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香蓮
浄土宗方便山善立寺

第 五 号　

           　   対談 : 住職と副住職

      「想いを伝えられる場として」
竜嗣の仏教メモ
 　~ 喪中は仏壇開けておく？閉めておく？ ~

　仏教と神道　「死」の捉え方

善立寺盆燈明会    ご協力ありがとうございました

5

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

な
ぜ
現
世
で
の
覚
り
を
求
め
ず
、

　
　
　
　
　極
楽
往
生
を
願
う
の
か

な
ぜ
現
世
で
の
覚
り
を
求
め
ず
、

　
　
　
　
　極
楽
往
生
を
願
う
の
か
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住
職
挨
拶

副
住
職
挨
拶

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
旧
年
中
は
格
別
な

ご
高
配
を
賜
り
、
ま
こ
と
に
有

難
く
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　

早
い
も
の
で
浄
土
宗
教
師
の

資
格
を
頂
い
て
か
ら
、
一
年
が

経
ち
ま
し
た
。

　

此
の
一
年
、
お
檀
家
の
皆
様

に
は
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

　

法
話
等
、
皆
様
に
上
手
く
お

伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自

分
の
至
ら
な
さ
を
痛
感
す
る
年

で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

本
年
は
法
話
を
は
じ
め
、
本

誌
「
香
蓮
」
も
改
良
を
加
え
、

浄
土
の
教
え
を
よ
り
身
近
に
感

じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
精
進

致
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
お
檀
家
の
皆
様
に

「
善
立
寺
の
檀
家
で
よ
か
っ
た
」

と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
お
寺
づ

く
り
を
進
め
て
参
り
ま
す
の

で
、
今
後
共
、
ご
指
導
ご
鞭
撻

の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

　

南

無

阿

弥

陀

仏

平
成
二
十
七
年　

元
旦

　

方
便
山
善
立
寺

副
住
職　

小
路
竜
嗣

新
し
き　

年
の
は
じ
め
に

　

お
も
う
こ
と　

ひ
と
つ
心
に

　
　
　
　

つ
と
め
て
行
か
な

齋
藤
茂
吉

　

新
し
い
年
を
迎
え
、
年
頭
の

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
度
重
な
る
災
害
に
襲

わ
れ
た
日
本
列
島
で
あ
り
ま
し

た
。
信
州
も
２
月
の
大
雪
の
被

害
が
甚
大
で
あ
り
ま
し
た
。

　

今
年
こ
そ
、
自
然
も
人
も
明

る
さ
の
あ
る
平
穏
な
年
に
な
る

こ
と
を
心
よ
り
祈
念
す
る
も
の

で
す
。

　

当
山
檀
信
徒
の
皆
様
が
健
康

で
、
家
庭
円
満
、
幸
多
い
年
と

な
り
ま
す
よ
う
祈
念
申
し
上
げ

ま
す
。南

無
阿
弥
陀
仏

平
成
二
十
七
年　

元
旦

　

方
便
山
善
立
寺

住
職　

小
路
祥
永

謹
賀
新
年
浄
土
宗
方
便
山

善
立
寺
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第
一
回　

善
立
寺
盆
燈
明
会

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

祈
り
、
願
う
こ
と
か
ら
全
て
は
始
ま
る

仏
教
に
は

「
身し

ん
ご
い

語
意
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

心

（
意
）
で
思
っ
た
こ
と
が
言
葉

（
語
）
と
な
り
行
動

（
身
）
と
な
る
。

　

「
祈
り
・
願
い
」
と
言
わ
れ
、

　
　
　

　
　

「
さ
て
何
を
書
こ
う
」

   

と
ふ
と
思
う
こ
と
。

全
て
は
そ
こ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

昨
年
８
月
16
日
、
盆
燈
明
会
を
初
め
て
開
催
致
し
ま
し
た
。

皆
様
に
書
い
て
頂
い
た

「
願
い
」
や

「
祈
り
」
が
境
内
に
暖
か
な
光
を
燈
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
光
に
誘
わ
れ
て
か
、
多
く
の
方
に
お
参
り
頂
き
ま
し
た
。

本
年
も
同
日
に
開
催
致
し
ま
す
の
で
、
大
勢
の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。



4

　

本
号
か
ら
副
住
職
が
様
々
な
方
と

対
談
す
る
、
特
集
エ
コ
ー
を
連
載
致

し
ま
す
。
題
の
エ
コ
ー
は
仏
教
用

語
で
功
徳
を
振
り
向
け
る
意
味
の

「
回え
こ
う向

」
と
、
呼
応
・
共
鳴
を
意
味

す
る
英
語「e

エ
コ
ー

cho

」を
か
け
ま
し
た
。

　

記
念
す
べ
き
第
一
回
目
は
当
山
、

小
路
祥
永
住
職
と
の
対
談
で
す
。

 

現
代
に
お
い
て
の
仏
教

副
住
職　

核
家
族
化
、高
齢
化
な
ど
、

葬
儀
の
あ
り
方
が
変
わ
り
つ
つ
あ
り

ま
す
。
住
職
は
現
代
の
葬
儀
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

住
職　

ま
ず
葬
儀
式
に
は
２
つ
の
役

割
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
が
ご
遺
族
が
故
人
と
の
別
れ

を
偲
ぶ
役
割
。

　

も
う
一
つ
が
、
社
会
的
に
故
人
の

死
を
周
知
す
る
役
割
で
す
。

　

現
代
で
は
後
者
の
「
社
会
へ
の
死

の
周
知
」
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く

出
て
、
遺
族
の
気
持
ち
が
や
や
後
ろ

に
置
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

最
も
大
切
な
の
は
、
ご
遺
族
が
故

人
と
の
別
れ
を
偲
ぶ
場
で
あ
る
事
で

す
。
ご
遺
族
が
ど
の
よ
う
な
気
持
ち

で
葬
儀
に
臨
め
る
の
か
。

　

そ
う
い
っ
た
想
い
を
、
私
達
お
坊

さ
ん
が
い
か
に
汲
め
取
っ
て
い
く
の

か
が
大
切
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
葬
儀
が
故
人
に
想
い
を

伝
え
ら
れ
る
場
と
な
る
よ
う
に
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

副
住
職　

亡
く
な
っ
て
か
ら
葬
儀
ま

で
は
ご
遺
族
も
慌
た
だ
し
く
心
休
ま

ら
な
い
期
間
で
あ
る
こ
と
は
仕
方
あ

り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
そ
の
中
で
私
達
お
坊
さ

ん
が
ご
遺
族
に
何
を
で
き
る
か
、
何

を
ど
う
や
っ
て
伝
え
て
い
く
か
を
考

え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、近
年
で
は
お
寺
に
対
し
、

葬
儀
・
法
事
以
外
の
活
動
を
期
待
す

る
声
も
あ
り
ま
す
。

 

今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
事

住
職　

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ

ま
で
お
寺
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は

故
人
や
先
祖
の
供
養
で
し
た
。

　

し
か
し
、近
年
で
は
こ
れ
に
加
え
、

住
職

　
　  
副
住
職

対
談

想
い
を
伝
え
ら
れ
る
場
と
し
て

Echo

Ech o

Echo

Ech o

僕
達
は
仏
様
と
皆
様
の
仲
介
者
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ご
遺
族
の
悲
し
み
を
い
か
に
し
て
和

ら
げ
る
か
、
離
別
の
悲
し
み
を
い
か

に
乗
り
越
え
る
か
と
い
う
こ
と
の
サ

ポ
ー
ト
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

副
住
職　

最
近
、グ
リ
ー
フ
ケ
ア（
悲

嘆
ケ
ア
）と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
ね
。

　

人
間
の
根
本
的
な
悩
み
は
何
千

年
経
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
、

生し
ょ
う
じ
ゃ
ひ
つ
め
つ

者
必
滅
や
愛あ

い
べ
つ
り
く

別
離
苦
な
ど
仏
教
に

は
元
々
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
あ
た
る

教
え
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
教
え
を
分
か
り
や
す

く
伝
え
ら
れ
た
ら
な
と
考
え
て
い
ま

す
。
寺
報
も
そ
の
一
環
で
す
が
。

住
職　

浄
土
宗
で
求
め
る
こ
と
は
南

無
阿
弥
陀
仏
と
お
唱
え
す
る
事
。

　

そ
こ
は
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
、
そ

こ
に
向
か
う
過
程
は
時
代
に
合
わ
せ

て
良
い
の
で
は
と
い
う
事
ね
。

　

ま
ず
も
っ
て
、
お
檀
家
さ
ん
の
立

場
で
考
え
る
。
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

 

仏
様
の
仲
介
者
と
し
て

副
住
職　

私
は
在
家
出
身
な
の
で
、

お
坊
さ
ん
側
と
遺
族
側
の
認
識
の
差

を
常
に
感
じ
て
ま
す
。

　

お
坊
さ
ん
に
な
る
前
は
、
法
事
は

お
坊
さ
ん
が
主
役
で
行
う
も
の
で
、

参
列
者
は
見
て
る
だ
け
だ
と
思
っ
て

ま
し
た
。

　

で
も
、
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
み
る

と
、
本
当
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
主
役

は
故
人
で
あ
り
、施
主
の
皆
様
だ
と
。

　

今
で
は
、
お
坊
さ
ん
は
仏
様
と
皆

様
の
間
を
取
り
持
つ
事
が
役
割
な
の

か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

皆
様
が
称
え
る
念
仏
や
焼
香
、
そ

れ
ぞ
れ
の
想
い
を
極
楽
浄
土
ま
で
届

け
る
仲
介
者
な
の
か
な
と
。

住
職　

仏
教
は
死
ん
だ
後
の
話
で
、

今
の
生
き
て
い
る
私
達
に
は
関
係
な

い
と
思
わ
れ
が
ち
。
で
も
そ
う
で
は

な
い
。

副
住
職　

浄
土
宗
の
良
い
所
は
、
参

列
者
全
員
で
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え

る
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

参
列
者
が
た
だ
法
要
を
見
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
自
分
も
称
え
参
加
す

る
こ
と
で
、
阿
弥
陀
様
や
故
人
と
の

繋
が
り
を
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
な
と

思
っ
て
ま
す
。

 

善
立
寺
ら
し
さ
と
は

副
住
職　

今
回
対
談
を
し
て
み
て
、

住
職
と
ど
ん
な
お
寺
で
あ
り
た
い
か

と
い
う
方
向
性
が
似
て
い
て
良
か
っ

た
で
す
。

住
職　

先
代
の
観
山
も
屈
託
の
な
い

人
柄
で
親
し
ま
れ
ま
し
た
が
、
私
達

お
坊
さ
ん
の
「
う
ち
の
お
寺
は
こ
う

あ
り
た
い
な
」
と
い
う
想
い
も
大
事

で
す
ね
。
そ
れ
が
今
の
善
立
寺
ら
し

さ
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
と
思
い
ま

す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
檀
信
徒
の
皆
様
が

気
軽
に
お
寺
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、

想
い
を
伝
え
ら
れ
る
お
寺
で
あ
り
た

い
な
と
思
い
ま
す
。

小路祥永　62歳　
松本深志高校卒

立命館大学大学院修了（工学修士）
公立中学教諭として勤務

平成 19年　善立寺住職となる
現在、塩尻市民生児童委員

小路竜嗣　29歳　兵庫県出身
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、大本山にて道場を受け
平成 25年　増上寺にて加行成満
在家（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

喪
中
は
お
仏
壇
開
け
て
お
く
？
閉
め
て
お
く
？

　

仏
教
と
神
道　

「
死
」
の
捉
え
方
の
違
い

Ｑ
．「
四
十
九
日
ま
で
の
間
、
仏
壇
は

閉
め
て
お
く
べ
き
か
」

　

お
通
夜
や
ご
葬
儀
の
際
、
よ
く
受
け

る
質
問
で
す
。

Ａ
．
結
論
か
ら
言
う
と
、
浄
土
宗
の
教

義
と
し
て
は
、
喪
中
も
開
け
て
お
く
べ

き
で
す
。

　

そ
の
理
由
を
仏
教
、
神
道
の
「
死
」

に
対
す
る
捉
え
方
か
ら
、
ひ
も
解
き
ま

し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
仏
教
で
は
諸し

ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
、

生し
ょ
う
じ
ゃ
ひ
つ
め
つ

者
必
滅
と
い
う
よ
う
に
、「
死
」
は

生
き
る
者
に
と
っ
て
普
遍
的
な
こ
と
で

あ
る
と
捉
え
ま
す
。
で
す
の
で
、
死
は

悲
し
い
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
特
別
な

事
で
は
な
く
、「
死
」に
よ
り
穢
れ
た
り
、

祟
っ
た
り
す
る
と
は
考
え
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
皆
様
の
仏
壇
の
ご
本
尊
で
あ

る
阿
弥
陀
仏
は
、
臨
終
の
際
、
自
ら
お

迎
え
に
来
て
、
故
人
を
極
楽
浄
土
ま
で

連
れ
て
行
っ
て
下
さ
る
仏
様
で
す
。（
こ

の
事
を
阿
弥
陀
仏
の
来ら

い
こ
う
い
ん
じ
ゅ
う

迎
引
接
と
呼
び

ま
す
。）

　

今
述
べ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、

な
ぜ
仏
壇
を
開
け
て
お
く
の
か
と
い

う
、
理
由
も
分
か
っ
て
き
ま
す
。

　

臨
終
の
際
、阿
弥
陀
仏
様
が
『
さ
て
、

い
よ
い
よ
、
迎
え
に
行
こ
う
』
と
し
た

と
こ
ろ
、
お
家
の
玄
関
で
あ
る
仏
壇
の

扉
が
閉
ま
っ
て
い
て
は
、
迎
え
に
来
た

阿
弥
陀
様
が
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

で
す
の
で
、『
阿
弥
陀
様
、
ど
う
ぞ

お
入
り
下
さ
い
』
と
い
う
気
持
ち
を
表

す
た
め
に
、
お
仏
壇
は
開
け
て
お
き
ま

す
。

　

で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
理
由
が
あ

る
の
に
、
お
仏
壇
を
閉
め
る
風
習
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
は
神
道
の
「
神
棚
封
じ
」
と
の

混
同
が
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

神
道
で
は
「
死
」
は
「
穢け

が

れ
」

と
さ
れ
、
神
様
が
穢け

が

れ
な
い

よ
う
、
神
棚
に
白
紙
を
か
け

る「
神
棚
封
じ
」を
行
い
ま
す
。

　

特
に
野
村
地
区
は
廃
仏
毀

釈
の
影
響
で
、
神
道
の
影
響

が
色
濃
く
残
っ
て
い
ま
す
。　
　
　

　

そ
の
た
め
、
神
棚
に
白
紙

を
か
け
る
事
と
混
同
し
て
、

仏
壇
も
閉
め
る
風
習
が
強
く
残
っ
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

お
通
夜
や
葬
儀
の
際
、
会
葬
者
の
ご

指
摘
を
考
慮
し
、
仏
壇
を
閉
め
た
ま
ま

に
さ
れ
る
場
合
も
、「
本
当
は
開
け
た

方
が
い
い
け
ど
、
こ
の
地
方
の
風
習
と

し
て
」と
考
え
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

阿
弥
陀
仏
は
、
念
仏
の
声
す
る
と
こ

ろ
、
ど
ん
な
高
い
山
も
ど
ん
な
深
い
海

の
底
も
超
え
て
、
ど
こ
へ
で
も
お
迎
え

に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
仏
壇
の
扉
く

ら
い
閉
め
て
い
て
も
、
確
実
に
極
楽
浄

土
へ
連
れ
て
行
っ
て
下
さ
る
の
で
心
配

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
風
習
が
残
っ
て

い
る
こ
と
も
、
野
村
地
区
の
大
切
な
歴

史
で
す
の
で
、
当
山
も
葬
儀
の
際
、

「
教
義
と
し
て
は
開
け
る
方
が
良
い
が
、

風
習
と
し
て
閉
め
る
」
と
お
伝
え
し
て

い
ま
す
。

　

死
の
捉
え
方
の
違
い
が
分
か
る
と
、

「
仏
壇
は
閉
め
る
？
神
棚
は
？
」
と
い

う
疑
問
も
ス
ッ
キ
リ
分
か
り
ま
す
ね
。

阿弥陀仏ですが

迎えに来たので

開けていただけますか？

死は「穢れ」

神様に死を見せないで

白紙

6
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勝林院　三千院の奥の奥　市内より気温が数度下がります

選
択
集
よ
り

 

答
え
て
曰
く

問
・
な
ぜ
浄
土
宗
で
は
現
世
で
の
覚
り
を
求
め
ず
、
極
楽
往
生
を
願
う
の
か

　

浄
土
宗
の
考
え
方
で
は
、
仏
教
を
大

き
く
二
種
類
に
分
け
ま
す
。

　

一
つ
が
現
世
で
の
悟
り
を
求
め
る

「
覚さ
と

り
の
仏
教
」。
も
う
一
つ
が
、
阿
弥

陀
仏
の
救
済
に
よ
り
浄
土
に
往
生
す
る

こ
と
を
求
め
る
「
救
い
の
仏
教
」
で
す
。

私
達
、
浄
土
宗
は
後
者
の
「
救
い
の
仏

教
」
で
す
。

　

で
は
な
ぜ
、
浄
土
宗
で
は
現
世
で
の

悟
り
を
求
め
な
い
の
か
。

　

そ
れ
は
現
代
、
現
世
に
お
い
て
悟
り

を
得
る
事
が
非
常
に
難
し
い
か
ら
で

す
。
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

　

第
一
に
、
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
か
ら

遥
か
に
時
を
経
て
い
る
た
め
。（
末
法

の
問
題
）

　

第
二
に
、
覚さ

と
る
た
め
の
真
理
は
非
常

に
奥
深
い
の
に
対
し
、
私
達
、
普
通
の

人
々
（
凡
夫
）
の
理
解
が
そ
れ
に
及
ば

な
い
た
め
で
す
。（
凡
夫
の
問
題
）

　

阿
弥
陀
仏
は
そ
ん
な
末
法
の
私
達
を

救
う
た
め
に
、
仏
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
は
極
楽
往
生
た

め
の
行
に
、
老
若
男
女
誰
も
が
で
き
る

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る
を
選
ば

れ
ま
し
た
。

　

他
宗
と
の
教
義
の
優
劣
を
比
較
し

て
、
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
の
か
を
選

ぶ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
の
世
が
末
法
で
あ
り
、
私
達
が
普

通
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
、

阿
弥
陀
仏
が
私
達
の
た
め
に
用
意
し
て

く
だ
さ
っ
た
極
楽
往
生
を
願
い
、
お
念

仏
を
行
う
の
で
す
。　
　
　

　

今
の
時
代
は
末
法
で
、
五
濁
悪
世
で
あ
る
。
た
だ
、

浄
土
の
一
門
の
み
通
入
す
べ
き
路
で
あ
る
。

法
然
上
人
著  

選
択
本
願
念
仏
集　

第
一
「
聖
道
浄
土
二
門
編
」
よ
り

京
都
大
原
　
勝し
ょ
う
り
ん
い
ん

林
院

　

勝し
ょ
う
り
ん
い
ん

林
院
は
一
一
八
六 

年 

、
宗

祖
法
然
上
人
が
天
台
宗
の
招ま
ね

き
に

よ
り
、
浄
土
宗
の
宗
義
に
つ
い
て

他
宗
の
高
僧
と
問
答
を
行
な
っ
た

と
こ
ろ
で
す
。（
大
原
問
答
）

　
法
然
上
人
は
高
僧
達
の
質
問
に

対
し
明
確
に
答
え
、
浄
土
の
宗
義

で
あ
る
念
仏
の
功
徳
を
説
き
ま
し

た
。
集
っ
た
多
く
の
人
々
が
心
服

し
、
三
日
三
晩
に
及
ぶ
念
仏
を

行
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

本尊　阿弥陀如来と四天王　古都の森の中に静かに佇んでいます

ちょっと京都へ
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善立寺　今後の行事予定
1 月 7 日 修 正 会
1 月 2 5 日 僧俗合同念仏会　於専称寺様
3 月 1 1 日 仏教青年会募金　松本駅前
6 月 上 旬 自死追悼法要　増上寺
7 月 中 旬 関 東 地 区 棚 経
7 月 2 8 日 盆 施 餓 鬼 大 法 要
8 月 1 6 日 第 ３ 回 盆 燈 明 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。

平成 27 年の年忌法要
回 忌 没 年
１ 周 忌 平成２６年没
３ 回 忌 平成２５年没
７ 回 忌 平成２１年没
１３回忌 平成１５年没
１７回忌 平成１１年没
２３回忌 平成５年没

連休等は法要のご希望が混雑致しますので、
お早めにお電話下さい。

盆
大
施
餓
鬼
法
要

　

７
月
28
日
、
当
山
最
大
の

年
回
法
要
で
あ
る
、
盆
施
餓

鬼
大
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し

た
。
今
年
か
ら
笹
賀
の
慶
林

寺
様
、
女
鳥
羽
の
林
昌
寺
様

が
新
住
職
と
し
て
初
め
て
随

喜
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

松
本
平
の
浄
土
宗
寺
院
も

世
代
交
代
の
波
が
や
っ
て
き

た
よ
う
で
、
い
つ
の
間
に
か

当
山
住
職
も
中
堅
に
な
り
ま

し
た
。（
写
真
１
）

盆
燈
明
会

　

初
開
催
の
盆
燈
明
会
、
詳

細
は
３
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
ま

し
た
が
、
多
く
の
方
に
お
参

り
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

大
晦
日
に
も
行
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
今
年
は
是
非
、

二
年
参
り
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。（
写
真
２
）

薬
師
観
音
祭
・
入
山
式

　

11
月
３
日
、
雲
ひ
と
つ
無

い
秋
晴
れ
の
日
、
薬
師
・
観

音
祭
と
副
住
職
の
入
山
式
を

厳
修
致
し
ま
し
た
。

　

法
要
に
は
、
法
類
の
正
覚

院
御
住
職
（
今
井
）、
常
照

寺
御
住
職
（
村
井
）、
東
漸

寺
御
住
職
（
洗
馬
）
に
ご
参

列
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
写
真
４
）

　

法
要
後
は
一
昨
年
好
評

だ
っ
た
二
胡
奏
者
野
田
祐
子

さ
ん
を
お
迎
え
し
て
の
奉
納

コ
ン
サ
ー
ト
を
催
し
ま
し

た
。（
写
真
３
）

　

多
く
の
檀
信
徒
の
皆
様
に

ご
参
列
頂
き
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

し
め
縄
作
り

　

12
月
28
日
、
役
員
様
と
共

に
新
年
を
彩
る
、
し
め
縄
作

り
を
行
い
ま
し
た
。
最
近
で

は
お
店
で
買
う
の
が
一
般
的

で
す
が
、
善
立
寺
は
今
で
も

役
員
様
の
手
作
り
で
す
。
役

員
の
皆
様
、
寒
い
中
の
作

業
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。（
写
真
５
）

１

１．盆大施餓鬼法要　２．盆燈明会　３．二胡奏者野田祐子さん　４．入山式　御法類・役員の皆様と　５．手作りのしめ縄

3 2

4 5

平
成
26
年
下
半
期
の
善
立
寺


