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毎
月
二
十
八
日

　
　

讃
寺
で
は
毎
月
二
十
八
日
午
前
十
時
か
ら
親
鸞
聖
人
の
ご

命
日
の
お
勤
め
が
あ
り
ま
す
。

　

い
つ
も
一
時
間
前
に
着
く
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
ま
し

た
が
、
こ
の
日
は
朝
ド
ラ
の
後
の
番
組
を
続
け
て
見
て
し
ま
い

「
お
寺
に
行
か
な
い
の
！
」
と
妻
に
言
わ
れ
て
急
い
で
寺
に
行

き
ま
し
た
。
本
堂
に
入
る
と
す
で
に
伊
藤
さ
ん
が
廣
讃
寺
ジ
ャ

ー
ナ
ル
と
同
朋
新
聞
の
各
地
域
へ
配
布
で
き
る
よ
う
に
仕
分
け

し
て
い
ま
し
た
の
で
大
遅
参
で
し
た
。
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
ニ
人

で
仕
分
け
を
し
て
い
る
と
同
朋
会
会
計
さ
ん
が
来
ら
れ
ま
し
た

の
で
ニ
人
に
お
任
せ
し
て
、
私
は
椅
子
を
な
ら
べ
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
本
堂
の
椅
子
は
新
し
く
な
り
軽
く
な
り
ま
し
た
。
積

ん
で
あ
る
椅
子
を
上
か
ら
取
る
時
も
楽
に
な
り
ま
し
た
。
コ
ロ

ナ
対
策
で
間
隔
を
あ
け
な
が
ら
椅
子
を
な
ら
べ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
ら
同
朋
会
の
地
区
委
員
の
人
た
ち
が
み
え
て
一
緒
に

椅
子
を
な
ら
べ
十
時
を
待
ち
ま
し
た
。

　

定
刻
に
住
職
の
調
声
で
正
信
偈
草
四
句
目
下
げ
と
三
淘
念
仏
、

浄
土
和
讃
六
首
、
回
向
ま
で
全
員
で
唱
和
し
ま
し
た
。
唱
和
が

い
つ
も
よ
り
大
き
な
声
に
感
じ
た
の
は
コ
ロ
ナ
で
丸
三
年
も
お

勤
め
も
自
粛
し
て
い
た
の
が
理
由
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

私
も
そ
の
時
、
嬉
し
く
な
っ
て
思
わ
ず
同
調
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。

　

お
勤
め
の
後
は
住
職
の
法
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
の
法
話

の
お
題
は
『
正
』
と

い
う
少
し
抽
象
的
な

題
で
し
た
が
、
と
て

も
時
宜
を
得
た
も
の

で
し
た
。
科
学
の
合

理
的
な
判
断
に
は
限

界
が
あ
る
。
そ
も
そ

も
我
々
が
正
だ
、
悪

（
邪
）だ
と
決
め
つ
け

釋　

綽
智



　

引
続
き
「
慶
讃
と
報
恩
」
に
つ
い
て
、
前
々
号
で
は
「
御
誕

生
」
に
つ
い
て
、
前
号
で
は
「
立
教
開
宗
」
に
つ
い
て
触
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
今
号
か
ら
御
誕
生
と
立
教
開
宗
を
記
念
す
る

「
慶
讃
法
要
」と
、親
鸞
聖
人
ご
入
滅
後
か
ら
営
ま
れ
て
き
た「
報

恩
講
」
を
比
較
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
先
に
報
恩
講
に
つ
い
て
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
ご
入
滅
後

の
三
十
三
回
忌
に
合
わ
せ
て
本
願
寺
三
代
目
の
覚
如
上
人
が

『
報
恩
講
私
記
』
を
著
わ
し
た
こ
と
が
起
源
と
さ
れ
ま
す
。
つ

ま
り
、
親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
「
死
」
に
際
し
て
営
ま
れ

て
き
た
儀
式
と
い
え
ま
す
。
五
十
年
を
一
つ
の
節
目
と
し
て
勤

ま
る
御
遠
忌
も
合
わ
せ
て
七
百
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
わ
け
で

す
。

　

一
方
で
、
慶
讃
法
要
と
い
え
ば
一
九
七
三
年
に
初
め
て
勤
ま

り
、
歴
史
と
し
て
も
浅
く
五
十
年
ほ
ど
で
す
。
そ
れ
も
親
鸞
聖

人
の
御
誕
生
と
い
う
「
生
」
を
重
ん
じ
て
営
ま
れ
始
め
た
と
い
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慶
讃
と
報
恩
（
3
）

田
中 

智
教

―
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
教
開
宗
八
百
年
―

て
い
る
判
断
は
そ
ら
ご
と
に
過
ぎ
な
い
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。
私

た
ち
煩
悩
に
ま
み
れ
た
凡
夫
の
濁
っ
た
目
で
は
真
実
は
見
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
こ
そ
が
私
た
ち
が
抱
え
る
不
安
の
原

因
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

時
代
劇
『
水
戸
黄
門
』
が
テ
レ
ビ
で
長
く
続
い
て
い
る
の
は

正
・
悪
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
最
後
に
は
悪
者
が
あ
や
ま
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
に
快
感
を
覚
え
る
の
で
し
ょ
う
。
一
方
、
現
代

社
会
で
は
真
逆
な
こ
と
も
多
々
あ
る
の
で
、
な
お
一
層
快
感
を

覚
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。　

　

コ
ロ
ナ
も
終
息
し
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
全
国
的
に
高
齢
者

で
亡
く
な
る
方
が
た
い
へ
ん
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
ん

な
中
で
も
昨
年
は　

讃
寺
門
徒
の
皆
さ
ん

で
報
恩
講
を
無
事

に
勤
め
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
に

感
謝
し
て
十
念
。

あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。



う
こ
と
で
す
。
こ
の
、
生
と
死
は
対
極
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
る

も
の
の
、
仏
教
で
は
「
生
死
」
と
い
っ
て
二
つ
を
切
り
分
け
な

い
考
え
方
が
基
本
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
生
ま
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
や
が
て
死
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
、
死
ぬ
と
い

う
事
実
が
あ
る
か
ら
生
き
る
こ
と
が
輝
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
感
情
的
に
は
「
生
」
は
喜
び
「
死
」
は
悲
し
み
が
大
き

く
深
く
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
喜
び
と
悲
し
み
も
切
り
分

け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
誰
し
も
が
悲
し
み
を
抱

え
て
生
き
る
存
在
で
あ
り
、
悲
し
み
を
消
滅
さ
せ
て
喜
び
を
獲

得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
悲
し
み
に
目
を
向
け
る
か

ら
こ
そ
、
日
常
の
中
で
当
り
前
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
喜
び
を

見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
、
二
項
対
立
的
に
「
慶

讃
」
と
「
報
恩
」
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
報

恩
講
と
し
て
毎
年
勤
め
て
き
た
仏
事
と
重
な
り
通
じ
る
も
の
を

慶
讃
法
要
に
見
出
し
て
い
く
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
何
か
御
誕

生
だ
か
ら
と
い
っ
て
報
恩
講
と
の
違
い
を
無
理
に
表
現
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
と
思
う
の
で
す
。
反
対
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に
、
そ
の
違
い
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
言
え
ば
、
従
来
勤
ま
っ

て
き
た
報
恩
講
に
お
い
て
実
感
し
に
く
い
も
の
を
別
の
形
に
し

た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
考
え
に
至
っ
た
の
も
曽
我
量
深
師
の
言
葉
で
す
。

　

今
日
ま
で
報
恩
講
と
い
う
も
の
が
つ
と
め
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
、
そ
の
な
か
に
は
御
生
誕
の
御
恩
を
報
ず
る
意
義
が
つ
つ
ま

れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
、
今
日
、
外
に
取
り
出
し
て
、
特

に
御
生
誕
八
百
年
の
式
典
を
つ
と
め
る
の
は
、
宗
門
と
し
て
当

然
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　
（
曽
我
量
深
）

　

親
鸞
聖
人
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
教
え
を
立
て
て
く
だ
さ
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
も
そ
の
教
え
を
聞
き
受
け
る
こ
と

が
で
き
た
喜
び
を
「
外
に
取
り
出
し
て
」
実
感
す
る
こ
と
。
そ

れ
は
、
そ
も
そ
も
報
恩
講
に
内
包
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
今
日
、

別
立
て
で
味
わ
お
う
と
い
う
時
代
的
要
求
が
五
十
年
前
に
起
こ

っ
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
ど
こ
か
悲
し
み
に
し
か
寄
り
添
わ

な
い
念
仏
の
よ
う
な
印
象
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
悲
し

み
を
ふ
ま
え
て
喜
び
を
見
い
だ
す
こ
と
が
念
仏
の
大
き
な
テ
ー

マ
な
の
で
す
。
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冷
酷
な
殺
伐
と
し
た
世
界

　
「
コ
ロ
ナ
は
そ
ん
な
に
重
症
化
は
し
な
く
な
り
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
な
み
に
な
っ
た
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
日
本
で
は
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
で
亡
く
な
る
人
は
月
に
平
均
三
百
人
ほ
ど
で
す
。

し
か
し
今
年
一
月
、
一
ヶ
月
間
で
一
万
人
以
上
の
人
が
コ
ロ
ナ

で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
で
亡
く
な
っ
た
人
の
数
は
今
回
の
第
八
波
ま
で
で
関

東
大
震
災
で
の
死
者
数
く
ら
い
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
第
九
波
も
五
月
頃
を
ピ
ー
ク
に
来
る
と
予
想
し
て
い
る

専
門
家
が
多
数
い
ま
す
。
今
回
の
第
八
波
よ
り
多
く
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

大
災
害
が
現
に
今
あ
り
、
今
後
も
続
き
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の

死
者
数
が
出
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
恐
ろ
し
い
こ
と
な
の
に
、

社
会
は
ま
る
で
「
コ
ロ
ナ
は
普
通
の
風
邪
に
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ

で
亡
く
な
る
の
は
高
齢
者
や
病
人
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
と
い

う
ム
ー
ド
に
な
っ
て
い
ま
す
。
命
に
重
い
軽
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
『
楢
山
節
考
（
な
ら
や
ま
ぶ
し
こ
う
）』
と
い
う
映
画
を
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
。
姨
捨
山
（
お
ば
す
て
や
ま
）
の
話
で
す
。
貧

し
い
村
で
歳
が
七
十
に
な
る
と
親
を
山
に
捨
て
に
行
く
内
容
で

す
。
観
る
と
残
忍
で
あ
り
悲
劇
で
す
。
し
か
し
そ
こ
に
は
重
さ

を
感
じ
ま
す
。「
コ
ロ
ナ
で
亡
く
な
る
の
は
高
齢
者
だ
か
ら
仕

方
が
な
い
」
と
平
気
で
言
え
る
軽
い
言
葉
と
は
対
照
的
で
す
。

　

こ
の
世
は
科
学
的
に
は
進
歩
し
て
い
ま
す
が
人
間
の
心
は
ど

ん
ど
ん
と
荒
廃
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

三
月
二
十
一
日
（
祝
）
十
時　

春
季
彼
岸
永
代
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

説
教　

前
田
健
雄
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
時
に
は
終
了
予
定
）

三
月
二
十
八
日
（
火
）
十
時　

親
鸞
聖
人
ご
命
日
の
お
勤
め

 

行
事
予
定 
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