
戸田 栄信 師 

お馴染みの惠信先生の息子さん 

次世代を担う頼もしい先生は 

 何を聞き 何を伝えるのか？ 

お斎(昼食) 

お斎も楽しみの一つ 

胡麻豆腐は坊守/住職の手作り 

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
も
雅
楽
を
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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法
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舜
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話
説
教
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お
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昼
食
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形よりも汗が尊い 

餅つき/供物 

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。 

一昨年、証人絵伝の絵解きをお

願いしました。今回は得意なネ

タで自由にお話いただきます。 

お聞き逃しなく！ 

http://park2.wakwak.com/~rara/about/img/tetsuo10_b.jpg


黄
色
の
勤
行
本
の 

三
十
五
ペ
ー
ジ
か
ら 

黄
色
の
勤
行
本
の 

四
十
一
ペ
ー
ジ
か
ら 

●

正

信

偈

ノ

ー

ト

㉖

・

源

空

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 

本
師
源
空
明
仏
教 

憐
愍
善
悪
凡
夫
人 

真
宗
教
証
興
片
州 

選
択
本
願
弘
悪
世 

 

本
師
・
源
空
は
、
仏
教
を
明
ら
か
に
し
て
、
善
悪
の
凡
夫
を
憐
愍
せ
し
む
。 

真
宗
の
教
証
を
片
州
に
興
し
、
選
択
本
願
を
悪
世
に
弘
む
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
〈
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
・
注
釈
版
聖
典
よ
り
〉 

・
源
空 

親
鸞
聖
人
の
面
授
の
師
匠
で
あ
る
法
然
房
源
空
上
人 

聖
人
二
十
九
歳
か
ら
六
年
間 

直
接
に
教
え
を
頂
く 

・
憐
愍 

ふ
び
ん
に
思
い 

あ
わ
れ
み
い
た
わ
る 

・
真
宗 

い
の
ち
に
纏
わ
る
真
実
の
教
え 

浄
土
真
宗 

・
教
証 

往
生
浄
土
の
教
義
と
救
い
（
教
行
証
の
略
） 

・
片
州 

辺
境
の
島
国 

和
国
日
本
の
こ
と 

・
選
択
本
願 

特
に
凡
夫
を
選
ん
で
救
い
取
ろ
う
と
し
た
弥
陀
の
願
い 

 ・
源
空
（
法
然
）
上
人 

七
高
僧
の
第
七
祖
。1

1
3
3

年
、
美
作
国(

現:

岡
山
県)

の
豪
族
家
の
ひ
と
り

児
と
し
て
生
ま
れ
る
。
幼
名
は
勢
至
丸
。
九
才
の
時
、
父
が
敵
対
勢
力
の
夜
襲

に
て
斬
死
す
る
。
父
は
「
仇
討
ち
を
禁
じ
、
己
と
衆
生
を
救
う
道
を
求
め
よ
」

と
遺
言
し
た
と
さ
れ
る
。
勢
至
丸
は
寺
に
預
け
ら
れ
た
後
、
比
叡
山
に
上
る
。 

十
五
歳
で
受
戒
し
、
十
八
歳
で
師
を
西
塔
黒
谷
の
叡
空
と
選
び
、
法
然
房
源

空
と
改
名
す
る
。
天
台
教
学
に
留
ま
ら
ず
余
宗
を
も
求
道
研
鑽
し
「
智
慧
第
一

の
法
然
房
」
と
称
賛
さ
れ
た
が
、
自
身
は
『
戒
定
慧
の
器

で
な
い
』
と
の
迷
い
が
晴
れ
ず
、
ま
た
悲
惨
な
民
の
生
活

を
見
聞
し
、
衆
生
と
共
な
る
凡
夫
の
救
い
を
経
蔵
に
求
め

続
け
た
。 

1
1
7
5

年
、
四
十
三
歳
に
な
っ
て
『
観
経
疏
（
善
導
大
師
著
）』
に
導
か
れ
て

専
修
念
仏
に
帰
依
す
る
。 

 

そ
の
後
、
比
叡
山
を
下
り
て
東
山
吉
水
に
草
庵
を
設
け
て
移
り
住
み
、
階
層

や
善
悪
を
選
ば
ず
、
求
め
る
人
に
称
名
念
仏
を
勧
め
た
。
保
元
・
平
治
の
乱
以

降
、
戦
乱
・
天
災
・
飢
饉
・
疫
病
に
苦
し
む
人
々
は
、
そ
の
人
格
と
信
仰
の
力

に
感
化
さ
れ
、
上
人
の
下
に
集
ま
っ
た
。
こ
の
庶
民
に
浸
透
す
る
仏
教
は
、
伝

統
仏
教
の
反
感
を
買
っ
た
。 

 

五
十
四
歳
の
時
、
南
都
北
嶺
の
多
数
の
碩
学
と
称
名
念
仏
の
教
義
に
つ
い
て

対
決
し
た
（
大
原
問
答
）。
「
末
法
の
今
、
全
て
の
衆
生
に
開
か
れ
た
教
え
は
弥

陀
の
本
願
で
し
か
な
い
」
と
の
主
張
に
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
こ
れ

を
機
に
、
朝
廷
・
貴
族
に
も
帰
依
者
が
広
が
っ
た
。 

 

六
十
六
歳
の
時
、
関
白
・
九
条
兼
実
の
求
め
に
よ
り
『
選
択
本
願
念
仏
集
』

を
著
す
。
念
仏
の
教
え
が
広
ま
る
ご
と
に
伝
統
仏
教
の
弾
圧
も
強
く
な
っ
た
。

「
延
暦
寺
奏
状(1

2
0
4

年)

」
が
天
台
座
主
に
発
せ
ら
れ
、「
興
福
寺
奏
状

(1
2
0
5

年)

」
が
朝
廷
に
訴
え
ら
れ
た
。 

七
十
二
歳
の
時
、
叡
山
の
訴
え
に
、
門
下
の
素
行
を
正
す
「
七
箇
条
制
誡
」

で
対
応
す
る
。
し
か
し
七
十
四
歳
の
時
、
後
鳥
羽
上
皇
の
逆
鱗
に
触
れ
る
事
件

が
起
こ
り
、「
専
修
念
仏
の
停
止
」
の
宣
旨
が
下
り
、
門
弟
四
人
は
死
罪
、
上

人
は
土
佐
へ
の
配
流
と
決
ま
っ
た
（
承
元
の
法
難
）。 

七
十
五
歳
か
ら
都
を
離
れ
た
が
、
民
衆
に
念
仏
を
勧
め
る
姿
は
変
わ
ら
な
か

っ
た
。
七
十
九
歳
で
帰
洛
を
許
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
二
ヶ
月
余
り
で
入
滅
。
弟

子
の
求
め
に
応
じ
て
書
か
れ
た
「
一
枚
起
請
文
」
が
遺
訓
と
な
っ
た
。 

主
な
著
作 

『
選
択
集
』 

正
式
に
は
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
で
十
六
章
か
ら
な
る 

 
 

仏
教
を
、
聖
道
門/

浄
土
門
・
正
行/

雑
行
・
正
業/

助
業
、

と
分
析
し
、
称
名
念
仏
を
勝
法
と
選
ん
で
い
く
書
物 

曇
鸞/

道
綽/

善
導
か
ら
の
師
資
相
承
と
示
さ
れ
る 

大
経
四
十
八
願
の
内 

特
に
第
十
八
願
を
王
本
願
と
選
ぶ 



創

作

・

源

空

上

人

の

臨

終

 
旧
暦
正
月
下
旬
、
春
と
は
い
え
洛
東
大
谷
は
例
年
の
様
に
底
冷
え
が
し
て
い
た
。 

弟
子
達
は
師
の
身
体
を
心
配
し
た
が
、
上
人
に
は
む
し
ろ
懐
か
し
か
っ
た
。 

寒
い
か
ら
暖
か
い
。
弟
子
達
は
本
当
に
良
く
し
て
く
れ
て
い
る
。 

上
人
は
暫
し
念
仏
の
口
を
休
め
て
思
い
に
耽
っ
た
。 

美
作
の
国
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
身
体
は
楽
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

け
れ
ど
、
念
仏
申
す
人
々
の
中
こ
そ
故
郷
で
あ
り
、
帰
る
べ
き
場
所
で
あ
っ
た
。 

そ
の
弟
子
達
は
念
仏
の
い
の
ち
を
真
直
ぐ
に
受
け
止
め
て
く
れ
た
ろ
う
か…
 

先
日
は
三
尺
の
仏
像
を
持
ち
込
ん
で
き
た
。
五
色
の
紐
も
手
配
し
た
の
だ
ろ
う
。 

そ
れ
は
儀
式
法
要
の
作
法
だ
ぞ
。
こ
の
老
い
ぼ
れ
の
臨
終
に
は
無
用
の
事
だ
。 

余
計
な
事
で
は
あ
っ
た
が
、
善
を
成
そ
う
と
す
る
心
根
を
有
難
く
受
け
止
め
た
。 

我
ら
は
既
に
弥
陀
と
結
縁
し
、
観
音
勢
至
菩
薩
聖
衆
に
囲
ま
れ
て
い
る
。 

「
そ
な
た
等
も
聖
衆
」
と
差
す
べ
き
指
は
、
虚
し
く
宙
を
漂
い
布
団
に
落
ち
た
。 

食
が
細
く
て
久
し
い
八
十
歳
の
老
人
に
は
、
そ
ん
な
力
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

既
に
遺
訓
は
書
い
た
、
残
す
べ
き
は
最
後
の
念
仏
の
姿
の
み
と
覚
悟
し
た
。 

懐
か
し
い
浄
土
に
還
る
の
に
不
安
は
な
い
。 

一
切
衆
生 

平
等
往
生
。 

た
だ
父
の
遺
志
に
適
っ
た
か
ど
う
か
が
気
懸
り
だ
っ
た
。 

都
を
覆
う
奇
瑞
の
紫
雲
に
人
々
は
驚
き
、
慕
う
人
々
が
続
々
と
集
ま
っ
た
。 

光
明
遍
照 

十
方
世
界 

念
仏
衆
生 

摂
取
不
捨
。 

あ
わ
れ
な
る
こ
と
か
な…

 

ど
う
か
肝
に
銘
じ
て
欲
し
い…

 

そ
の
美
し
い
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
そ
な
た
達
こ
そ
奇
瑞
な
の
だ
。 

も
う
少
し
共
に
居
り
た
い
と
思
う
と
念
仏
の
声
が
自
ず
と
昂
ま
っ
た
。 

建
暦
二
年
一
月
二
十
五
日
正
午
、
日
差
し
の
中
で
時
は
至
っ
て
い
た
。 

苦
難
の
縁
も
弥
陀
の
計
ら
い
と
嫌
わ
ず
、
念
仏
に
包
み
込
ん
で
過
ご
し
た
生
涯
。 

そ
の
上
人
の
往
生
は
、
人
々
の
念
仏
に
包
ま
れ
て
、
眠
る
よ
う
に
遂
げ
ら
れ
た
。 

〈
西
方
指
南
抄
、
他
よ
り
創
作
〉 

一
枚
起
請
文 

～
源
空
上
人
の
遺
訓
～ 

唐
土

も
ろ
こ
し

我
朝

わ
が
ち
ょ
う

に
も
ろ
も
ろ
の
智
者

ち
し
ゃ

達
の
沙
汰

さ
た

し
申
さ
る
る
観
念
の
念ね

ん

に
も
あ
ら
ず
。

又ま
た

学
問

 

を
し
て
念ね

ん

の
こ
こ
ろ

心

を
悟
り
て
申
す
念
仏
に
も
あ
ら
ず
。
た
だ
往
生
極
楽

の
た
め

為

に
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
て
、
う
た
が
い

疑
い

な
く
往
生

 

す
る
ぞ
と
思
い

取
り
て
申
す
外
に
は
別
の
仔
細

し

さ

い

候
わ
ず
。
た
だ
し
三
心

さ
ん
じ
ん

四
修

し
し
ゅ

と
申
す
こ
と
の
候
う

は
、
皆
決
定

け
つ
じ
ょ
う

し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
に
て
往
生
す
る
ぞ
と
思
う
う
ち

内

に
こ
も
り
候
う

な
り
。
こ
の
外
に
奥
ふ
か
き

深
き

事
を
存

 

ぜ
ば
、
二
尊
の
あ
わ
れ
み

哀
れ
み

に
は
ず
れ

外
れ

、
本
願

 

に
も
れ

漏

れ

候
う
べ
し
。
念
仏
を
信
ぜ
ん
人
は
、
た
と
い
一
代
の
法
を
よ
く
よ
く
学 が

く

す

と
も
、
一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
、
尼
入
道

あ
ま
に
ゅ
う
ど
う

の
無
智
の
と
も
が
ら
に
同
じ

う
し
て
、
智
者

ち

し

ゃ

の
ふ
る
ま
い
を
せ
ず
し
て
た
だ
一
向
に
念
仏

 

す
べ
し
。 

証
あ
か
し

の
為
に
両
手
印
を
も
っ
て
す
。 

浄
土
宗
の
安
心

あ
ん
じ
ん

起
行

き
ぎ
ょ
う

こ
の
一
紙
に
至
極

し
ご
く

せ
り
。
源
空
が
所
存
、
こ
の
外
に
全
く

ま
っ
た
く

別
義

べ

つ

ぎ

を
存
ぜ
ず
、
滅
後
の
邪
義
を
ふ
せ

防

が
ん
が
た
め

為

に
所
存
を
し
る
し
畢お

わ

ん
ぬ
。 

建
暦

け
ん
り
ゃ
く

二
年
正
月
二
十
三
日 

源
空
（
花
押
） 

 

 

上
人
の
往
生
二
日
前
の
作
文
で
あ
り
、
筆
致
と
両
手

の
印
が
残
っ
て
い
る
。 

念
仏
は
、
自
ら
の
思
い
や
納
得
し
た
道
理
を
建
て
て
称

え
る
の
で
は
な
く
、 

自
ら
の
憤
り/

怨
み/

迷
い/

後
悔/

悲
し
み
等
の
思
い

を
差
置
い
て
、
自
分
を
空
し
く
す
る
よ
う
に
称
え
る
こ

と
が
大
事
で
あ
る
。 

念
仏
申
せ
ば
必
ず
、
弥
陀
の
計
ら
い
が
暖
か
く/

懐
か

し
く/

有
難
く
感
じ
ら
れ
て
く
る
筈
だ
。 

「全
て
は
大
悲
の
中
」と
の
お
示
し
だ
と
思
う
。 



行

事

予

定

 

～
令
和
二
年
～ 

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

‡

後

記

‡

 

○ 

そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ノ
サ
シ 

 
 

メ
イ
プ
ル(

犬)

は
、
起
床/

食
事/

散
歩
の
時
間
に
厳
し
く
、
私
が
遅
れ
る
と
催

促
し
、
お
母
さ
ん
の
よ
う
で
す
。
け
れ
ど
裸
で
い
て
も
恥
ず
か
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
彼
女
の
モ
ノ
サ
シ
は
そ
ん
な
風
に
出
来
て
ま
す
。 

 
 

法
然
上
人
は
若
い
頃
か
ら
「
智
慧
第
一
」
と
讃
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
自
身

は
「
悪
業
煩
悩
の
鎖
が
断
て
な
い
」
と
嘆
き
「
下
機
の
行
法
」
を
求
め
て
ご
苦

労
さ
れ
ま
し
た
。
世
間
の
モ
ノ
サ
シ
を
疑
い
、
仏
の
モ
ノ
サ
シ
に
合
う
生
き
方

を
探
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
 

「
能
力
は
高
い
方
が
良
い
」「
何
で
も
自
由
に
出
来
た
ら
幸
せ
」
は
当
た
り
前

の
よ
う
で
す
が
、「
出
来
な
い
か
ら
不
幸
」
は
、
疑
う
余
地
が
あ
り
そ
う
で

す
。
出
来
な
い
か
ら
助
け
て
も
ら
え
る
。「
出
来
な
い
」
を
通
し
て
仲
間
を
見

い
出
し
ま
す
。
そ
し
て
、
仲
間
の
為
に
出
来
る
こ
と
を
し
た
く
な
る
。
「
何
で

も
自
由
」
は
逆
に
孤
独
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 
 

何
れ
の
行
も
及
び
難
き
法
然
上
人
は
、
仏
の
モ
ノ
サ
シ
を
善
導
大
師
の
文
に
学

ば
れ
、
弥
陀
の
本
願
に
順
じ
る
生
き
方
を
実
践
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

救
わ
れ
る
事
で
仲
間
を
見
い
出
し
、
救
わ
れ
た
姿
で
救
っ
て
い
く…

 

○ 

大
ら
か
な
生
き
方 

そ
れ
ぞ
れ
の
善
が
ぶ
つ
か
っ
て
ギ
ス
ギ
ス
し
た
時
代
を
、
法
然
上
人
は
悪
を

も
包
み
込
ん
で
大
ら
か
に
生
き
抜
か
れ
ま
し
た
。
東
大
寺
や
興
福
寺
を
焼
亡

し
た
平
重
衡
が
源
氏
に
捉
え
ら
れ
て
刑
死
し
ま
す
が
、
罪
に
怯
え
て
慚
愧
し

た
時
、
上
人
は
親
し
く
受
戒
し
、
優
し
く
念
仏
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。 

人
間
の
モ
ノ
サ
シ
に
捉
わ
れ
な
い
大
ら
か
さ
は
、
弥
陀
の
本
願
と
功
徳
、
五

祖
伝
来
の
念
仏
の
歴
史
へ
の
信
頼
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

迷
い
を
縁
に
仲
間
を
見
い
出
し
、
念
仏
に
救
わ
れ
合
っ
て
過
ご
す
べ
し
。 

大
ら
か
さ
は
仏
の
モ
ノ
サ
シ
の
指
示
だ
と
思
い
ま
す
。 

メ
イ
プ
ル
は
、
必
ず
し
も
良
い
主
人
で
な
い
私
に
、
透
き
と
お
っ
た
眼
で
尻

尾
を
振
り
ま
す
。
独
り
で
は
生
き
ら
れ
な
い
と
知
り
、
私
を
家
族
と
信
頼

し
、
い
の
ち
を
預
け
て
く
れ
て
ま
す
。
私
は
そ
ん
な
彼
女
に
癒
さ
れ
て
、
励

ま
さ
れ
な
が
ら
、
自
分
の
モ
ノ
サ
シ
を
点
検
し
た
り
し
て
い
ま
す
。 

二 

～ 

十
二 

月 

 
 
 
 

毎
月
一
日 

十
二
月 

十
一
月 

九 

月 

八 

月 

三 

月 

一 

月 
 

五 六 三 

二
十 

十
五 

二
十 

一 
 

日 日 日 日 日 日 日  

(

土

) 

(

日

) 

(

火
・
祝) 

(

日
・
祝) 

 

(

土

) 

(
金
・
祝) 

(

水
・
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
り
バ
ス
に
て
団
体
参
拝
し
ま
す 

午
前
六
時
半
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
～ 

 


