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―
―
小
平
さ
ん
は
国
家
公
務
員
を
定
年
退
職
後
、

僧
侶
に
な
ら
れ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は

何
だ
っ
た
の
で
す
か
。

　

50
代
の
時
、
両
親
を
亡
く
し
た
際
に
喪
主
を
務

め
た
の
で
す
が
、
私
は
仏
事
の
こ
と
を
全
く
知
ら
ず
、

す
べ
て
近
隣
の
皆
様
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
が
と
て
も
あ
り
が
た
く
、
次
は
私
自
身
が
皆
様

の
役
に
立
ち
た
い
と
思
い
「
浄
土
真
宗
大
谷
本
願

寺
派 

本
山
別
院 

本
願
寺
眞
無
量
院
」
が
開
講
し

て
い
る
仏
教
学
院
「
宗
学
堂
」
の
東
京
学
院
に
入

学
し
、
基
礎
か
ら
総
合
的
に
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
に
し

ま
し
た
。と
は
い
え
、そ
の
時
点
で
は
僧
侶
に
な
ろ
う

と
思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

―
―
で
は
、
定
年
退
職
後
の
プ
ラ
ン
は
ど
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
か
。

　

具
体
的
な
こ
と
は
考
え
ず
、
年
金
が
支
給
さ
れ
る

ま
で
は
、
退
職
金
な
ど
を
生
活
費
に
充
て
て
質
素
に

暮
ら
せ
れ
ば
十
分
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、

再
就
職
に
も
役
立
ち
そ
う
な
資
格
は
40
代
か
ら
自

己
研
鑽
の
つ
も
り
で
い
く
つ
か
取
得
し
て
い
ま
し
た
。

―
―
宗
学
堂
で
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
、
ど
れ
く

ら
い
の
期
間
、
学
ば
れ
た
の
で
す
か
。

　

い
わ
ゆ
る
お
経
を
読
む
声
し
ょ
う
み
ょ
う明
儀
式
作
法
や
仏
教

学
等
を
学
ぶ「
講
義
」、自
宅
で
の「
レ
ポ
ー
ト
学
習
」、

京
都
に
あ
る
本
山
（
東
本
願
寺
）
で
年
中
行
事
に

参
詣
す
る
「
仏
事
奉
仕
活
動
」
な
ど
を
通
し
て
仏

教
に
つ
い
て
勉
強
し
ま
し
た
。
私
は
１
年
間
の
初
等

科
専
修
課
程
の
後
、
中
等
科
専
門
課
程
に
進
ん
で

２
年
間
学
び
、
修
了
し
た
時
点
で
家
族
や
友
人
に

勧
め
ら
れ
て
僧
侶
に
な
ろ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。

―
―
僧
侶
に
な
る
た
め
修
行
を
さ
れ
た
の
で
す
か
。

　

宗
派
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
私
が
学
ん
だ
宗
派

で
は
、
僧
侶
に
な
る
た
め
の
修
行
と
い
う
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、僧
侶
で
あ
っ
て
も
欲
望（
煩
悩
）

や
苦
し
み
は
自
ら
の
計
ら
い
で
は
無
く
せ
な
い
こ
と

を
受
け
入
れ
、
阿
弥
陀
如
来
の
御
本
願
に
す
べ
て

お
任
せ
し
、
仏
と
な
る
と
い
う
教
え
に
基
づ
く
も
の

で
す
。「
僧
侶
も
俗
人
も
仏
の
前
で
は
等
し
く
平
等
」

と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

宗
学
堂
初
等
科
専
修
課
程
で
規
程
の
単
位
を
取

得
の
う
え
、
各
教
科
の
実
技
・
筆
記
・
面
接
試
験

に
合
格
後
、「
本
山
得
度
講
習
会
」
を
受
講
す
る
と
、

出
家
の
た
め
の
儀
式
で
あ
る
「
得
度
」
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
と
は
言
っ
て
も
、
同
期
約
10
名
の

う
ち
、
得
度
を
受
け
な
い
人
も
い
ま
し
た
。

　

得
度
す
る
に
は
所
属
寺
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、

宗
学
堂
初
等
科
専
修
課
程
を
合
格
修
了
す
れ
ば
宗

学
堂
の
母
体
で
あ
る
本
願
寺
眞
無
量
院
に
所
属
寺

と
な
っ
て
も
ら
え
る
た
め
、
私
は
本
願
寺
眞
無
量
院

所
属
の
僧
侶
と
な
り
ま
し
た
。

―
―
僧
侶
に
な
っ
て
以
降
、
ご
家
族
と
は
離
れ
て

暮
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

　

普
段
は
家
族
と
共
に
東
京
で
生
活
し
、
僧
侶
と
し

て
の
お
勤
め
が
必
要
な
時
だ
け
本
山
の
あ
る
京
都
に

行
っ
て
い
ま
す
。
京
都
滞
在
中
は
宿
坊
に
宿
泊
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

―
―
僧
侶
に
な
ら
れ
て
、
ご
家
族
の
反
応
は
？

　

僧
侶
を
志
し
た
時
、妻
と
娘
は
手
塚
治
虫
の
『
ブ

ッ
ダ
』
や
宗
教
専
門
書
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
応
援
し

て
く
れ
ま
し
た
し
、
僧
侶
に
な
っ
た
こ
と
を
家
族
や
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親
戚
は
誇
り
に
思
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

―
―
僧
侶
と
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

　

２
０
１
５
年
か
ら
本
山
で
の
年
中
行
事
な
ど
に

参
加
し
、
僧
侶
と
し
て
の
研け
ん
さ
ん鑚
を
積
ん
で
い
ま
す
。

通
常
は
８
時
30
分
ま
で
に
本
山
に
行
き
（
上
山
し
）、

僧
侶
と
し
て
の
身
支
度
を
整
え
た
う
え
で
、
朝
の
お

勤
め
や
年
中
行
事
法
要
の
お
勤
め
を
行
い
ま
す
。

御み
ど
う堂

の
お
給
仕
を
し
た
り
、
仏
具
を
磨
い
た
り
、
門

信
徒
の
願
い
出
に
よ
り
読
経
を
上
げ
る
な
ど
し
て
、

夕
刻
の
お
勤
め
を
終
え
た
後
、17
時
頃
下
山
し
ま
す
。

　

そ
の
他
の
年
間
行
事
で
の
お
勤
め
も
あ
り
ま
す
。

11
月
の
報
恩
講
で
は
、
雅
楽
演
奏
と
念
仏
が
一
体

と
な
っ
た
お
勤
め
や
、
た
く
さ
ん
の
僧
侶
が
上
半
身

を
前
後
左
右
に
激
し
く
動
か
し
な
が
ら
念
仏
を
唱
え

る
坂ば
ん
ど
う
ぶ
し

東
曲
が
あ
り
、
コ
ン
サ
ー
ト
さ
な
が
ら
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
さ
が
味
わ
え
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
皆
さ
ん

に
も
見
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

―
―
僧
侶
と
し
て
、
や
り
が
い
を
感
じ
ら
れ
る
の
は

ど
ん
な
時
で
す
か
。

　

仏
法
に
つ
い
て
話
す
「
法
話
」
を
担
当
す
る
時

で
す
。
法
話
は
準
備
の
段
階
か
ら
緊
張
感
が
伴
い

ま
す
が
、
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
方
に
意
図
が
伝
わ
り

感
謝
さ
れ
た
時
は
、
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。

　

ま
た
、
本
山
内
の
廊
下
な
ど
で
墓
参
り
に
お
見

え
の
方
や
門
信
徒
の
皆
さ
ん
と
す
れ
違
っ
て
会
釈

を
交
わ
す
瞬
間
は
、
僧
侶
と
な
っ
た
自
覚
と
責
任

を
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

―
―
僧
侶
と
な
ら
れ
た
こ
と
で
、
ご
自
身
の
中
に

ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
か
。

　

自
分
よ
り
他
人
を
優
先
す
る
こ
と
、
常
に
感
謝
す

る
こ
と
を
基
本
に
、
世
の
中
の
事
象
に
慌
て
ず
焦
ら

ず
対
応
し
よ
う
と
努
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
何
歳
ま
で
お
勤
め
さ
れ
る
つ
も
り
で
す
か
。

　

で
き
れ
ば
一
生
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
今
後
や
り
た
い
こ
と
は
？

　

前
職
で
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
対
策
の
仕
事

に
携
わ
っ
た
経
験
か
ら
、
被
災
地
で
復
興
支
援
を

し
て
い
る
方
々
と
協
力
し
、
僧
侶
の
立
場
で
で
き
る

支
援
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
最
後
に
、
現
役
世
代
の
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

超
高
齢
社
会
の
日
本
で
、
僧
侶
の
役
割
は
葬
儀

だ
け
で
な
く
日
々
の
生
活
の
中
で
も
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。「
生
老
病
死
」
に
限
ら
ず
人
は
様
々
な
場
面

で
苦
し
み
迷
う
こ
と
が
必
ず
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ

う
な
時
の
答
え
や
救
い
は
、
仏
教
の
教
え
の
中
で
見

つ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
僧
侶
と
し
て
そ
の

一
助
に
な
れ
れ
ば
と
思
い
、
研
鑚
に
努
め
て
い
ま
す
。

他
人
の
た
め
に
何
か
を
し
た
時
の
喜
び
は
、
図
り
知

れ
な
い
も
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
も
た
ま
に
は
お
寺
に
出
向
き
、
声
明
や
法

話
に
耳
を
澄
ま
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば

僧
侶
に
な
り
た
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
僧
侶
を

志
せ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
人
生
経
験
が
活
か
さ
れ
る
は

ず
で
す
。
ま
た
、
仏
事
を
通
し
て
多
く
の
人
と
関
わ

る
こ
と
で
、
ご
自
身
も
様
々
な
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
、

人
生
を
よ
り
よ
く
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

門信徒宅で読経を上げた後、僧侶として法話を行う

1月 修正会 8月 盂蘭盆会

3月 春季彼岸会 9月 秋季彼岸会

4月 花まつり 11月 報恩講

■ 年間の大きな行事

浄土真宗の開祖である親鸞聖人への御恩と感謝をこめて行われる「報恩講」
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