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昨
年
十
二
月
、
一
人
前
の
浄
土
宗
僧
侶

の
証
「
教
師
」
を
頂
く
た
め
の
最
後
の
修

行
「
伝
宗
伝
戒
道
場
」
を
大
本
山
増
上
寺

に
て
成
満
し
、
晴
れ
て
浄
土
宗
教
師
と
な

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
出
家
し
て
か
ら
約
三
年
間
、
一
般
在
家

出
身
の
私
に
と
っ
て
は
、
戸
惑
い
、
辛
く

厳
し
い
事
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
も
、
い
つ

も
暖
か
く
見
守
っ
て
下
さ
っ
た
檀
信
徒
会

役
員
の
方
々
を
は
じ
め
、
檀
信
徒
の
皆
様

の
お
力
添
え
の
お
か
げ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
後
は
通
夜
・
御
葬
儀
・
御
法
事
等
で

伺
う
事
も
あ
り
ま
す
が
、
何
卒
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
七
月
吉
日

　
副
住
職
　
小
路
竜
嗣

大本山増上寺（東京港区芝）
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　 ｢
温
故
知
新｣

　

松
本
文
書
館
前
館
長
、
小
松
芳
郎
先
生

に
よ
る｢

松
本
藩
の
廃
仏
毀
釈｣

の
講
演

を
お
聞
き
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

　

先
生
に
よ
る
と｢

松
本
藩
の
廃
仏
毀
釈

は
徹
底
的
に
行
わ
れ
、
当
時
、
松
本
藩
に

属
し
て
い
た
野
村
地
区
で
は
、
住
民
全
員

が
神
道
に
な
っ
た｣

と
い
う
記
録
が
あ
る

と
の
こ
と
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
再
び

仏
教
に
還
り
、
善
立
寺
が
、
廃
寺
か
ら
再

興
で
き
た
の
は
、｢

野
村
住
民
の
熱
意
が

そ
れ
ほ
ど
強
か
っ
た
た
め｣

と
の
お
言
葉

も
頂
き
ま
し
た
。
今
日
の
善
立
寺
を
護
持

す
る
者
と
し
て
、
改
め
て
肝
に
銘
ず
る
言

葉
で
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
吉
日

　

住
職　

小
路
祥
永
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盆
燈
明
会
は
じ
め
ま
す
　

昨
年
、
好
評
だ
っ
た
送
り
盆
の
境
内

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
で
す
が
、今
年
か
ら『
善

立
寺
送
り
盆
燈
明
会
』
と
し
て
開
催
致

し
ま
す
。

　

元
々
は
、
送
り
火
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

皆
様
の
お
足
元
を
照
ら
す
た
め
に
、
始

め
た
企
画
で
し
た
が
、
ロ
ウ
ソ
ク
の
優

し
い
色
合
い
が
綺
麗
だ
っ
た
と
い
う
ご

感
想
を
多
く
頂
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
今
年
か
ら
、
燈
明
に
皆
様

の
願
い
を
記
入
し
て
頂
く
企
画
を
実
施

致
し
ま
す
。

　
「
ご
先
祖
様
に
願
う
事
、
阿
弥
陀
様

に
願
う
こ
と
』
な
ど
、
皆
様
の
願
い
を

書
い
て
頂
き
、
阿
弥
陀
様
・
ご
先
祖
様

に
想
い
を
巡
ら
せ
る
機
会
に
な
れ
ば
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

書
い
て
頂
い
た
燈
明
は
当
日
16
時
の

日
没
法
要
に
て
、
ご
回
向
さ
せ
て
頂
い

た
後
、
境
内
に
配
置
致
し
ま
す
。

　

ま
た
、
燈
火
は
、
ご
本
尊　

阿
弥
陀

如
来
様
の
燈
明
か
ら
頂
く
計
画
で
す
。

　

燈
明
の
記
入
場
所
は
本
堂
１
階
の
会

館
に
設
置
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
寺

務
室
に
も
常
備
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

お
越
し
の
際
に
は
、
お
気
軽
に
お
声
掛

け
下
さ
い
。

　
善 立 寺 送 り 盆 燈 明 会

日にち：平成２６年８月１６日

法　要：１６：００（参拝自由）

点　灯：１８：００頃

記入無料 　当日まで随時受付中

詳しくは善立寺まで

皆様のご参加お待ちしております

燈 明 に 願 い を の せ て

境内ライトアップの様子 ( 平成 25 年 8 月 16 日 )
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特
集仏

教
と

音
読
み
の

歴
史

清
浄
華
院
な
ん
と
読
む
？

　

京
都
に
あ
る
浄
土
宗
大
本
山
「
清
浄
華
院
」
は

「
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
ケ
イ
ン
」
と
読
み
ま
す
。
初
見

で
は
ま
ず
読
め
な
い
と
思
い
ま
す
。
同
様
に
、
善
立

寺
は
「
ゼ
ン
リ
ツ
ジ
」
で
は
な
く
「
ゼ
ン
リ
ュ
ウ
ジ
」

と
読
み
ま
す
。
他
に
も
仏
教
用
語
は
変
わ
っ
た
読
み

方
が
多
い
で
す
が
、
そ
れ
に
は
、
仏
教
が
伝
わ
っ
た

時
代
が
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。

中
国
か
ら
漢
字
と
読
み
を
輸
入

　

ま
ず
、
漢
字
の
音
読
み
に
は
大
き
く
分
け
て

「
呉ご

お
ん
音
」・「
漢か

ん
お
ん音
」・「
唐と

う
お
ん音
」
の
３
つ
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
日
本
に
伝
わ
っ
た
時
代
が
異
な
り
ま
す
。

　

経
典
は
６
世
紀
頃
、
中
国
か
ら
伝
わ
り
ま
し
た
。

当
時
、中
国
に
は「
呉
音
」し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
経
典
や
仏
教
用
語
も

当
然
、
呉
音
を
用
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
７
世
紀
に
な
る
と
、
当
時
の
中
国
王

朝
は
旧
王
朝
の
読
み
で
あ
る
、「
呉
音
」
を
完
全
に

廃
止
し
、
代
わ
り
に
「
漢
音
」
を
導
入
し
ま
し
た
。

　

遣
隋
使
が
中
国
に
渡
っ
た
際
、
日
本
で
使
わ
れ
て

い
た
「
呉
音
」
が
通
じ
ず
、大
変
驚
い
た
そ
う
で
す
。
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帰
国
し
た
遣
隋
使
は
、こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
と
、

朝
廷
に
最
新
の
言
語
と
し
て
、「
漢
音
」
を
紹
介
し

ま
し
た
。

　

当
時
の
言
語
学
は
、
現
代
で
言
え
ば
、
科
学
技
術

の
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
使
う
か

は
、
そ
の
国
の
国
力
を
示
す
も
の
で
し
た
。
そ
の
た

め
、
当
時
の
日
本
朝
廷
は
大
陸
に
対
し
て
、
我
が
国

の
国
力
を
示
す
た
め
、最
新
の
言
語
で
あ
る
「
漢
音
」

の
普
及
に
尽
力
し
ま
し
た
。

桓
武
天
皇
、
漢
音
普
及
に
尽
力
も
…

　

そ
の
中
で
も
桓
武
天
皇
は
漢
音
普
及
の
た
め
に
尽

力
し
ま
し
た
。
当
時
の
い
わ
ゆ
る
イ
ン
テ
リ
層
で

あ
っ
た
僧
侶
に
対
し
「
経
典
は
漢
音
を
読
む
事
」
と

の
勅
令
も
出
し
ま
し
た
。　

　

し
か
し
、
僧
侶
達
は
、
何
百
年
も
継
承
さ
れ
て
き

た
経
典
の
読
み
方
を
変
え
る
事
に
強
く
反
発
し
ま
し

た
。
結
果
と
し
て
経
典
は
、
平
成
の
世
に
至
っ
て
も

「
呉
音
」
の
ま
ま
読
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
一
般
社
会
に
お
い
て
も
、
既
に
広
く
使
用

さ
れ
て
い
た
「
呉
音
」
を
完
全
に
廃
止
す
る
ま
で
に

は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

更
に
そ
の
後
、
中
国
に
留
学
し
た
禅
僧
達
に
よ
り

「
清
」
を
「
シ
ン
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
「
唐
音
」
も
輸

入
さ
れ
ま
し
た
。

中
国
よ
り
複
雑
な
日
本
の
読
み
体
系

　

こ
の
結
果
、
日
本
で
は
呉
音
・
漢
音
・
唐
音
と
い

う
３
種
類
の
読
み
を
併
用
す
る
と
い
う
、
中
国
よ
り

も
複
雑
な
読
み
体
系
に
な
り
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、『
清
』
は
呉
音
で
は
『
シ
ョ
ウ
』、
漢
音

で
は『
セ
イ
』、　

唐
音
で
は『
シ
ン
』と
読
み
ま
す
。　

　

一
方
、
今
、
中
国
で
は
古
い
読
み
は
全
て
失
わ
れ

て
、『
チ
ン
』
と
い
う
読
み
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
中
国
の
歴
史
学
者
は
、
中
国
で
失
わ
れ
た

読
み
を
日
本
語
か
ら
学
ぶ
と
い
う
日
本
か
ら
中
国
へ

の
『
読
み
の
逆
輸
入
』
も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
語
の
音
読
み
の
歴
史
に
は
仏

教
が
深
く
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
普
段
何
気
な
く

使
っ
て
い
る
言
葉
に
も
、
意
外
な
歴
史
が
隠
さ
れ
て

い
ま
す
ね
。

桓武天皇 (737 年 - 806 年 ) 延暦寺所蔵

漢字 呉 音 読 み
光 明 こうみょう

末 期 まつご

礼 拝 らいはい

上 人 しょうにん

清浄華院 しょうじょうけいん

善 立 寺 ぜんりゅうじ

建 立 こんりゅう

修 正 会 しゅしょうえ

荘 厳 しょうごん

発 願 ほつがん

呉音読みの言葉の例

遣唐使船（復元）



　

昨
年
よ
り
始
め
た
、『
お
て
ら
か

ら
は
じ
め
よ
う　

善
立
寺　

て
ら
か

ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
こ
の
寺
報
の
表

紙
や
ポ
ス
タ
ー
な
ど
に
ロ
ゴ
マ
ー
ク

を
つ
け
て
い
ま
す
。今
回
は
こ
の「
て

ら
か
ら
」
に
込
め
た
私
の
想
い
を
お

伝
え
し
ま
す
。

　

今
日
、
お
寺
は
御
葬
儀
を
頼
ま
れ

る
、
御
法
事
を
頼
ま
れ
る
、
な
ど
皆

様
か
ら
「
頼
ま
れ
る
」
と
い
う
、
受

動
的
な
活
動
が
多
い
で
す
。

　

　

そ
れ
に
対
し
、「
て
ら
か
ら
」
は

そ
の
名
の
通
り
、『
お
て
ら
か
ら
始

め
る
』
と
い
う
意
味
で
す
。
頼
ま
れ

る
の
で
は
な
く
、お
寺
か
ら
皆
様
へ
、

何
か
を
伝
え
る
、
体
験
し
て
い
た
だ

く
事
を
目
的
と
し
た
計
画
で
す
。

　

趣
旨
と
し
て
は
、
目
新
し
さ
や
斬

新
さ
で
は
な
く
、「
お
寺
が
持
っ
て

い
る
価
値
を
、
今
、
も
う
一
度
組
み

直
す
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
も
の
が
い

い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
観
点
で
企
画

を
行
っ
て
い
ま
す
。寺
報
・
ポ
ス
タ
ー

に
関
し
て
は
、
企
画
か
ら
写
真
、
校

正
に
至
る
ま
で
、
全
て
私
が
行
っ
て

い
ま
す
。

　

仏
教
・
浄
土
宗
の
教
え
っ
て
一
度

触
れ
て
み
る
と
、
と
て
も
面
白
い
で

す
。
仏
教
は
、
お
坊
さ
ん
だ
け
が
行

う
も
の
で
は
な
く
、
誰
も
が
日
々
、

実
践
で
き
る
も
の
で
す
。
ご
葬
儀
や

法
要
の
数
時
間
だ
け
じ
ゃ
勿
体
無
い

で
す
。

　

皆
様
お
一
人
お
一
人
が
仏
教
に
興

味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
今

後
も
精
進
致
し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
、

ご
協
力
の
ほ
ど
お
願
い
致
し
ま
す
。

竜
嗣
の
仏
教
メ
モ

「
て
ら
か
ら
」
に
込
め
た
想
い

寺報「香蓮」　

てら
から

6

自作の寺内掲示ポスター

絵は寺庭 ( 住職夫人）

デザインは副住職

私達が伝えたい事を

私達の手で伝えよう

盆燈明会

燈明は暗闇を照らす明かり

昔から伝わるものを

新しいかたちで

体験してみよう

「てらから」ロゴ　
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こ
の
歌
は
、
法
然
上
人
が
75
歳
の

時
、
四
国
へ
流
罪
に
な
ら
れ
た
際
、

親
交
深
か
っ
た
九
く
じ
ょ
う
か
ね
ざ
ね

条
兼
実
公
が
、

こ
れ
が
今
生
の
別
れ
と
な
っ
て
し
ま

う
と
嘆
い
た
事
に
対
し
て
、
法
然
上

人
が
詠
わ
れ
ま
し
た
。

　

兼
実
公
は
そ
の
後
ま
も
な
く
、
急

逝
さ
れ
ま
し
た
。
法
然
上
人
か
ら
最

期
に
頂
い
た
こ
の
御
歌
が
ど
れ
ほ
ど

心
強
い
言
葉
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
唱
え
す
る
私

達
は
必
ず
六
道
輪
廻
を
離
れ
、
極
楽

浄
土
に
往
生
し
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
の
極
楽
浄
土
で
、
先

立
っ
た
家
族
・
友
人
に
再
び
出
会
う

事
が
出
来
ま
す
。
　
　
　
　

　
別
れ
は
い
つ
の
日
か
必
ず
来
る
も

の
で
す
。
そ
し
て
、
私
達
自
身
も
、

い
つ
か
滅
す
る
身
で
有
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。　
　

　

だ
か
ら
こ
そ
、
極
楽
浄
土
で
の
再

会
の
た
め
に
、
日
々
、
お
念
佛
を
お

唱
え
し
ま
し
ょ
う
。

表
紙
の
御
詠
歌

露
の
身
は　

そ
こ
か
し
こ
に
て　

消
え
ぬ
と
も

　
　
　
　
　
　
　

こ
こ
ろ
は
同
じ　

花
の
う
て
な
ぞ

                                                    

法
然
上
人

   

私
達
の
命
は
草
木
の
露
の
よ
う
に
い
つ
消
え
行
く
か
分
か
ら
な
い

　

は
か
な
き
も
の
で
す
。

　

  

で
す
が
、
お
念
佛
を
お
唱
え
す
れ
ば
、
い
つ
何
時
果
て
よ
う
と
も
、

 

極
楽
浄
土
の
蓮
の
台

う
て
な

で
再
会
で
き
る
事
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
よ
。

お
知
ら
せ

檀
信
徒
会　

新
役
員
決
定

以
上
の
方
々
が
選
任
さ
れ
ま
し

た
。

　

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

平
成
26
年
４
月
６
日
、
檀
信
徒
総
会

に
て
、
新
役
員
が
決
定
致
し
ま
し
た
。　
　

（
任
期
は
平
成
26
年
４
月
か
ら
28
年
３

月
末
ま
で
）

　

ま
た
、
前
役
員
の
皆
様
、
２
年
間
お

疲
れ
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
場
を

借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

新
役
員
一
覧
（
敬
称
略
）

意
訳

新役員の皆様
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修
正
会

　

１
月
７
日
、
当
山
に
て
年
始
の
法
要
で

あ
る
修
正
会(

し
ゅ
し
ょ
う
え
）
を
行
い

ま
し
た
。
修
正
会
は
、
前
年
の
行
い
を
反

省
し
、
新
年
の
家
内
安
全
、
五
穀
豊
穣
な

ど
を
祈
願
す
る
法
要
で
す
。
今
年
も
大
勢

の
檀
信
徒
様
の
ご
参
加
に
よ
り
、
新
年
に

相
応
し
い
法
要
と
な
り
ま
し
た
。

塩
尻
市
仏
教
信
和
会
托
鉢

　

４
月
１
日
か
ら
15
日
ま
で
、
塩
尻
市
仏

教
信
和
会
主
催
の
托
鉢
に
廻
り
ま
し
た
。

塩
尻
市
仏
教
信
和
会
は
、
浄
土
宗
・
真
言

宗
・
曹
洞
宗
等
、
宗
派
を
超
え
た
塩
尻
市

の
寺
院
の
集
ま
り
で
す
。
集
ま
っ
た
浄
財

は
花
祭
り
の
資
金
、
塩
尻
福
祉
協
議
会
へ

の
義
援
金
、
ま
た
大
震
災
の
義
援
金
と
し

て
活
用
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

信
和
会
花
祭
り

　

５
月
11
日
、
洗
馬
の
興
龍
寺
様
に
て
信

和
会
主
催
の
花
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
今
年
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
大
勢
の

方
が
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。
法
要
の
後
は
、

ピ
ア
ノ
コ
ン
サ
ー
ト
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

甘
茶
と
音
色
で
心
も
体
も
温
ま
る
花
祭
り

で
し
た
。

信
州
筑
摩
観
音
例
大
祭

６
月
25
日
、
上
西
条
の
慈
光
院
様
に
て
筑

摩
観
音
例
大
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

浄
土
宗
・
真
言
宗
・
曹
洞
宗
・
臨
済
宗

等
、
宗
派
を
超
え
30
名
以
上
の
僧
侶
に
よ

る
読
経
は
圧
巻
で
し
た
。

中
央
佛
教
会
主
催
夏
期
大
学

　

７
月
５
日
、
松
本
市
の
み
す
ず
野
法
祥

苑
に
て
、
当
山
住
職
が
総
務
を
務
め
る
信

濃
中
央
佛
教
会
主
催
の
夏
期
大
学
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
松
本
市
文
書
館
前
館
長　

の
小
松
芳
郎
先
生
に
よ
る
「
松
本
藩
の

廃
仏
毀
釈
」、
東
京
工
業
大
学
名
誉
教
授　

本
川
達
雄
先
生
に
よ
る
「
ゾ
ウ
の
時
間
ネ

ズ
ミ
の
時
間
」
を
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し

た
。200
名
を
超
え
る
方
々
に
ご
来
場
頂
き
、

皆
様
、
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。

本
号
か
ら
８
ペ
ー
ジ
構
成
に
致
し
ま

し
た
。
編
集
ソ
フ
ト
も
刷
新
し
て
、質
・

量
共
に
充
実
し
て
き
ま
し
た
。
皆
様
の

「
見
た
よ
」
の
お
言
葉
が
本
当
に
励
み

に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
ご
指
導
・

ご
鞭
撻
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。　

副
住
職　

竜
嗣

塩尻仏教信和会　托鉢

信和会花祭り　興龍寺様

夏期大学の様子

７月１0 ～１3 日 関 東 地 区 棚 経
７月２８日 ( 月 ) 大 施 餓 鬼 会
７月末～８月１5 日 棚 経
８月１６日 ( 土 ) 盆 燈 明 会
８月２４日 ( 日） 浄 梵 会
１１月 3 日（月・祝） 薬 師 ・ 観 音 祭
１２月２８日（日） 仏 名 会
平成 27 年１月７日 修 正 会

善立寺　今後の行事予定

編
集
後
記

平
成
26
年
上
半
期
の
善
立
寺


