
つ
と
め　
　
　

　　

お
経
は
い
っ
し
ょ
に
つ
い
て
あ

げ
ま
す
。
老

ろ
う
が
ん
き
ょ
う

眼
鏡
を
忘
れ
ず
に
。

数
年
前
か
ら
、
お
正
信
偈
も
少
し

は
ゆ
っ
く
り
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
の
で
、
で
き
る
だ
け
多
く
方
を

誘
っ
て
ご
縁
に
お
会
い
下
さ
い
。

　

お
位
牌
は
過
去
帳
に

　

　

真
宗
は
お
位い

は

い牌
は
用
い
ま
せ
ん
。

過
去
帳
に
書
き
換
え
ま
し
ょ
う
。

お
寺
の
者
に
ご
相
談
下
さ
い
。

さ
ま
と
と
も
に
受
け
止
め
る
な
ら

ば
、
五ご

り
む
ち
ゅ
う

里
霧
中
を
さ
ま
よ
っ
て
い
て

も
、必
ず
光
が
差
し
て
ま
い
り
ま
す
。

お
仏
壇
は
大
切
な
こ
と
を
私
に
見
せ

て
下
さ
る
場
で
す
。

御
　
　
文
　
　
章
　

　
「
出
し
忘
れ
」
を
し
た
り
、
向
き
が

「
上
下
逆
」
に
な
っ
て
い
る
の
が
御ご

ぶ
ん文

章し
ょ
う。

お
持
ち
で
な
い
方
は
、
お
寺
に
ご

相
談
下
さ
い
。
ち
な
み
に
、法
事
の「
お

仏
前
」
や
お
花
、
仏
具
な
ど
、
お
供

え
は
皆
、
私
た
ち
の
方
向
に
を
向
け

る
の
が
作
法
で
す
。
お
供
え
は
、
私
が

仏
さ
ま
に
向
け
て
供
え
た
つ
も
り
で

も
、
実
は
備
え
さ
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
（
私
の
仏
心
は
実
は
仏
の
は
た
ら
き

＝
お
か
げ
）

の
世
界
を

表
し
て
い

る
そ
う
で

す
。　

　
　

お
焼
香
道
具　
　
　

　
　

香
炉
を
乗
せ
る
お
盆
・
抹ま

っ
こ
う香

（
粉

の
お
香
）
を
忘
れ
ず
に
。

いらなくなります

真
宗
門
徒
の
生
き
方

 

時
々
お
参
り
先
で
、
お
守
り
・
破

魔
矢
・
お
札
・
神
棚
・
他
宗
の
本
尊

な
ど
見
か
け
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
日

の
善
し
悪
し
や
方
角
、
墓
相
・
家
相
、

そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
縁
起
か
つ
ぎ
や
、

運
気
が
上
が
る
と
い
わ
れ
る
壺
や
印

鑑
な
ど
、
気
に
な
っ
て
い
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
。
私
は
そ
れ

を
決
し
て
、「
け
し
か
ら
ん
」
と
か
「
つ

ま
ら
ん
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
て
、
そ
の
た
め
に
遠
く
ま
で
お
参

り
に
行
か
な
く
て
も
「
身
近
に
す
ば

ら
し
い
教
え
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
お

伝
え
し
た
い
の
で
す
。



ど
う
生
き
る
の
か

　

先
年
西
教
寺
に
お
招
き
し
た

亀
井
鑛
（
か
め
い
ひ
ろ
し
）
先

生
は
、
真
宗
大
谷
派
の
お
寺
の

ご
門
徒
で
聞
法
歴
五
十
年
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
「
心
の
時
代
」
で

随
時
司
会
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
生
は
、「
こ
れ
は
、
真
宗
門

徒
だ
か
ら
と
か
、
宗
派
の
掟
と

し
て
、
昔
か
ら
そ
う
い
わ
れ
て

い
る
か
ら
、
そ
う
教
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
、
と
い
う
ん
で
な
く
、

そ
も
そ
も
人
間
が
生
き
る
上
で
、

こ
れ
を
ど
う
受
け
と
め
て
い
っ

た
ら
い
い
か
と
い
う
問
題
で

す
。」（
亀
井
鑛
著
『
妙
好
人
と

生
き
る
』）
と
い
わ
れ
ま
す
。
家

族
が
健
康
で
長
生
き
、
仕
事
も

順
調
等
々
、
幸
福
を
願
う
の
は
、

私
た
ち
の
素
朴
な
願
い
で
す
。

そ
れ
を
か
な
え
る
た
め
に
私
た

ち
は
さ
ま
ざ
ま
に
努
力
し
ま
す

が
、
思
い
通
り
に
は
な
り
ま
せ

ん
ね
。
そ
こ
を
神
さ
ま
に
か
な

え
て
も
ら
う
べ
く
祈
願
す
る
わ

け
で
す
が
、
は
た
し
て
そ
れ
で

思
い
は
か
な
う
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
本
気
で
信
じ
て
は
い
な

い
と
言
い
つ
つ
、
お
札
や
お
守

り
を
手
放
せ
な
い
皆
さ
ん
、
こ

こ
が
仏
法
の
聞
き
ど
こ
ろ
で
す
。

道
理
に
気
づ
く

 

亀
井
先
生
い
わ
く
。「
仏
様

も
、
人
間
の
側
か
ら
仏
様
に
向

か
っ
て
・
拝
ん
で
祈
っ
て
す
が
っ

て
手
を
合
わ
す
と
、
願
い
事
が

か
な
え
て
も
ら
え
る
の
か
。
そ

う
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
仏
様
は

向
こ
う
か
ら
私
た
ち
人
間
に
向

か
っ
て
、「
お
前
た
ち
の
生
き
方

は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
法
に
背

き
道
理
に
違
う
。
そ
れ
に
気
付

い
て
く
れ
よ
」
と
呼
び
か
け
、

願
い
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

そ
れ
本
願
と
い
う
。」（
略
）。

「
真
の
宗
教
は
、
迷
信
に
対
す
る

正
信
で
す
。
本
願
念
仏
は
正
信

で
し
た
ね
。
そ
れ
は
道
理
の
宗

教
と
い
っ
て
い
い
。
道
理
に
の
っ

と
り
、
道
理
に
か
な
っ
た
あ
り

方
に
私
た
ち
を
導
く
。」　
　
　

　
　
　
　
　
（
亀
井
前
掲
書
）

道
理
（
法
・
み
教
え
）
を
聞
け
ば
、

私
の
生
き
方
・
願
い
の
底
に
あ

る
無
明
性
（
真
実
に
明
る
く
な

い
こ
と
）煩
悩
性（
自
己
中
心
性
）

に
気
づ
か
さ
ま
す
。
そ
し
て
本

当
の
生
き
方
が
見
え
て
き
ま
す
。

　
地
獄
の
苦
し
み
を

　
背
負
う
て
立
つ
力

　

喜
多
繁
子
さ
ん
さ
ん
は
、
あ

る
新
興
宗
教
を
信
仰
し
て
い
た

（
亀
井
鑛
著
『
わ
れ
ら
念
仏
に

生
き
る
』
よ
り
引
用
）。
二
人
目

の
子
が
生
ま
れ
た
こ
ろ
、
夫
の

武
弘
さ
ん
（
51
歳
）
が
病
気
に

な
っ
た
。
病
気
を
治
す
た
め
に
、

お
内
仏
の
前
（
在
来
の
家
の
宗

旨
は
そ
の
ま
ま
で
よ
い
と
い
う

教
え
だ
っ
た
）
で
そ
の
教
団
の

聖
典
を
、
時
間
を
決
め
て
読
経

の
よ
う
に
読
誦
し
た
。
一
生
懸

命
に
信
仰
し
た
が
、
結
局　

〝
効

能
〟
は
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。

「
ど
う
し
て
な
の
。
こ
れ
だ
け

や
っ
て
も
、
ど
う
し
て
夫
の
病

が
治
ら
な
い
の
」
と
焦
り
と
疑

い
が
よ
ぎ
り
は
じ
め
た
と
き
、

手
次
ぎ
寺
の
慈
光
寺
一
後
藤
道

照
住
職
一
か
ら
も
ら
っ
た
「
法

語
カ
レ
ン
ダ
ー
」（
真
宗
教
団

連
合
刊
）
の
「
地
獄
の
苦
し
み

を
背
負
う
て
立
つ
力
を
信
心
と

い
う
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
繁

子
さ
ん
の
目
に
入
っ
た
。

「
本
当
に
、
も
う
ど
う
に
も
な
ら

な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
状
態

を
背
負
っ
て
立
つ
力
が
信
心
な

の
か
、
と
。
私
も
そ
の
教
団
で

信
心
し
て
い
た
つ
も
り
だ
っ
た

の
で
す
よ
、
苦
し
い
境
遇
を
変

え
て
も
ら
い
た
い
一
心
で
。
そ
う

だ
っ
た
か
、
苦
し
み
を
受
け
と

め
て
背
負
う
と
い
う
こ
と
が
信

心
だ
っ
た
か
。
こ
の
こ
と
ば
ひ

と
つ
で
、
私
は
そ
の
教
団
か
ら

切
れ
ま
し
た
。
あ
の
こ
と
ば
に

出
遇
わ
な
か
っ
た
ら
、
今
で
も

つ
っ
ぱ
て
や
っ
て
い
た
で
し
ょ
う

ね
。」

　

皆
さ
ん
、
ち
ょ
っ
と
仏
法
を

聞
い
て
み
ま
せ
ん
か
？
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