
報
恩
講

十

一
月
十
九
日
（土
）

受

付

九
時
半
か
ら

法

要

十
時
半
か
ら

報
恩
講
は
、
浄
土
真
宗
を
開
い
た

親
鸞
聖
人
の
恩
徳
を
讃
え
、
私
た
ち

に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
お
念
仏
を
、

さ
ら
に
次
に
伝
え
て
い
く
法
要
で
す
。

ご
門
徒
が
主
催
す
る
法
要
で
す
の

で
、
当
番
地
区
の
ご
門
徒
と
お
世
話

人
方
が
中
心
と
な
り
運
営
さ
れ
ま
す
。

本
年
の
当
番
地
区
は
、
二
部
の
上

と
中
地
区
で
す
。

一
年
で
最
も
大
切
な
法
要
で
す
。

万
障
お
繰
り
合
わ
せ
、
ど
う
ぞ
お
参

り
く
だ
さ
い
。

報
恩
講
の
由
来

親
鸞
聖
人
は
、
師
の
法
然
上
人
が

亡
く
な
ら
れ
る
と
、
ご
命
日
に
ご
門

徒
と
と
も
に
念
仏
聞
法
の
法
要
を
お

勤
め
さ
れ
ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
が
弘
長
二

（
一
二
六
二
）

年
十

一
月
二
十
八
日
に
九
十
歳
で
亡

く
な
ら
れ
る
と
、
ご
門
徒
た
ち
は
聖

人
の
ご
命
日
に
も
集
い
、
念
仏
聞
法

の
法
要
を
営
み
、
信
心
を
確
か
め
合

っ
て
い
き
ま
し
た
。

聖
人
の
三
十
三
回
忌
の
頃
に
な
る

と
、
法
要
は
七
昼
夜
に
わ
た
り
京
都

東
山
大
谷
の
聖
人
廟

（後
の
本
願
寺
）

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
御
報
恩
念

仏
会
と
称
さ
れ
ま
し
た
。

や
が
て
報
恩
講
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
、
以
後
七
百
年
以
上
毎
年
欠

か
さ
ず
お
勤
め
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

次
第
に
各
地
の
寺
院
、
ご
門
徒
宅

で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
念
仏

聞
法
す
る
大
切
な
仏
事
と
し
て
、
現

在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
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報
恩
講
を
お
勤
め
す
る
意
義

本
願
寺
第
八
代
蓮
如
上
人
（
一

四

一
五
年
～

一
四
九
九
年
）が
、
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
御
文
を

お

ふ

み

『御
俗
姓
』と
呼
ん
で
い
ま
す
。

ご
ぞ
く
し
ょ
う

以
下
は
、
東
京
教
区
教
化
委
員

会
が
口
語
訳
し
た
も
の
で
す
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
先
祖
は

し
ゅ
う
そ
し
ん
ら
ん
し
ょ
う
に
ん

藤
原
氏
で
あ
り
、
聖
人
は
後
長

岡
の
大
臣
と
云
わ
れ
た
内
麿
公

の
末
孫
、
日
野
有
範
の
子
で
あ
り

ま
す
。

ま
た
、
聖
人
は
、
我

々
末
代
の

凡
夫
に
対
し
本
願
念
仏
を
教
え

る
た
め
に
こ
の
世
に
現
れ
た
阿
弥

陀
如
来
の
化
身
と
か
、

中
国
浄

土
教
の
祖
で
あ
る
曇
鸞
大
師
の

生
ま
れ
変
わ
り
と
か
云
わ
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
世
に
稀
な
素
晴

ら
し
い
方
で
あ
り
ま
す
の
で
、
早

く
も
九
歳
の
時
、
慈
円
僧
正
（慈

鎮
和
尚
）
の
弟
子
と
し
て
得
度
式

を
受
け
て
、
「
範
宴
」
と
い
う
法

名
を
付
与
さ
れ
、
天
台
宗
の
僧

侶
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

比
叡
山
の
横
川
の
源
信
僧
都
の

教
え
の
伝
統
の
中
で
修
行
し
、
天

台
の
学
問
を
究
め
ら
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
十
九
歳

の
と

き
、
元
祖
法
然
上
人
の
本
願
念

仏
の
教
え
に
遇
い
、
上
人
の
す
ぐ

れ
た
弟
子
と
な
っ
て
真
の
大
乗
仏

教
と
し
て
の
浄
土
真
宗
を
身
に
い

た
だ
か
れ
、
念
仏

一
つ
で
宗
教
的

自
覚
者
と
な
る
道
を
明
ら
か
に

示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
私
た
ち

の
よ
う
な
家
庭
生
活

・
職
業
生

活
の
中
で
苦
悩
し
て
い
る
愚
か
な

者
に
、
真
実
の
如
来
の
光
明
の
世

界

（真
実
報
土
）
に
生
ま
れ
る
よ

う
す
す
め
ら
れ
ま
し
た
。

云
う
ま
で
も
な
く
こ
の
十

一

月

二
十
八
日
は
、
親
鸞
聖
人
の

ご
命

日
で
あ
り
、
昔
か
ら
真
宗

念
仏
者
は
皆
忘
れ
ず
毎
年
御
正

忌
報
恩
講
を
お
勤
め
し
続
け
て

来
て
お
り
ま
す
。

で
す
か
ら
当
流
本
願
寺
教
団

に
真
宗
門
徒
と
し
て
加

入
し
、

他
力
の
信
心
を
え
よ
う
と
し
て
い

な
が
ら
、
聖
人
の
ご
恩
を
報
謝
し

よ
う
と
す
る
志
の
な
い
者
は
、
ま

っ
た
く
枯
れ
木
や
岩
石
の
よ
う
な

も
の
で
、
聖
人
と
心
の
響
き
合
い

の
な
い
名
ば
か
り
の
門
徒
で
あ
り

ま
す
。

聖
人
の
ご
恩
は
な
に
も
の
に
も

比
較
で
き
な
い
極
め
て
高
く
深

く
大
き
な
お
め
ぐ
み
で
あ
り
、
こ

の
大
恩
を
報
謝
す
る
心
を
失
っ

て
し
ま
っ
て
は
、
真
宗
門
徒
と
し

て
目
覚
め
て
生
き
る
意
味
が
あ

り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
深
い
わ
け
が
あ
っ

て
、
毎
年

の
旧
例
と
し
て
七

日

間
、
特
別
な
荘
厳
を
整
え
て
儀

式
を
行
い
、
報
謝
の
た
め
に
最
高

の
お
勤
め
を
い
た
し
ま
す
。

こ
の
七

日
間
の
報
恩
講
に
は

全
国
各
地
か
ら
必
ず
門
徒
が
参

集
し
て
こ
の
御
仏
事
を
厳
粛
に

お
勤
め
す
る
な
ら
わ
し
が
今

日

ま
で
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
安
心
が
ま
だ
は
っ
き

り
し
て
い
な
い
者
に
は
、
御
恩
報

謝
の
心
が
徹
底
す
る
道
理
が
あ

り
ま
せ
ん
。
未
安
心
の
者
は
、
こ

の
報
恩
講
七

日
間
に
、
仏
法
の

信
心
と
は
ど
う
い
う
信
心
な
の

か
、
他
力
の
信
心
と
は
自

己
自

身
に
と
っ
て
ど
う
い
う
目
覚
め
な

の
か
、
本
願
念
仏
の
は
た
ら
き
で

ど
の
よ
う
に
自

己
自
身
が
変
革

さ
れ
る
の
か
、
自
分
は
は
た
し
て

信
心
が
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
な

ど
を
よ
く
尋
ね
、
よ
く
聴
聞
し

て
、
法
に
よ
る
目
覚
め
が
確
実
に

な
る
こ
と
が
何
よ
り
大
事
で
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
真
実
信
心
が

ま
ち
が
い
な
く
定
ま
っ
た
と
き
、

は
じ
め
て
宗
祖
聖
人
の
ご
恩
に

報
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り

ま
す
。

悲
し
い
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち

は
聖
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら

れ
て
か
ら
百
年
以
上
も
後
に
生

ま
れ
た
の
で
、
直
接
聖
人
に
お
目

に
か
か
っ
て
み
教
え
を
聞
く
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
残
さ



れ
た
お
言
葉
に
よ
っ
て
私
た
ち
が

た
す
か
っ
て
ゆ
く
道
理
と
し
て
教

・
行
・信
・
証
を
我
が
身
の
上
に
は

っ
き
り
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
る

こ
と
は
極
め
て
尊
く
あ
り
が
た
い

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
今

日
の

宗
門
全
体
の
問
題
と
し
て
考
え

た
と
き
、
聖
人
が
『
教
行
信
証
』

を
著
作
し
て
私
た
ち
に
示
さ
れ

た
浄
土
真
宗
と
云
う
教
え
を
実

践
と
し
よ
う
と
志
す
多
く
の
人

々
の
中
で
、
真
実
信
心
を
え
た

人
は
極
め
て
数
少
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。

徒
に
他
人
の
批
判
を
気
に
し

な
が
ら
、
義
理
や
名
誉
の
た
め
に

報
恩
講
に
参
詣
し
て
、
い
か
に
も

報
恩
者
徳
の
意
味
を
知
っ
て
い
る

か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
て
も
、

念
仏
申
す

一
念
の
中
に
、
本
願

に
相
応
し
た
究
極
の
目
覚
め
（
一

念
帰
命
の
真
実
の
信
心
）
を
体
得

し
得
な
い
人

々
は
、
ど
ん
な
に
懇

志
を
は
こ
ん
で
も
、
こ
の
報
恩
講

を
お
勤
め
す
る
本
当
の
意
味
に

か
な
う
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
せ
っ
か
く
風
呂
に
入
っ
て
も
、

垢
を
落
と
さ
な
い
で
出
て
く
る
よ

う
な
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
こ
の
度

七
日
間
の
報
恩
講
中
に
、
本
願

他
力
の
意
味
を
十
分
聞
き
開
い

て
、
た
だ
念
仏

一
つ
で
真
の
目
覚

め
が
得
ら
れ
る
と
い
う
道

理
に

身
を
挙
げ
て
納
得
で
き
た
と
き

に
、
始
め
て
こ
の
聖
人
の
御
正
忌

の
本
来
の
意
義
に
か
な
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

こ
の
本
来
の
、
報
恩
の
意
義
に

か
な
う
御

正
忌
が
つ
と
め
ら
れ

た
と
き
、
御

正
忌
が
単
な
る
聖

人
の
御
命

日
の
法
事
に
と
ど
ま

ら
な
い
で
、
本
当
の
意
味
の
報
恩

謝
徳

の
御
仏
事
と
な
る
の
で
あ

り
ま
す
。
あ
な
か
し
こ
あ
な
か
し

こ※
「あ
な
か
し
こ
」
は
手
紙
な
ど
の

文
末
に
添
え
る
言
葉
で
す
。

恐
惶
謹
言
、
か
し
こ
ま
り
つ
つ
し

ん
で
申
し
あ
げ
る
、
と
同
じ
意
味
で

す
が
、
こ
の
場
合
は
、
「あ
あ
、
も
っ

た
い
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
か
、
「あ

あ
、
お
そ
れ
お
お
い
こ
と
で
あ
る
」

と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

2010（平成 22）年度報恩講会計報告
１ 収 入

御懇志 679,000円 ご門徒 153人から

交際費 255,000円 住職が出仕した 6 ｹ寺から法礼 4 ｹ寺から御香資

雑収入 10,000円 慰労会への志

合 計 944,000円
２ 支 出

世話人総会費 55,165円 お茶 懇親会

儀式法要費 36,800円 和ﾛｰｿｸ 灯油 ﾊﾟｲﾌﾟ椅子･自家用車お礼

交際費 433,553円 講師･僧侶への法礼 接待費 交通費 手土産

お斎費 66,202円 精進弁当 115個 お吸い物材料

施物費 41,770円 紅白餅 160個 冊子『報恩講』160冊

通信費 17,540円 世話人総会･報恩講の案内発送費等

雑 費 59,197円 境内掃除 竹ホウキ ゴム手袋

慰労会費 74,860円 網納屋（30人参加）

合 計 785,087円
３ 差し引き

収入－支出 158,913円 仏具等の購入や行事経費に充てる。
４ 2010年度仏具購入及び行事費使途
ｽﾋﾟｰｶｰｽﾀﾝﾄﾞ代（27,300円）・駐車場登記経費（30,420円）・奉仕作業費（61,479円）

５ 報恩講通帳

前年度繰越金 53874円＋本年度残金 39,714円＋利息 33円＝通帳残高 93,621円



当
山
昔
日
の
報
恩
講

当
寺
の
ご
門
徒
は
、
報
恩
講
の
こ

と
を

「お
講

（お
こ
う
）
」
と
呼
ん
で

い
ま
し
た
。

寺
に
伝
わ
る

『
黒
石
山

本
堂
年

中
行
事
』
に
は
、
十

一
月
の
二
十
三

日
か
ら
二
十
八
日
ま
で

一
日
三
座
で

五
昼
夜
、
合
計
十
五
座
の
法
要
が
営

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
い
つ
頃
ま
で
そ
れ
が
続
い
て
い

た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

写
真
は
雅
楽
の
楽
器
で
す
。
右
か

ら
笙

（し
ょ
う
）
、
篳
篥

（ひ
ち
り
き
）
、

龍
笛

（り
ゅ
う
て
き
）
、
太
鼓
で
す
。

僧
侶
が
内
陣
に
出
仕
す
る
際
に
、

ご
門
徒
が
奏
者

と
な
り
雅
楽
を

演
奏
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。

露
天
商
が
参

道

に
並
ん
で
い

た
と

の
言

い
伝

え
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
期
間
寺

の
境
内
は
、
鋸
南
、
岩
井
、
平
群
、

富
浦
な
ど
か
ら
参
集
し
た
ご
門
徒
で

賑
わ

っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
明
治

二

（
一
八
六
九
）
年
に
本
堂
が
炎
上

し
明
治
十
三

（
一
八
八
０
）
年
に
再

建
さ
れ
た
と
記
録
に
あ
り
ま
す
。
そ

の
火
災
は
十

一
月
二
十
八
日
、
す
な

わ
ち
報
恩
講
の
最
終
日
に
起
こ
っ
て

い
ま
す
。
お
で
ん
屋
の
火
が
、
強
風

に
煽
ら
れ
本
堂
の
屋
根
に
飛
び
火
し

全
焼
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
初
期
に
子
供
だ

っ
た
何
人
か

の
方
か
ら
は
、
「二
部
の
大
寺
の
お
講

は
楽
し
み
だ
っ
た
。
」
と
、
聞
い
た
こ

と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
も
う
そ
の
か

た
が
た
は
ほ
と
ん
ど
お
亡
く
な
り
に

な
り
ま
し
た
が

・
・
。
そ
の
頃
は
、

娯
楽
も
少
な
く
ほ
と
ん
ど
の
人
が
働

き
づ
め
で
ゆ
と
り
も
な
い
時
代
で
し

た
。
親
や
祖
父
母
に
連
れ
ら
れ
て
の

お
参
り
が
、
楽
し
い
思
い
出
と
し
て
ず

っ
と
残
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

終
戦
後
に
子
供
だ

っ
た
年
代
の
方

か
ら
は
、
浜
縁
脇
に
舞
台
を
特
設
し

青
年
団
が
演
劇

（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

な
ど
）
を
し
て
い
た
と
か
、
幻
灯

（
ス

ラ
イ
ド
）
や
映
画
を
観
た
と
か
、
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
子
供
だ
け
で
報
恩
講
に
行

こ
う
と
し
た
ら

「お
ま
え
は
檀
家
で

な
い
か
ら
駄
目
だ
。
」
と
親
に
言
わ
れ
、

寂
し
い
思
い
を
し
た
と
話
す
方
も
い

ま
し
た
。
「お
供
物
」
と
赤
く
書
い
た

お
菓
子
の
入
っ
た
白
い
袋
を
、
私
も

子
供
の
頃
に
貰

っ
て
嬉
し
か
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
子
供
も
大
勢
集
ま

っ
て
き
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

昔
は
当
寺
の
報
恩
講
が
、
ご
門
徒

の
生
活
の
中
に
楽
し
い
年
中
行
事
の

一
つ
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。

世
話
人
総
会

十
月
十
六
日

（日
）
に

人
の
お
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世
話
人

（都
合
が
付
か
な
い
場
合
は

代
理
の
方
）
に
出
席
し
て
い
た
だ
き

行
い
ま
し
た
。

田
村
晋

一
総
代
の
司
会
進
行
に
よ

り
、
当
番
地
区
世
話
人
代
表
田
中
昭

一
氏
が
議
長
を
務
め
、
報
恩
講
の
準

備
や
運
営
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
仕

事
の
分
担
な
ど
を
決
め
ま
し
た
。

責
任
役
員
の
川
名
喜
昭
氏
か
ら
は
、

皆
様
の
は
た
ら
き
か
け
で
参
詣
者
数

が
増
え
て
き
ま
し
た
が

「さ
ら
に

一

人
で
も
多
く
お
参
り
し
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、
は
た
ら
き
か
け
ま
し
ょ
う
」

と
、
呼
び
か
け
が
あ
り
ま
し
た
。

「他
力
の
信
心
」
を
い
た
だ
き
、
聞

法
生
活
す
る
仲
間
が

一
人
で
も
多
く

誕
生
し
て
ほ
し
い
と
、
私
も
思

っ
て

い
ま
す
。

な
お
、
お
参
り
の
有
無
に
つ
い
て
、

お
斎(

精
進
弁
当
）
を
外
注
す
る
都

と
き

合
が
あ
り
ま
す
。

お
世
話
人
に
所
属
す
る
方
は
、
参

詣
者
数
を
お
世
話
人
に
お
伝
え
く
だ

さ
い
。

所
属
さ
れ
て
な
い
方
に
は
、
報
恩

講
の
案
内
と
葉
書
を
同
封
し
ま
し
た

の
で
、
そ
れ
に
て
ご
返
信
く
だ
さ
い
。

勝
善
寺
橋
駐
車
場
か
ら
境
内
へ

の
送
迎
車
が
あ
り
ま
す
。


