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香蓮
浄土宗方便山善立寺

第 六 号
平 成 二 十 七 年 夏

仏教って
知れば知るほど
おもしろい

善立寺盆燈明会   燈明に願いをのせて

６

てら
から

おてらからはじめよう

善立寺てらからプロジェクト

大本山増上寺（東京都港区）

Ech o
真言宗郷福寺　白馬秀孝
浄土宗善立寺　小路竜嗣

なぜ南無阿弥陀仏なのか

ちょっと京都へ　平等院鳳凰堂

竜嗣の仏教メモ　最初の１冊に ! おすすめ仏教本

ko-ren
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善
立
寺
盆
燈
明
会

燈明に願いをのせて
皆様の「願い」「祈り」が境内に暖かな光を燈します

○ 

日
本
語
で
お
経

　
今
年
は
境
内
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
に
加
え
、
お
経
を
日
本
語

書
き
下
し
文
で
読
み
ま
す
。

　
こ
の
法
要
を
通
じ
て
、
お
経
が
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
か
、

興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

○ 

六
時
礼
讃
を
全
巻
独
唱

　
法
要
中
、
六
時
礼
讃
を
全
巻
独
唱
し
ま
す
。

　
六
時
礼
讃
と
は
、
中
国
浄
土
教
の
高
祖
、
善
導
大
師
の

「
往お
う
じ
ょ
う
ら
い
さ
ん

生
礼
讃
」
と
い
う
詩
に
節
を
付
け
た
も
の
で
す
。
美
し
さ

と
哀
し
さ
を
併
せ
持
っ
た
独
特
の
節
回
し
で
、
八
百
年
の
間
、

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
当
日
は
本
堂
を
開
放
し
、

焼
香
台
も
用
意
致
し
ま
す
。
入
退
堂
自
由
で
す
の
で
、
ご
先

祖
様
を
お
墓
に
お
送
り
す
る
際
、
本
堂
に
ち
ょ
っ
ぴ
り
足
を

運
ん
で
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

○
「
願
い
」・「
祈
り
」
を
募
集
し
て
い
ま
す

　
燈
明
に
書
く
願
い
、
祈
り
を
前
日
15
日
ま
で
募
集
し
て
い

ま
す
。
お
寺
に
お
越
し
の
際
、
寺
務
室
ま
で
お
気
軽
に
お
声

掛
け
下
さ
い
。

昨
年
好
評
の
善
立
寺
盆
燈
明
会
を
今
年
も
開
催
致
し
ま
す
。

盆ぼ
ん
と
う
み
ょ
う
え

燈
明
会
っ
て
？
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　浄土宗開宗当時、六時礼讃を唱

える僧侶の声に聞き惚れて、後鳥

羽上皇の侍女「松虫」「鈴虫」が

衝動的に出家してしまいました。

　それを知った上皇は激怒し、そ

の僧を斬首し、浄土宗の宗祖、法

然上人を四国に流罪しました。

美しく哀しげな讃嘆　六時礼讃秘話

善立寺送り盆燈明会
日にち：平成２7 年８月１６日

法　要：１7 時頃～２１時頃

　　　（参拝自由・無料）

記入無料 　前日（15 日）まで受付中

詳しくは善立寺まで

皆様のご参拝お待ちしております。

六時礼讃の音階表記線の上下が音階を表しています
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今
回
は
塩
尻
市
広
丘
郷
原
の
高
野

山
真
言
宗
郷
福
寺
の
副
住
職
、
白は
く
ば馬

秀し
ゅ
う
こ
う
孝
さ
ん
と
の
対
談
で
す
。

　

白
馬
さ
ん
は
高
野
山
に
て
十
年
の

修
行
さ
れ
た
後
、
郷
福
寺
様
に
帰
山

さ
れ
ま
し
た
。

　

僧
侶
と
し
て
の
法
務
の
一
方
、
信

大
大
学
院
に
て
地
域
社
会
学
を
学
ば

れ
た
り
、
弁
論
の
全
国
大
会
（
日
弁

連
文
科
大
臣
杯
）
で
最
優
秀
賞
を
取

ら
れ
る
な
ど
、
多
方
面
で
活
躍
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

現
在
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
化
セ
ン
タ
ー
松

本
教
室
に
て
「
真
言
宗
・
阿あ
じ
か
ん

字
観
と

弘
法
大
師
の
言
葉
」
の
講
師
を
さ
れ

て
い
ま
す
。

目
的
は
同
じ

手
段
が
異
な
る
だ
け

郷
福
寺
白
馬
（
以
下
、
白
馬
）

　

真
言
宗
の
宗
旨
を
一
言
で
表
す

と
、
即
そ
く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

身
成
仏
で
す
。

　

今
こ
の
瞬
間
、
仏
に
な
ろ
う
と
決

心
し
た
瞬
間
に
仏
に
な
れ
る
。
そ
の

た
め
に
三さ
ん
み
つ密
（
印
を
結
ぶ
、
真
言
を

唱
え
る
、
仏
を
観
想
す
る
）
修
行
を

行
い
ま
す
。

善
立
寺
小
路
（
以
下
、
小
路
）

　

浄
土
宗
は
念
仏
往
生
。
今
生
で
覚

り
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。な
の
で
、

念
仏
を
唱
え
る
こ
と
で
極
楽
浄
土
に

往
生
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
極
楽
で

修
行
し
て
覚
り
を
得
よ
う
と
い
う
教

え
で
す
。

白
馬　
い
つ
仏
と
な
る
か
と
い
う
点

が
大
き
く
違
い
ま
す
ね
。
で
も
そ
れ

は
手
段
が
異
な
る
だ
け
。
仏
と
な
る

と
い
う
目
的
は
同
じ
。

小
路　
宗
派
の
違
い
は
よ
く
山
登
り

に
例
え
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
山
に
登
る

手
段
は
徒
歩
、
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン

グ
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
と
様
々
あ
る
。

で
も
、
頂
上
に
立
と
う
と
い
う
目
的

は
一
緒
。
目
的
が
一
緒
だ
か
ら
、
宗

派
が
異
な
っ
て
も
私
達
の
よ
う
に
、

一
緒
に
活
動
が
で
き
る
ん
で
す
ね
。

仏
教
と
は
ど
う
生
き
る
か

白
馬　
高
野
山
で
修
行
を
し
て
み
て

驚
い
た
の
は
、
真
言
宗
の
お
経
に
は

死
ん
だ
後
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な

い
こ
と
。

　

む
し
ろ
今
ど
う
生
き
て
い
く
べ
き

Echo

Ech o
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か
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。

そ
の
時
、
こ
れ
が
仏
教
の
本
質
な
ん

だ
と
知
り
ま
し
た
。

小
路　
私
も
お
坊
さ
ん
に
な
る
ま
で

は
、
仏
教
は
葬
儀
の
時
だ
け
行
う
も

の
だ
と
思
っ
て
ま
し
た
。

　

お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
初
め
て
、
仏

教
と
は
生
き
な
が
ら
実
践
し
て
い
く

も
の
だ
と
知
り
ま
し
た
。
念
仏
も
三

密
も
、
今
、
こ
の
瞬
間
か
ら
自
分
が

行
う
も
の
な
ん
で
す
よ
ね
。

体
験
し
て
も
ら
う

白
馬　
私
も
実
際
に
行
う
、
体
験
し

て
も
ら
う
こ
と
っ
て
大
切
な
ん
だ
な

を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
時
、
阿あ
じ
か
ん

字
観
の
講
座
で
、
数

時
間
に
及
ぶ
本
格
的
な
護
摩
行
を
体

験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
は
参
加

者
の
皆
さ
ん
が
つ
ら
く
て
嫌
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し

た
の
で
す
が
、終
わ
っ
て
み
る
と「
是

非
ま
た
や
り
た
い
」
と
い
う
声
を
多

数
頂
い
た
ん
で
す
。

　

こ
の
件
か
ら
、
私
達
僧
侶
側
が

思
っ
て
い
る
以
上
に
、
皆
さ
ん
は
興

味
を
お
持
ち
で
、
体
験
し
た
い
ん
だ

と
気
付
き
ま
し
た
。

小
路　
お
坊
さ
ん
側
か
ら
そ
う
い
っ

た
体
験
し
て
も
ら
う
機
会
を
提
供
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。

死
を
体
験
す
る
終
活

白
馬　
真
言
宗
の
心
の
相
談
員
養
成

講
習
会
で
は
臨
死
体
験
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

私
が
今
考
え
て
い
る
の
は
、
枕
経

か
ら
葬
儀
式
、
四
十
九
日
間
の
死
後

の
旅
を
体
験
し
て
も
ら
う
よ
う
な
催

し
は
ど
う
か
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
こ
そ
、
お
寺
に
し
か
で
き
な
い

「
終
活
」
な
の
で
は
な
い
か
な
。

小
路　
そ
れ
面
白
そ
う
で
す
ね
。「
死

の
学
び
」
は
学
校
で
は
絶
対
に
教
え

て
く
れ
な
い
で
す
か
ら
。

白
馬　
自
分
が
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る

か
と
い
う
意
識
、
死
生
観
を
持
つ
と

い
う
の
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

死
生
観
を
も
つ
こ
と
で
、

「
生し
ょ
う
ろ
う
び
ょ
う
し

老
病
死
」か
ら
離
れ
て
、安あ

ん
じ
ん心（
仏

教
用
語
・
心
を
乱
す
事
な
く
過
ご
す

こ
と
）
を
得
て
、
今
を
よ
り
良
く
生

き
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

お
互
い
の
宗
派
を
見
て
み
て

小
路　
真
言
宗
さ
ん
は
柔
軟
な
考
え

方
で
、
取
り
入
れ
ら
れ
る
も
の
は
取

り
入
れ
よ
う
と
い
う
精
神
を
感
じ
ま

し
た
。
そ
こ
に
、
宗
派
が
異
な
っ
て

も
互
い
を
尊
重
し
合
う
日
本
仏
教
の

お
お
ら
か
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

白
馬　
浄
土
宗
さ
ん
を
始
め
と
す
る

鎌
倉
仏
教
は
、
仏
教
を
庶
民
化
す
る

上
で
、
専
門
化
し
て
い
く
必
要
性
が

あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

当
時
の
仏
教
庶
民
化
の
ム
ー
ブ
メ

ン
ト
は
す
ご
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う

ね
。

次
号
に
続
く
・
・
・

白馬秀孝　37 歳　
高野山にて 10 年間修行後

平成 25 年郷福寺に帰山
信州大学大学院修了（経済修士）

　　第 55 回日本弁論連盟
文部科学大臣杯　最優秀賞受賞

　   ＮＨＫ文化センター松本教室
「真言宗・阿字観と弘法大師の言葉」講師

小路竜嗣　29 歳
信州大学大学院修了（工学修士）
㈱リコーに入社し、開発者として勤務
退職後、京都・鎌倉の大本山にて修行
平成 25 年　増上寺にて加行成満
一般家庭出身として
仏教を分かりやすく伝えたいと努力中

Echo

Ech o



竜
嗣
の

仏
教
メ
モ

仏
教
に
興
味
は
あ
る
け
ど
、
難
し
そ
う
・
・
・

　

初
め
の
一
冊
に
お
す
す
め
の
本

興
味
は
あ
る
け
ど
難
し
そ
う
？

　

ご
法
事
な
ど
の
席
で
し
ば
し
ば
「
仏
教
に
興
味
あ
る

ん
だ
け
ど
、
何
か
ら
学
ん
だ
ら
良
い
か
分
か
ら
な
い
」

と
い
う
お
話
を
伺
い
ま
す
。
私
自
身
、
僧
侶
を
志
し
た

当
時
は
と
て
も
苦
労
し
ま
し
た
。
書
店
で
数
時
間,

ど

の
本
を
買
う
べ
き
か
悩
ん
だ
経
験
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
仏
教
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
方
に

お
す
す
め
の
仏
教
解
説
書
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら

紹
介
す
る
２
冊
は
、
私
自
身
、
法
話
や
寺
報
の
記
事
を

書
く
際
に
と
て
も
参
考
に
し
て
い
る
本
で
す
。
両
著
と

も
浄
土
宗
の
説
く
仏
教
が
分
か
り
易
く
ま
と
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

最
初
の
１
冊
に
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

善
光
寺
の
布
教
師
さ
ん
が
監
修
し
た
本

「
日
本
人
と
し
て
心
が
豊
か
に
な
る
仏
事
と
お
つ
と
め
」

　

こ
の
本
は
、
善
光
寺
の
布
教
師
会
会
長
で
あ
る
服
部

淳
一
先
生
が
監
修
し
た
本
で
す
。

　

浄
土
宗
・
法
然
上
人
の
歴
史
を
は
じ
め
、
仏
壇
の
し

つ
ら
え
、
お
経
の
意
味
、
お
墓
参
り
や
、
お
数
珠
の
付

け
方
ま
で
、
分
か
り
や
す
い
表
現
で
簡
潔
に
ま
と
め
て

い
ま
す
。

　

仏
教
の
教
え
以
外
に
も
、
仏
事
の
際
の
「
ど
う
し
た

ら
い
い
ん
だ
っ
け
？
」
と
い
う
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
の
痒

い
と
こ
ろ
に
手
が
届
く
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

浄
土
学
の
専
門
家
が
監
修
し
た
本

　
　「
あ
ら
す
じ
で
わ
か
る
！
法
然
と
極
楽
浄
土
」

　

も
う
少
し
浄
土
宗
・
法
然
上
人
に
つ
い
て
詳
し
く
知

り
た
い
！
と
い
う
方
に
は
、
大
正
大
学
教
授
の
林
田
康

順
先
生
監
修
「
法
然
と
極
楽
浄
土
」
が
お
す
す
め
で
す
。

　

監
修
の
林
田
先
生
は
執
筆
活
動
だ
け
で
な
く
、
お
話

も
分
か
り
易
く
、
講
演
会
に
は
大
勢
の
方
が
詰
め
か
け

ま
す
。
私
も
修
行
中
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
本
は
大
き
く
２
部
に
分
か
れ
て
お
り
、
前
半
は
浄

土
宗
宗
祖
法
然
上
人
の
生
涯
、
後
半
に
仏
教
用
語
に
つ

い
て
の
解
説
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
を
開
い
た
法
然
上
人
っ
て
ど
ん
な
人
な
の

か
。ど
の
よ
う
な
人
生
を
歩
み
、浄
土
宗
を
開
く
に
至
っ

た
の
か
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
図
表
も
多
く
、

見
た
目
に
も
分
か
り
や
す
い
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
紹
介
し
た
二
冊
は
、共
に
一
般
書
籍
で
す
の
で
、

書
店
に
て
お
買
い
求
め
で
き
ま
す
。

　
（
当
山
で
も
お
取
り
寄
せ
で
き
ま
す
の
で
、
ご
希
望

の
方
は
お
気
軽
に
ご
連
絡
下
さ
い
）

「
日
本
人
と
し
て
心
が
豊
か
に
な
る
仏
事
と
お
つ
と
め
浄
土
宗
」
服
部
淳
一
上
人
監
修

図
説
あ
ら
す
じ
で
わ
か
る
！
法
然
と
極
楽
浄
土　

林
田
康
順
上
人
監
修

・「日本人として心が豊かになる　
　　　仏事とおつとめ　浄土宗」
　服部淳一監修　（青志社）
　ISBN978-4-903853-24-6

・「図説あらすじでわかる！
　　　	 　　　法然と極楽浄土」
　林田康順監修（青春出版社）
　ISBN978-4-413-04308-3

書 籍 詳 細

6
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鳳凰堂　改修により建立当時の色彩が再現されました

選
択
集
よ
り
～
第
二
編
～

 

答
え
て
曰
く

問
・
な
ぜ
浄
土
宗
で
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
名
念
仏
を
行
う
の
か

　

本
願
と
は
、
阿
弥
陀
仏
が
建
て
た

四
十
八
願
の
中
で
第
十
八
願
の
こ
と

で
す
。

　

こ
の
第
十
八
願
と
は
『
私
が
仏
と

な
る
以
上
、
す
べ
て
の
人
々
が
ま
こ

と
の
心
を
も
っ
て
、
私
の
誓
い
を
信

じ
、
私
の
国
土
に
往
生
し
よ
う
と
願

い
、
十
遍
で
も
、
私
の
名
を
称
え
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
往
生
し
な
い
と

い
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
仏

に
な
ら
な
い
』
と
い
う
も
の
で
す
。

　

阿
弥
陀
仏
は
こ
の
誓
い
を
成
就
し

仏
に
な
ら
れ
ま
し
た
。「
私
の
名
を

称
え
よ
。
称
え
た
者
を
必
ず
救
う
」

と
遺の
こ
さ
れ
た
が
故
に
、
私
達
浄
土
宗

は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
ま
す
。

　

ち
な
み
に
相
撲
の
決
ま
り
手

「
四
十
八
手
」
や
、
得
意
な
事
柄
を

表
す
「
十
八
番
」
は
、
こ
の
阿
弥
陀

仏
の
四
十
八
願
、
第
十
八
願
が
由
来

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

称
名
念
仏
は
こ
れ
彼
の
仏
の
本
願
の
行
な
り
。

故
に
こ
れ
を
修
す
る
者
は
、
彼
の
仏
の
本
願
に
乗
じ
て

必
ず
往
生
す
る
こ
と
を
得
る
な
り
。

法
然
上
人
著  

選
択
本
願
念
仏
集　

第
二
「
捨
雑
行
帰
正
行
篇
」
よ
り

平
等
院
鳳
凰
堂

　
平
等
院
鳳
凰
堂
は
一
○
五
三
年
、

藤ふ
じ
わ
ら
の
よ
り
み
ち

原
頼
通
に
よ
り
建
て
ら
れ
ま
し

た
。

　
特
徴
的
な
建
築
様
式
は
浄
土
宗
の

三
経
典
の
一
つ
で
あ
る
「
観
無
量
寿

経
」
に
基
き
、
極
楽
浄
土
の
様
子
を

再
現
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
堂
内
に

は
阿
弥
陀
仏
像
と
九く
ほ
ん品（

九
種
類
の
）

往
生
が
表
さ
れ
た
壁
画
が
現
存
し
て

い
ま
す
。

　
併
設
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
「
鳳

凰
堂
」
の
由
来
に
な
っ
た
国
宝
鳳

凰
像
、
同
じ
く
国
宝
の
雲う
ん
じ
ゅ
う
く
よ
う

中
供
養

二
十
六
菩
薩
像
が
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
極
楽
浄
土
を
目
で
見
て
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
平
等
院
、
京
都
観
光
の

際
、
是
非
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。

ちょっと京都へ

※
選せ
ん
ち
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う

択

本

願

念

仏

集
（
通
称　

選
択
集
）

　

一
一
九
八
年
、
九く

じ
ょ
う
か
ね
ざ
ね
こ
う

条
兼
実
公
の
依
頼
に
よ
り
法
然
上
人
が
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
阿
弥

陀
仏
な
の
か
、
な
ぜ
称
名
念
仏
な
の
か
を
ま
と
め
た
浄
土
宗
で
最
も
大
切
な
書
物
で
す
。
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善立寺　今後の行事予定
7 月 2 8 日 盆 施 餓 鬼 大 法 要
７月末～８月中旬 お 盆 棚 経
8 月 1 6 日 第 ３ 回 盆 燈 明 会
1 1 月 1 日 薬 師 観 音 祭
12 月 28 日 仏 名 会
１ 月 ７ 日 修 正 会

各行事の詳細については、善立寺まで
お気軽にお問い合わせ下さい。

修

正

会

　

１
月
７
日
、
年
始
の
法
要

で
あ
る
修
正
会
を
執
り
行
い

ま
し
た
。
修
正
会
は
前
年
の

行
い
を
反
省
し
、
今
年
一
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
ふ
さ
わ
し
い
法
要
に

な
り
ま
し
た
。（
写
真
１
）　

僧
俗
合
同
別
時
会

　

１
月
25
日
、
松
本
浄
土
宗

青
年
会
主
催
の
「
僧
俗
合
同

別
時
念
仏
会
」
が
松
本
新
村

の
専
称
寺
様
に
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
法
然
上
人
が
亡
く

な
ら
れ
た
日
に
合
わ
せ
、
僧

侶
も
一
般
の
方
も
共
に
、
お

念
仏
と
礼
拝
を
行
い
ま
し

た
。（
写
真
２
）

塩
尻
仏
教
会
の
托
鉢

　

４
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で

塩
尻
仏
教
会
托
鉢
を
行
い
ま

し
た
。
今
回
も
多
く
の
方
に

ご
喜
捨
を
い
た
だ
き
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
浄

財
は
塩
尻
市
福
祉
福
祉
協
議

会
、
東
日
本
大
震
災
へ
の
義

捐
金
と
し
て
寄
贈
致
し
ま
し

た
。（
写
真
３
）

筑
摩
観
音
例
大
祭

　

６
月
17
日
、
広
丘
吉
田
の

光
明
寺
様
に
て
信
州
筑
摩
観

音
三
十
三
ヶ
所
霊
場
例
大
祭

が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
善

立
寺
は
第
22
番
札
所
で
あ

り
、
霊
場
中
、
唯
一
の
浄
土

宗
寺
院
で
す
。（
写
真
４
）　

夏
期
大
学
講
座

　

７
月
１
日
、
信
濃
中
央
仏

教
会
主
催
の
夏
期
大
学
講
座

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回

は
小
松
芳
郎
先
生
の
「
戦
時

下
、
松
本
平
寺
院
へ
の
学
童

集
団
疎
開
」、
龍
門
寺
佐
々

木
一
生
先
生
に
よ
る
「
い
の

ち
を
紡つ
む

ぐ
」
の
講
演
が
な
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
当
日
は
当
山
住
職

が
総
合
司
会
を
務
め
ま
し

た
。（
写
真
５
）

１

１修正会　２．僧俗合同別時会（専称寺様にて）　３．塩尻仏教会托鉢　４．筑摩観音三十三ヶ所霊場例大祭　５．夏期大学講座
3

2

4 5

平
成
27
年
上
半
期
の
活
動

　

今
回
の
対
談
は
、
郷
福
寺
様
に
ご
協
力

頂
き
ま
し
た
。
宗
派
は
異
な
っ
て
も
、
い

か
に
仏
教
を
伝
え
る
か
。
私
達
は
何
を
す

る
べ
き
か
。
い
ち
僧
侶
と
し
て
と
て
も
尊

敬
で
き
る
方
で
す
。
テ
レ
ビ
に
出
て
い
な

く
て
も
、
お
も
し
ろ
い
お
坊
さ
ん
は
大
勢

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
寺
報
の
対
談

で
は
そ
う
い
っ
た
方
々
に
お
話
を
伺
え
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。　
　
　

小
路
竜
嗣

編
集
後
記


