
西川 舜優 師 

1980 年生まれ 32 歳で得度。

海外貿易の会社員からバーの

オーナーを経て真宗高田派の

僧侶になった。異色の経歴を

持つ。 

古典説教の世界に魅せられ、

古典説教師に師事する。 

講談節調の語り口で寺以外で

も、祭りでの辻説法・飲食

店・演芸場等で精力的に布教

を展開している。 

テンポの良い語り口が好評。 

当山では開山聖人伝絵の絵解

きをしていただく予定です。 

戸田 信行 師 

長い信仰生活が醸し出す円熟の

法話。当山ではお馴染みの先生

です。 

お斎(昼食) 

お斎も楽しみの一つ 

胡麻豆腐は住職/坊守の手作り 

今年は上手に出来るかな 

雅楽・菊理(くくり) 

本堂落慶法要からのご縁です 

古風な調べで年中最大行事に 

華を添えて下さいます 

■ 

報
恩
講
の
ご
案
内 

春
秋
の
お
彼
岸
に
比
べ
て
報
恩
講
の
お
参
り
が
少
な
い
ま
ま
で
す
。 

お
供
物
や
お
飾
り
に
も
手
間
を
掛
け
て
準
備
し
ま
す
。 

法
要
は
近
隣
の
お
寺
様
が
駆
け
つ
け
て
下
さ
り
、
盛
大
に
勤
め
ま
す
。 

お
斎
（
食
事
）
も
精
進
で
す
が
豪
華
に
作
り
ま
す
。
美
味
し
い
で
す
。 

法
話
も
多
彩
な
方
を
お
願
い
し
て
い
き
ま
す
。 

真
宗
寺
院
で
最
も
大
切
な
行
事
で
す
。 

今
年
は
雅
楽
も
お
願
い
し
ま
し
た
。 

餅
つ
き
会
も
楽
し
い
で
す
、
ご
参
加
下
さ
い
。 
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⑳

・

道

綽

章

Ⅰ

 

書
き
直
し
を
恐
れ
ず
、
今
、
思
い
浮
か
ぶ
と
こ
ろ
を
書
き
留
め
る 

道
綽
決
聖
道
難
証 

唯
明
浄
土
可
通
入 

万
善
自
力
貶
勤
修 

円
満
徳
号
勧
専
称 

道
綽
、
聖
道
の
証
し
難
き
を
決
し
、
た
だ
浄
土
の
み
通
入
可
を
明
か
す
。 

万
善
の
自
力
、
勤
修
を
貶
す
。
円
満
の
徳
号
、
専
称
を
勧
む
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〈
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
注
釈
版
聖
典
よ
り
〉 

・
聖
道(

門) 

現
世
に
て
心
を
起
こ
し
行
を
立
て
修
め
よ
う
と
す
る
仏
道 

自
力
難
行
の
仏
道
で
あ
り
、
聖
人
の
行
ず
る
道 

現
世
穢
土
に
て
仏
果
を
得
よ
う
と
す
る
法
門 

・
浄
土(

門) 

阿
弥
陀
浄
土
を
想
い
念
仏
申
し
歩
む
仏
道 

他
力
易
行
の
仏
道
で
あ
り
、
凡
夫
往
生
の
唯
一
の
道 

来
世
浄
土
に
て
仏
果
は
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
法
門 

・
万
善
の
自
力 

万
の
善
根
、
功
徳
を
修
め
る
た
め
の
行 

・
貶
す 

お
と
し
め
る 

劣
っ
た
も
の
と
し
て
蔑
む 

聖
道
の
経
論
行
は
正
し
く
と
も
時
機
不
相
応
と
退
け
た 

・
円
満
の
特
号 

功
徳
円
満
の
名
号 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
と 

仏
の
本
願
が
成
就
し 

仏
よ
り
賜
る
も
の
に
よ
り
円
満 

・
専
称 

専
ら
称
え
る
こ
と 

 ・
道
綽
禅
師 

七
高
僧
の
第
四
祖
。
仏
滅
一
千
五
百
年
（
七
世
紀
）
ご
ろ
、
聖
徳
太
子
と
同

時
代
に
活
躍
し
た
僧
。
三
国
が
睨
み
合
う
南
北
朝
時
代
の
中
国
で
、
小
国
北
斉

の
出
身
。
戦
乱
と
飢
饉
の
中
、
十
四
歳
で
出
家
す
る
も
北
周
武
帝
の
侵
略
と
廃

仏
に
遭
い
十
六
歳
で
還
俗
。
や
が
て
隋
の
文
帝
が
中

国
全
土
を
統
一
し
、
律
令
制
度
を
整
え
、
仏
教
も
再

興
し
た
。 

道
綽
は
二
十
歳
か
ら
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
を

説
く
『
涅
槃
経
』
の
学
僧
と
な
り
、
二
十
四
回
の
講
釈
を
行
う
。 

三
十
歳
頃
か
ら
原
始
仏
教
を
標
榜
す
る
慧
瓚
禅
師
に
師
事
し
、
托
鉢
・
禅

定
・
戒
律
の
実
践
を
励
む
。
四
十
六
歳
の
時
、
師
匠
が
七
十
二
歳
で
示
寂
し

た
。
道
綽
は
仏
性
発
露
の
た
め
に
行
を
求
め
た
が
、
尊
敬
す
る
師
匠
に
さ
え
、

そ
の
証
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、
聖
道
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
た
と
感
じ
た
よ
う

だ
。 道

綽
四
十
八
歳
の
時
、
曇
鸞
滅
後
六
十
八
年
の
玄
中
寺
に
て
、
曇
鸞
の
碑
文

に
感
銘
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。
浄
土
の
教
え
に
帰
し
て
こ
の
寺
に
留
ま
り
、
民

衆
と
共
に
念
仏
を
慶
び
、
八
十
四
歳
で
示
寂
し
た
。 

念
仏
を
毎
日
七
万
回
称
え
た
と
さ
れ
る
。『
観
無
量
寿
経
（
観
経
）』
を
二
百

回
講
釈
し
、『
安
楽
集
』
を
著
し
た
。 

主
な
著
作 

『
安
楽
集
』 

 
 

諸
経
論
の
文
を
援
引
し
て
『
観
経
』
の
要
義
を
示
し
、
安

楽
浄
土
の
往
生
を
勧
め
た
も
の
（
上
下
二
巻
） 

浄
土
門
の
理
論
的
基
礎
を
築
い
た
も
の
と
し
て
大
き
な

思
想
的
意
義
を
有
し
て
い
る 

・
時
機
相
応
の
教
え 

❘
懺
悔
し
福
を
修
し
仏
の
名
号
を
称
す
べ
き
時
な
り
❘ 

『
安
楽
集
』
は
小
さ
な
書
物
でIn

terN
et

で
も
読
め
る
。
気
に
な
っ
た
箇

所
を
忘
備
と
し
て
記
す
。 

第
一
大
門
・
教
興
所
由 

『
大
集
月
蔵
経
』
よ
り
引
用 

第
三
大
門
・
難
易
二
道 

『
浄
土
論
註
』『
大
経
・
上
』
な
ど 

第
六
大
門
・
経
教
住
滅 

『
大
経
・
下
』 

・
民
衆
の
中
で 

伝
記
は
、
曇
鸞
の
碑
文
に
感
銘
し
た
と
伝
え
る
が
、
そ
の
文
言
で
な
く
、
碑

を
守
る
民
衆
に
動
か
さ
れ
た
と
想
像
す
る
。
末
法
五
濁
の
時
代
に
あ
っ
て
、
そ

れ
で
も
穏
や
か
に
暮
ら
す
民
衆
が
、
玄
中
寺
の
近
隣
に
は
居
た
筈
だ
。
そ
の
念

仏
の
声
が
、
浄
土
門
の
証
と
し
て
道
綽
の
耳
に
響
い
た
と
考
え
る
。 



創

作

・

道

綽

禅

師

の

浄

土

 
暗
い
顔
を
し
た
小
僧
よ
、
お
前
は
ス
ゴ
ロ
ク
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か 

？ 

様
々
流
転
輪
廻
し
て
き
た
魂
が
ア
ガ
リ
の
一
歩
手
前
ま
で
来
て
お
る
。 

此
処
を
し
く
じ
る
と
フ
リ
ダ
シ
に
戻
る
か
も
知
ら
ん
が
、
よ
い
か 

？ 

奪
い
・
殺
し
て
ま
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
解
ら
な
い
の
だ
な
。 

世
界
を
殺
し
合
い
と
観
と
る
の
か…

 

生
か
し
合
い
と
は
思
え
ん
か 

？ 

何
者
が
こ
の
二
つ
を
分
か
つ
の
か
、
考
え
た
こ
と
は
あ
る
か 

？ 

悲
し
み
が
無
い
か
・
有
る
か
が
分
か
つ
の
だ
が
、
納
得
す
る
か 

？ 

仏
の
子
よ
、
こ
の
悲
し
み
を
課
題
と
し
て
生
き
る
訳
に
は
参
ら
ぬ
か 

？ 

こ
の
悲
し
み
だ
が
、
何
か
こ
し
ら
え
て
解
決
す
る
様
な
こ
と
で
は
な
い
ぞ
。 

こ
の
濁
世
の
中
で
、
儂
ら
が
こ
し
ら
え
ら
れ
る
も
の
な
ど
偽
物
に
過
ぎ
ぬ
。 

む
し
ろ
納
得
し
て
い
る
事
を
疑
い
壊
し
、
点
検
し
て
い
く
方
が
重
要
じ
ゃ
。 

大
聖
世
尊
よ
り
こ
の
方
、
一
千
六
百
年
の
間
、
こ
の
広
い
大
陸
に
て
、 

自
ら
の
悪
業
を
見
つ
め
、
悲
し
み
を
縁
と
し
て
、
遺
経
に
問
い
、 

自
身
と
世
界
と
を
見
つ
め
直
し
て
来
た
多
く
の
人
々
の
歴
史
が
あ
る
。 

こ
の
悲
し
み
は
方
々
と
同
じ
だ
と
、
そ
の
真
っ
す
ぐ
な
事
実
を
頼
む
の
じ
ゃ
。 

確
か
に
独
り
で
荷
う
悲
し
み
は
苦
し
い…

 

け
れ
ど
独
り
で
は
な
い
。 

そ
れ
は
方
々
が
共
に
荷
っ
て
く
れ
て
い
る
悲
し
み
だ
っ
た
の
じ
ゃ
。 

そ
の
こ
と
を
知
れ
ば
、
大
悲
に
な
り
た
い
と
願
わ
ず
に
は
お
れ
ん
じ
ゃ
ろ
ぅ
。 

悲
し
み
や
苦
し
み
の
な
い
世
界
と
し
て
安
楽
浄
土
を
目
指
す
の
で
は
な
い
ぞ
。 

大
悲
と
な
る
こ
と
が
安
楽
な
の
じ
ゃ
、
も
う
分
か
る
な
。 

ほ
ら
、
数
珠
を
回
し
合
う
人
々
の
暖
か
な
念
仏
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。 

悲
し
み
を
忘
れ
ず
念
仏
申
し
、
申
し
続
け
れ
ば
、
ア
ガ
リ
間
違
い
な
し
じ
ゃ
。 

さ
ぁ
、
お
前
も
行
っ
て
お
い
で
。 

次
第
に
駆
け
て
い
く
小
僧
の
跡
に
は
、
栴
檀
の
甘
い
香
り
が
漂
っ
て
い
た
。 

〈
『
釈
尊
か
ら
親
鸞
へ 

七
祖
の
伝
統
』
東
本
願
寺 

等
を
参
考
に
創
作
〉 

月

例

会

の

お

誘

い 

～

童

心

に

か

え

ろ

う

～ 

・
字
手
紙
教
室
（
十
二
月
一
日 

午
後
三
時
～ 

参
加
費
五
百
円 

要
申
込
） 

昨
年
開
催
し
て
好
評
だ
っ
た
教
室
で
す
が
、 

十
一
月
は
参
加
者
が
少
な
く
、 

ち
ょ
っ
と
寂
し
か
っ
た
で
す
。 

宣
伝
が
足
り
な
か
っ
た
と
反
省
し
て
い
ま
す
。 

年
賀
状
の
準
備
に
も
な
り
ま
す
。 

揮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

仏
教
で
は
自
縄
自
縛
と
い
い
ま
す
。 

下
手
だ
か
ら
と
か
、 

余
計
な
自
尊
心
を
振
り
払
っ
て 

楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

楽
し
く
書
い
た
か
ど
う
か
、 

文
字
に
表
れ
る
の
で
不
思
議
で
す
。 

昨
年
か
ら
お
願
い
し
て
い
る
森
亨
先
生
は
、 

❘
人
生
が
変
わ
る
❘ 

と
大
袈
裟
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。 

確
か
め
に
来
て
下
さ
い
、
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

 

本
山
本
堂
（
御
影
堂
・
如
来
堂
）
が
国
宝
に
！ 

高
度
な
建
築
技
術
と
卓
越
し
た
装
飾
技
術
に
よ
り
壮

麗
な
信
仰
の
空
間
を
創
出
し
て
お
り
、
我
が
国
を
代

表
す
る
近
世
寺
院
建
築
と
し
て
極
め
て
高
い
価
値
を

有
し
て
い
る
。(

文
化
庁
報
道
発
表
資
料) 

三
重
県
津
市
の
本
山
に
も
お
参
り
下
さ
い 

11 月教室の先生と生徒の作品 先生のは？ 住職のは？ 



行

事

予

定

 

～
平
成
三
十
年
～ 

 
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
帳
に
転
記
し
て
、
是
非
、
ご
予
定
下
さ
い 

‡

後

記

‡

 

○ 

子
育
て
に
お
い
て
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
は
何
で
し
ょ
う 

？ 

 
 

「
い
い
子
だ
ね
」
と
可
愛
が
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
良
い
子
」
を
条
件
に
子
ど

も
を
縛
る
呪
文
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
縛
ら
れ
て
息
苦
し
く
育
っ
た
子
ど
も
は
反

逆
者
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

「
大
器
晩
成
だ
か
ら…

」
と
、
母
に
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
私
は

今
で
も
大
器
晩
成
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
器
に
な
る
か
と
希
望
を
持
ち

続
け
ら
れ
る
点
で
は
良
い
の
で
す
が
、
母
の
こ
の
言
葉
を
思
い
出
す
と
き
、
私

は
少
し
悔
し
く
、
ま
た
申
し
訳
な
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。 

負
け
ず
嫌
い
の
母
は
子
育
て
も
頑
張
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
思
い
通
り
の
成

果
が
出
な
い
、
成
績
が
悪
い…

 

自
分
を
慰
め
る
よ
う
に
、
諦
め
る
た
め
の
常

套
句
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

「
面
白
い
ね
」
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
言
葉
と
し
て
否
定
で
は
な
い
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
肯
定
的
で
、
関
心
が
あ
る
と
示
し
つ
つ
少
し
余
裕
が
あ
り
、
自
由

に
感
情
を
表
現
で
き
ま
す
。「
こ
う
し
た
方
が
も
っ
と
面
白
い
ぞ
」
と
指
導
を

続
け
る
こ
と
も
容
易
で
す
。 

「
い
い
ネ
！
」
も
同
様
の
言
葉
と
し
て
推
薦
し
ま
す
。 

○ 

母
の
三
回
忌
を
終
え
て
、
母
と
私
の
異
な
る
点
と
似
て
い
る
点
が
ハ
ッ
キ
リ

し
て
き
ま
し
た
。
母
は
独
断
的
で
決
断
が
早
く
文
章
も
ス
ラ
ス
ラ
書
き
ま
し

た
。
私
は
迷
い
が
多
く
優
柔
不
断
で
書
く
の
が
苦
手
で
す
。
た
だ
、
道
を
沢

山
知
っ
て
い
る
か
ら
迷
う
訳
で
、
知
性
の
面
で
は
私
の
勝
ち
だ
と
思
い
ま

す
。
母
は
人
に
寄
り
添
う
の
が
得
意
で
私
は
苦
手
。
住
職
と
し
て
は
決
定
的

に
ヤ
バ
イ
の
で
す
が
、
こ
の
点
で
は
完
敗
で
す
。 

物
が
捨
て
ら
れ
ず
片
付
け
が
苦
手…

 

は
二
人
に
共
通
し
た
欠
点
で
す
。
改
革

家
と
い
う
点
も
似
て
い
ま
す
。
母
が
改
革
し
た
こ
と
を
私
は
元
に
戻
す
よ
う

に
再
改
革
し
て
い
ま
す
。
親
不
孝
だ
な
と
思
い
つ
つ…

 
嫌
な
所
ば
か
り
似
る
の
は
、
親
子
関
係
の
真
実
で
し
ょ
う
か 

？ 

○ 

最
近
、
我
が
子
に
「
楽
し
ん
だ
奴
が
勝
ち
」
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。 

結
果
の
如
何
を
問
わ
ず
、
努
力
そ
の
も
の
を
楽
し
め
た
ら
、
そ
の
人
は
大
器

だ
と
思
う
。
自
分
は
成
れ
そ
う
も
な
い
の
で
息
子
に
晩
成
を
託
し
ま
す
。 

二 

～ 

十
二 

月 

 
 
 
 

毎
月
一
日 

十
二
月 

十
一
月 

九 

月 

八 

月 

三 

月 

一 

月 
 

一 二 三 

二
十
四 

十
五 

二
十
一 

一 
 

日 日 日 日 日 日 日  

(

土

) 

(

日

) 

(

土
・
祝) 

(

月
・
祝) 

 

(

水

) 

(
水
・
祝) 

(

月
・
祝) 

 

月
例
会 

毎
月
一
日 

午
後
二
時 

～ 
 

日
時
変
更
の
場
合
が
あ
り
ま
す 

 
 
 
 

 
 
 

寺
に
ご
確
認
下
さ
い 

報
恩
講 

御
開
山
聖
人
御
恩
に
報
い
る
法
会
で
す 

お
非
時
（
昼
食
）
あ
り 

一
日
目 

午
後
一
時
半
～ 

二
日
目 

午
前
十
時
～ 

本
山
納
骨
堂
法
会
・
団
体
参
拝 

本
山
へ
貸
切
バ
ス
に
て
団
体
参
拝
し
ま
す 

午
前
六
時
ご
ろ
集
合 

秋
季
彼
岸
・
永
代
経
法
会
（
戸
田
恵
信 

師
） 

お
馴
染
み
の
先
生
の
情
熱
的
な
法
話
で
す 

お
非
時
（
昼
食
）
あ
り 

午
前
十
時
～ 

お
盆
・
歓
喜
絵
（
住
職
） 

法
要
・
法
話
で
亡
き
人
を
偲
び
ま
す 

軽
食
・
花
火
あ
り 

午
後
六
時
～ 

春
季
彼
岸
・
永
代
経
法
会
（
成
田
屋
紫
蝶 

師
） 

落
語
と
法
話
で
楽
し
く
過
ご
し
ま
す 

お
非
時
（
昼
食
）
あ
り 

午
前
十
時
～ 

修
正
会 

お
正
月
の
お
勤
め
で
す 

簡
単
な
お
節
を
準
備
し
ま
す 

午
前
十
一
時
～ 

 


