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西
来
寺
報
恩
講
の
お
赤
飯
は
と
て
も
評
判
が

い
い
。
お
店
の
名
前
は
「
ふ
じ
や
」
さ
ん
。
鶴

久
保
小
学
校
の
近
く
と
聞
い
て
い
る
が
ど
こ
に

あ
る
の
か
し
ら
と
、
直
接
お
店
に
電
話
を
し
ま

し
た
。「
た
そ
が
れ
た
お
店
よ
。
目
印
に
コ
ス
モ

ス
を
バ
ケ
ツ
に
活
け
て
お
く
わ
ね
。」
と
軽
や
か

な
声
。
な
ん
て
粋
な
ん
で
し
ょ
う
！　

お
会
い

す
る
前
か
ら
お
話
を
う
か
が
う
の
が
と
て
も
楽

し
み
に
な
り
ま
し
た
。

和
菓
子
処
「
ふ
じ
や
」
の
創
業
は
昭
和
４
年
、

ご
主
人
の
近
藤
喜
久
治
さ
ん
は
25
歳
の
と
き
に

お
店
を
継
ぎ
、
昭
和
39
年
に
今
の
建
物
に
な
り

ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
で
す
。

そ
の
こ
ろ
の
不
入
斗
の
通
り
に
は
、
八
百
屋
さ

ん
、
酒
屋
さ
ん
や
お
風
呂
屋
さ
ん
、
多
く
の
お

店
が
あ
り
、
た
い
へ
ん
に
ぎ
や
か
で
し
た
。

そ
の
こ
ろ
は
、
お
赤
飯
や
お
餅
は
人
生
の
節

目
の
祝
い
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。
お
祝

い
の
行
事
は
今
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
、
例
え

ば
、「
一
升
餅
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一

歳
の
誕
生
日
や
初
め
て
歩
い
た
お
祝
い
で
、
お

ふ
じ
や
さ
ん
の
お
赤
飯

西
来
寺

餅
を
ふ
ろ
し
き
に
包
み
、
子
ど
も
に
背
負
わ
せ

ま
す
。
万
が
一
後
ろ
に
こ
ろ
ん
じ
ゃ
っ
て
も
お

餅
は
柔
ら
か
い
か
ら
ケ
ガ
を
し
ま
せ
ん
か
ら
、

昔
の
人
は
よ
く
考
え
た
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う

な
子
ど
も
の
お
祝
い
は
七
五
三
ま
で
に
６
回
も

あ
る
そ
う
で
す
。

「
寝
ず
に
こ
し
ら
え
る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し

た
ね
え
。」
多
く
の
お
祝
い
が
常
だ
っ
た
時
代
、

和
菓
子
屋
と
い
う
の
は
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い

く
ら
い
の
忙
し
さ
だ
っ
た
ん
で
す
よ
と
、
懐
か

し
そ
う
に
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
の
一
年
は
、
コ
ロ
ナ
の
せ
い
で
町
内
会
な

ど
の
行
事
も
な
く
な
り
、
和
菓
子
業
界
も
厳
し

い
年
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
「
ふ
じ
や
さ

ん
の
お
餅
が
食
べ
た
い
わ
」
と
、
市
外
に
引
っ

越
し
た
方
な
ど
か
ら
も
注
文
が
あ
り
ま
す
。

10
月
と
い
う
時
期
も
ち
ょ
う
ど
よ
く
、
報
恩

講
の
お
赤
飯
の
〈
餅
米
〉
は
新
米
で
す
。
今
で

は
と
て
も
高
価
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
国

産
の
〈
さ
さ
げ
〉
も
契
約
農
家
さ
ん
か
ら
買
い

付
け
ま
す
。〈
水
〉
は
還
元
水
。〈
塩
〉
は
甘
味

の
あ
る
天
然
の
塩
を
使
っ
て
ま
す
。

「
お
塩
の
加
減
で
お
赤
飯
は
と
て
も
美
味
し
く

お
い
し
さ
の
秘
密

蒸したてのお赤飯
（ふじや工房にて）

報恩講ではおなじみの包み紙

ご主人の近藤喜久治さんと
奥様敦子さん（ふじや店内にて）

な
る
ん
で
す
よ
。」「
や
っ
ぱ
り
素
材
が
い
い
も

の
食
べ
た
い
わ
よ
ね
。
だ
か
ら
ほ
ん
の
ち
ょ
っ

と
、
こ
だ
わ
っ
て
ま
す
よ
。」
と
奥
様
敦
子
さ
ん

が
言
い
ま
す
。

報
恩
講
の
お
赤
飯
は
２
日
間
か
け
ま
す
。
前

日
の
蒸
し
時
間
は
一
時
間
、
そ
し
て
当
日
の
朝

５
時
ご
ろ
か
ら
長
め
に
蒸
し
ま
す
。
そ
し
て
西

来
寺
に
10
時
ご
ろ
、
第
１
段
の
お
赤
飯
を
お
届

け
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
２
段
の
お
赤
飯
の
蒸

し
作
業
と
な
り
ま
す
。

ふ
じ
や
の
お
赤
飯
は
、
冷
め
て
も
お
い
し
い

で
す
が
、
翌
日
に
硬
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
お
赤

飯
は
、
電
子
レ
ン
ジ
で
温
め
る
よ
り
、
ち
ょ
っ

と
一
手
間
で
す
が
是
非
蒸
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ほ
か
ほ
か
で
い
た
だ
く
翌
日
の
、
ふ
じ
や
の
お

赤
飯
も
味
わ
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
お
い
し
い
で

す
よ
。

報
恩
講
の

名
脇
役

行
事
の
ご
案
内

西
来
寺
梵
鐘
は
横
須
賀
市
内
に
残
る

最
古
の
梵
鐘
で
、
横
須
賀
市
の
指
定
重

要
文
化
財
で
す
。
み
な
さ
ん
で
つ
い
て
、

新
し
い
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

ご
注
意
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
と

拡
大
防
止
に
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

寝
た
ま
ま
で
も 

ス
ッ
キ
リ
♪

お
か
げ
さ
ま
で
一
周
年

ま
い
先
生
の
ヨ
ガ
教
室
が
一
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

お
か
げ
さ
ま
で
評
判
上
々
！　

み
な
さ
ん
も
西
来
寺

本
堂
で
、
ヨ
ガ
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

西
来
寺
本
堂 

午
後
２
時
よ
り
、
１
月
15
日
（
金
）・

２
月
５
日
（
金
）・
３
月
５
日
（
金
）

お
腹
を
ひ
ね
る
事
で
腸
を
刺
激
し
消
化
の

促
進
や
便
秘
の
予
防
に
も
◎

呼
吸
に
意
識
を
向
け
心
や
身
体
に
溜
ま
っ

た
要
ら
な
い
物
を
手
放
し
て
新
し
い
年
を
迎

え
ま
し
ょ
う
。（
ま
い
） ❷

息
を
吸
っ
て
膝
を
胸

に
近
づ
け
て
息
を
吐

き
な
が
ら
両
膝
を
右

側
に
倒
し
ま
す

充
住
職
の
逝
去
の
際
に
は
コ
ロ
ナ
禍
の

中
、た
く
さ
ん
の
方
々
に
お
詣
り
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

充
住
職
は
ふ
じ
や
さ
ん
の
お
赤
飯
が

大
好
き
で
す
。
仏
様
用
の
お
赤
飯
が
余
っ

た
ら
、
嬉
し
そ
う
に
ゴ
マ
塩
を
か
け
て
食

べ
て
い
ま
し
た
。
ゴ
マ
塩
は
ふ
じ
や
さ
ん

が
可
愛
い
袋
に
入
れ
て
特
別
に
付
け
て
く

れ
た
も
の
で
す
。
で
き
た
て
の
お
赤
飯
は

ふ
っ
く
ら
つ
や
つ
や
、
も
ち
も
ち
で
す
！

住
職
は
子
供
の
よ
う
に
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が

ら
頬
張
っ
て
い
ま
し
た
。

坊
守

充
住
職
と
お
赤
飯

西
来
寺
報
で
は
、
追
悼
号

を
考
え
て
お
り
ま
す
が
、

今
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ

さ
い
。

健康コラム

ゆ
っ
た
り

ゆ
っ
た
り

コ
ツ
コ
ツ

コ
ツ
コ
ツ

お
家
ヨ
ガ
❹

年
末
年
始
に
お
す
す
め

新
型
ウ
ィ
ル
ス
が
心
配
な
中
年
末
年
始
は

お
う
ち
で
の
ん
び
り
過
ご
す
方
が
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

冬
は
お
腹
に
溜
ま
り
や
す
い
根
菜
類
や
お

正
月
の
お
節
料
理
な
ど
塩
分
の
高
い
も
の
、

つ
い
つ
い
お
餅
を
食
べ
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
り

何
か
と
身
体
が
重
く
な
り
や
す
い
季
節
で

今
年
も
ま
た
、
御
本
山
東
本
願
寺
で
は
、

十
一
月
二
十
一
日
か
ら
宗
祖
親
鸞
聖
人
御

命
日
の
同
月
二
十
八
日
ま
で
、
八
日
間
に

わ
た
っ
て
報
恩
講
が
厳
修
さ
れ
た
。
私
は
、

三
浦
組
（
み
う
ら
そ
・
横
須
賀
市
と
三
浦

市
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
寺
院
十
か
寺
の
グ

ル
ー
プ
）
の
代
表
と
し
て
、
御
本
山
報
恩

講
に
出
仕
（
二
十
四
日
午
後
の
法
要
）
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
り
、

出
仕
の
僧
侶
、
参
詣
の
僧
侶
・
門
徒
と
も

に
、
入
堂
者
数
を
厳
し
く
制
限
し
て
の
法

要
で
あ
っ
た
。
例
年
は
満
堂
に
な
り
、
参

詣
者
が
堂
外
に
も
あ
ふ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

す
。
寒
さ
も
相
ま
っ
て
動
く
事
が
億
劫
に
な

り
消
化
機
能
も
低
下
し
て
し
ま
い
ま
す
。

今
回
は
重
だ
る
く
な
っ
た
身
体
を
寝
た
ま

ま
ス
ッ
キ
リ
さ
せ
て
く
れ
る
ヨ
ガ
の
ポ
ー
ズ

を
お
伝
え
し
ま
す
。

❸
余
裕
が
あ
れ
ば
顔
は

左
側
を
向
き
心
地
良

く
胸
を
開
き
ま
す

❹
ゆ
っ
く
り
と
呼
吸
し

ま
す

❺
反
対
側
も
行
い
ま
す

❶
床
や
布
団
の
上
に
仰

向
け
に
な
り
両
腕
を

肩
の
高
さ
に
開
き
両

膝
を
立
て
ま
す

報
恩
講
の
お
赤
飯
の
数
を
決
め
る
の
は
い
つ
も
迷
い
ま
す
。
今
年
の
報
恩
講
で
は
、
お
赤
飯
に
つ
い
て
問
合
せ
が
あ
っ
た
た
め
、
予
定
の
注
文
の
数
を
直
前
に
増
や
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
年
は
そ
の
熱
気
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

ど
こ
か
素
朴
で
、
か
え
っ
て
、
厳
か
な
雰

囲
気
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。

今
回
、
妻
と
一
歳
五
か
月
に
な
る
一
人
息

子
大
燈
（
ひ
ろ
と
も
）
と
上
洛
し
た
。
息

子
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
京
都
、
初
め
て

の
御
本
山
で
あ
る
。
御
本
山
の
御
影
堂
（
ご

え
い
ど
う
・
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
お
ら
れ
る

聞
法
の
道
場
）と
阿
弥
陀
堂（
あ
み
だ
ど
う
・

御
本
尊
阿
弥
陀
如
来
の
お
ら
れ
る
礼
拝
の

道
場
）
で
手
を
合
わ
す
と
、「
よ
く
来
た
、

よ
く
来
た
」と
聞
こ
え
た
気
が
し
た
。「
や
っ

と
参
れ
ま
し
た
」
と
返
事
を
し
た
。

北
陸
金
沢
な
ど
で
は
、
お
参
り
す
る
こ
と

を
「
お
れ
と
げ
さ
せ
て
も
ら
う
」「
お
れ
と

げ
に
参
る
」
と
言
う
ら
し
い
。「
お
礼
を
遂

げ
る
」
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
で
は
、
頼
み

ご
と
・
願
い
ご
と
の
た
め
に
手
を
合
わ
せ

な
い
。
す
で
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
今

私
が
こ
う
し
て
手
を
合
わ
す
ま
で
に
お
育

て
・
お
導
き
い
た
だ
い
た
こ
と
に
手
を
合

わ
す
の
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
が
、充
住
職
が
、

名
も
知
れ
ぬ
無
数
の
先
達
が
、
ち
ゃ
ん
と

「
お
れ
と
げ
」
し
て
い
る
か
と
、
私
を
促
し

た
の
で
あ
る
。

十
二
月
三
十
一
日
（
木
）

午
後 

十
一
時　
　

歳
末
昏
時

午
後 

十
一
時
四
十
五
分

　
　
　

  

除
夜
の
鐘
の
打
鐘

午
前 

十
一
時　
　

修
正
会

一
月
一
日
（
金
）

▲仏様用の大箱
なんと 1.5Kg
通常の 3 倍！
ごま塩付きです。

ごま塩をかけて♥ 充住職の大好物！

◀︎大割盛糟（おおわりもっそう）
親鸞聖人用です。食べきれるか？！大食い！
隣は充住職愛用のひょうたん柄のお茶碗

ま
た
、
あ
た
た
か
い

御
言
葉
や
ご
支
援
も
賜

り
ま
し
た
。
こ
の
場
を

借
り
て
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。



「
疲
れ
ま
し
た
・
・
・
。
西
来
寺
様
の

伝
統
の
重
責
が
ず
し
り
と
き
ま
し
た
。」

追
悼
法
要
と
報
恩
講
、
勤
行
を
終
え

た
伊
藤
住
職
の
説
教
（
お
は
な
し
）
を

始
め
る
開
口
一
番
の
言
葉
に
会
場
で
は

あ
た
た
か
い
笑
い
が
お
こ
り
ま
し
た
。

報
恩
講
で
は
大
き
い
和
蝋
燭
を
使
い

ま
す
。
今
回
は
５
本
。
伊
藤
住
職
の
マ

ス
ク
は
蝋
燭
の
煤
（
す
す
）
で
真
っ
黒

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

三
十
八
の
若
僧
で
あ
る
私
に
だ
っ
て
、

今
日
か
明
日
死
ぬ
可
能
性
が
、

ち
ゃ
ん
と
あ
り
ま
す
。

阿
弥
陀
様
の
願
い
、
そ
し
て
親
鸞
聖
人
や
充

住
職
な
ど
、
あ
ま
た
の
御
先
人
の
声
、
心
や
歩

み
の
一
端
を
お
取
り
継
ぎ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

私
は
法
話
よ
り
も
「
説
教
」
が
好
き
で
す
。

充
住
職
は
、
自
ら
の
死
ま
で
も
尊
い
ご
縁
で

あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
報
い
る

こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
言
葉
に
な
ら
な
い

悲
し
み
や
悔
し
さ
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
、
私
た

ち
は
そ
の
声
に
耳
を
か
た
む
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。「
今
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
」。

話
者
で
あ
る
私
も
聞
き
手
で
あ
り
聴
衆
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
お
説
教
を
み
な
さ
ま
と
ご
一
緒
に

聞
い
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

西来寺のホームページでは、報恩講準備や当日の写真をご覧いただけます。また、法要（伊藤住職の説教も！）の動画配信を予定しています。

大洋院釋充賢追悼法要
PM 1 : 10

勤行（おつとめ）
PM 1 : 40

説教（おはなし）
PM 2 : 40

令
和
二
年
十
月
二
十
八
日
水
曜
日
、
晴
天
。
爽
や
か
な
秋
風
が
本

堂
の
幕
を
揺
ら
し
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
ど
の
く
ら
い
の
参
加
者
が
あ

る
か
心
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
開
会
の
頃
に
は
準
備
し
た
本
堂
の

席
は
ほ
ぼ
満
席
に
な
り
ま
し
た
。

午
後
一
時
開
会
、
大
洋
院
釋
充
賢
追
悼
法
要
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

真
宗
大
谷
派

大
塚
山 

西
来
寺 

報
恩
講

令和二年

講
題
：	

本
当
に
尊
い
こ
と

講
師
：	

西
来
寺
住
職
代
務
者

	

伊
藤	

大
信
（
い
と
う	

ひ
ろ
の
ぶ
）

伊
藤
住
職
の
印
象
を
き
か
せ
て
く
だ
さ
い

参
加
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

覇
気
（
は
き
）
が
あ
る
ね
！

（
続
け
て
こ
の
よ
う
に
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。）

説
教
の
続
き
は
西
来
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

西来寺では毎月１回、伊藤住職による「同朋会」を開催しています。
どうぞお気軽にご参加ください！

報恩講当日の打合せ
AM 11 : 00

報
告

多くのみなさまに、お手伝いいただきました。

ありがとうございます！

響
き
が
い
い
ね
。
鐘
の
打
ち
方
が
上
手
い
！

ご
親
戚
な
ん
で
す
ね
ー
。
充
ご
住
職
の
声
に
似
て
る
し

雰
囲
気
も
似
て
い
る
の
で
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。

滑
舌
が
い
い

お
経
が
上
手

説
明
が
し
っ
か
り
し
て
い
る

気
配
り
が
あ
っ
て
、
心
の
あ
る
方
だ
と
思
っ
た

自
然
な
振
る
舞
い
で
、
初
め
て
会
う
人
と
は
思
え
な
い

よ
く
が
ん
ば
っ
た
わ
ね
！ 

ご
苦
労
さ
ま
♪

本堂前入口では検温と消毒を

本堂の席はほぼ満席になりました。

事前準備 飾り付けとお掃除 10 月 26 日（月）

受付では法要のご案内を

報
恩
講
で
充
住
職
の
追
悼
法
要
を
お
こ
な
う
こ
と
は
、
西
来
寺

住
職
代
務
者
で
あ
る
伊
藤
大
信
住
職
、
た
っ
て
の
希
望
に
よ
る

も
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
充
住
職
の
御
遺
影
が
見
守
る
中
、
伊

藤
住
職
に
よ
る
報
恩
講
の
勤
行
。
休
憩
後
の
説
教
で
は
、「
本

当
に
尊
い
こ
と
」
を
テ
ー
マ
に
、
お
釈
迦
様
の
教
え
を
私
た
ち

み
ん
な
が
で
き
る
だ
け
解
る
よ
う
に
と
、
と
き
に
は
ご
自
身
の

経
験
な
ど
も
例
え
た
り
し
な
が
ら
、
丁
寧
に
お
話
し
し
て
く
だ

さ
り
、
和
や
か
な
報
恩
講
と
な
り
ま
し
た
。

今
年
は
報
恩
講
が
で
き
る
と
は
と
て
も
思
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
充
住
職
が
一
番
大
切
に
し
て
い
た

報
恩
講
が
厳
修
で
き
た
の
は
皆
様
の
お
陰
で
す
。

本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

合
掌

《 

当
日
の
資
料 

》

・
本
日
の
次
第

・
報
恩
講
七
五
九
回
忌
表
白

・『
御
文
』
第
五
帖
第
十
一
通

「
御
正
忌
」
蓮
如
上
人
御
作

・
恩
徳
讃


