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香蓮
浄土宗方便山善立寺

第 八 号
平成二十八年 お 盆

8
No.

善立寺　銀杏と薬師・観音堂

Ech o
名古屋市無量寿院徒弟　河原専修（77歳）

善立寺副住職　小路竜嗣（30歳）

竜嗣の仏教メモ拡大版　お盆の盆ってなに？

ko-ren

選択集より　番外篇～念仏により極楽往生できるのなら、悪いことをしてもいいのか～

ちょっと東京へ　浄土宗大本山増上寺

善立寺檀信徒会 新役員紹介

メディア掲載情報

「72歳で修行僧になった男」
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キ
リ
ト
リ
セ
ン

精霊棚の飾り方の一例　※あくまで一例です。各家の伝統、風習を大切にして下さい。

←切り取って保存用にお使い下さい 玄向寺様制作
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お盆の盆ってなに？

　盂蘭盆 ～うらぼん～ について

拡大版！

・知ってるようで知らないお盆の由来　

　日本の夏といえばお盆！お盆といえば実家
に帰って家族に会ったり、レジャーに出かけ
たりと、私たちにとって馴染み深い風習です。
では、お盆の「盆」とは何のことでしょうか。
　実は 1300 年も続く長い長い歴史があるん
です。今回は馴染み深いけどあまり知られて
いない、お盆の由来についてお話します。

・目連尊者とお母さんのお話
　お盆、正式には盂蘭盆（うらぼん）は、
古代インド語で「逆さ吊り」という意味で
す。その「逆さ吊り」の苦しみを除く法要が
盂
う ら ぼ ん え

蘭盆会です。
　この由来は仏

ぶっせつうらぼんきょう

説盂蘭盆経に説かれていま
す。
　お釈迦様の弟子の目連尊者がある日、亡く
なった自分の母親がどのような世界にいるの
か神通力で探してみました。すると、母は
なんと悲しいことに餓

が き ど う

鬼道 ( 飢えと乾きの世
界 ) に堕ちていました。目連はこのことを釈
尊に話し、母を救う方法を伺いました。釈尊
は「安

あ ん ご

居の最終日（旧暦の７月 14 日）にす
べてのお坊さんに食べ物を施せば、そなたの
母親にもその施しの一端が口に入るだろう」
とお答えになりました。目連はその通りにお
坊さん全員に施しを行い、お坊さんたちは飲
んだり食べたり踊ったり大喜びをしました。
　すると、その喜びが餓鬼道に堕ちている者
たちにも伝わり、目連の母親の口にも入り、
母は救われました。※盆踊りはこの喜びの踊
り、死者に供養するための踊りが由来という
説があります。

・1300 年もの長い歴史！
　 こ の 逸 話 が 元 と な り、 日 本 で も 広 く
盂
う ら ぼ ん え

蘭盆会（※）が行われるようになりました。
　記録に残こる日本最古の盂

う ら ぼ ん え

蘭盆会は 657
年に奈良飛鳥寺で行われました。なんと
1300 年以上前から伝わる行事なんです！

・なぜお盆に棚飾りを作るのか
　では、なぜそのお盆期間中にご自宅に精霊
棚を飾り、祖先を祀るのかについてです。
　夏に精霊棚を飾る風習は元々、祖先に夏の
恵みを感謝し、秋の実りを願うという民俗信
仰でした。
　その後、一般社会に仏教が浸透するにつ
れ、仏教の先祖供養の精神と合わさって、
盂
う ら ぼ ん え

蘭盆会と共に行われるようになりました。
　その時代時代の人々が先祖に願い、子孫に
託した想いが紡がれて、今、皆様のご自宅の
精霊棚につながっています。

・後世に伝えよう
　今年のお盆はぜひ、おじいちゃん・おばあ
ちゃんからお子さん・お孫さんに精霊棚の飾
り方をお伝えされてはいかがでしょうか？
　ご一緒にナスで牛、キュウリで馬を作って
みるのも楽しいひとときになりますよ。
　右ページに精霊棚の飾り方の一例を載せま
した。先に書いたように、決まった飾り方な
どはございません。各家の風習を大切にされ、
あくまで悩んだときの参考としてご使用くだ
さい。

竜嗣の仏教メモ

※現在、多くの寺院では施
せ が き え

餓鬼会と共に行われる「盂
う ら ぼ ん せ が き え

蘭盆施餓鬼会」が一般的です。
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今
回
の
対
談
は
私
の
修
行
同
期
で
あ

り
、
教
師
養
成
道
場
の
開
設
以
来
、
最

高
齢
で
あ
る
72
歳
で
修
行
僧
に
な
っ
た

男
、
河
原
専
修
上
人
で
す
。

　

第
二
の
人
生
と
し
て
僧
侶
に
な
っ
た

河
原
上
人
。
誰
も
が
成
し
遂
げ
れ
る
事

で
は
な
い
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
河
原
上

人
。
今
回
は
そ
の
き
っ
か
け
や
厳
し

か
っ
た
修
行
の
思
い
出
に
つ
い
て
お
話

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
坊
さ
ん
に
な
る
き
っ
か
け

河
原
上
人
（
以
下
、
河
原
）　

40
代
の

こ
ろ
、両
親
を
続
け
て
亡
く
し
ま
し
て
、

そ
れ
か
ら
お
寺
に
伺
っ
て
法
話
を
聞
い

た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

家
に
仏
壇
が
あ
り
ま
し
た
の
で

日
々
、念
仏
を
お
称
え
し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
自
分
が
困
っ
た
時
は
一
生

懸
命
念
仏
を
し
て
、
ち
ょ
っ
と
良
く
な

る
と
念
仏
が
続
か
な
く
て
、
雑
念
ば
か

り
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
救

わ
れ
る
の
か
。
雑
念
の
中
で
念
仏
を

行
っ
て
も
救
わ
れ
る
の
か
。
と
い
う
疑

問
が
頭
の
中
に
常
に
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
と
き
に
新
聞
で
今
の
師
で
あ

る
大お
お
た
ぐ
こ
う

田
弘
光
住
職
を
知
り
ま
し
て
、
在

家
の
信
者
と
し
て
親
し
く
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
会
社
を
い
よ
い
よ
退
職
す
る

時
期
に
な
り
、先
ほ
ど
申
し
上
げ
た「
雑

念
の
中
で
念
仏
を
行
っ
て
も
救
わ
れ
る

の
か
」
と
い
う
疑
問
の
答
え
が
欲
し
い

と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
田
住
職
に

「
僧
侶
に
な
る
修
行
が
あ
る
」
と
紹
介

し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
わ
け
で

72
歳
の
と
き
、
浄
土
宗
僧
侶
の
養
成
機

関
で
あ
る
教
師
養
成
道
場
に
入
行
し
ま

し
た
。

修
行
で
辛
か
っ
た
こ
と

小
路　
そ
れ
が
私
と
河
原
さ
ん
の
出
会

い
で
し
た
ね
。
修
行
道
場
に
入
っ
た
こ

ろ
の
感
想
は
ど
う
で
し
た
か
。

河
原　
ほ
と
ん
ど
の
修
行
僧
は
お
寺
の

息
子
さ
ん
や
小
路
さ
ん
の
よ
う
な
お
婿

さ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
中
、
全
く
何
も

知
ら
な
い
私
。
お
経
の
名
前
も
分
か
ら

な
か
っ
た
し
、
こ
れ
は
大
変
な
と
こ
ろ

に
来
た
な
と
い
う
気
持
ち
で
し
た
。
つ

い
て
行
け
な
く
て
、
い
つ
下
山
（
退
学

処
分
）さ
せ
ら
れ
る
か
と
心
配
で
し
た
。

Echo

Ech o

雑
念
の
中
で
念
仏
を
行
っ
て
も
救
わ
れ
る
の
か

と
い
う
疑
問
が
常
に
頭
の
中
に
あ
り
ま
し
た

河
原
さ
ん
は
私
た
ち
の
精
神
的
な
柱
で
し
た

名古屋市 無量寿院様本堂にて

善立寺副住職　小路竜嗣　30 歳
信州大学大学院工学系研究科卒
㈱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

7272
歳
で
修
行
僧
に
な
っ
た
男

歳
で
修
行
僧
に
な
っ
た
男

無
量
寿
院
徒
弟
　
河
原
専
修
上
人

無
量
寿
院
徒
弟
　
河
原
専
修
上
人　
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特
に
肉
体
的
に
辛
か
っ
た
こ
と
は
、

正
座
で
す
ね
。
正
座
す
る
と
足
が
し
び

れ
ま
す
が
、
長
く
正
座
す
る
と
、
し
び

れ
を
通
り
越
し
て
、
膝
に
ピ
ー
ン
と
し

た
痛
み
が
走
る
ん
で
す
。
毎
日
の
お
勤

め
が
辛
く
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

も
う
一
つ
は
食
事
が
辛
か
っ
た
で
す

ね
。
毎
食
、
食
事
時
間
が
３
分
ほ
ど
し

か
な
い
ん
で
す
。
で
す
の
で
、
味
よ
り

も
何
よ
り
も
、「
こ
れ
は
３
口
で
食
べ

な
き
ゃ
い
け
な
い
。
こ
れ
は
２
口
」
と

い
う
計
算
ば
か
り
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

講
義
も
年
齢
の
せ
い
か
、
な
か
な
か

暗
記
が
で
き
な
く
て
苦
労
し
ま
し
た
。

試
験
も
追
試
ば
か
り
で
他
の
行
僧
が
寝

静
ま
っ
た
23
時
頃
ま
で
追
試
を
し
た
記

憶
が
あ
り
ま
す
。

　

先
生
方
に
「
お
い
河
原
！
し
っ
か
り

せ
い
！
」
と
よ
く
怒
ら
れ
ま
し
た
ね
。

こ
の
歳
に
な
っ
て
こ
ん
な
に
怒
ら
れ
る

の
か
と
い
う
く
ら
い
。

精
神
的
な
柱
と
し
て

小
路　
河
原
さ
ん
は
ど
ん
な
に
、
先
生

に
怒
ら
れ
て
も
元
気
に
「
は
い
！
」
と

大
き
な
声
で
返
事
を
し
て
、
絶
対
に
め

げ
な
か
っ
た
で
す
よ
ね
。

　

私
た
ち
若
手
の
僧
に
と
っ
て
は
、
そ

ん
な
河
原
さ
ん
が
精
神
的
な
柱
で
し

た
。
自
分
の
祖
父
ほ
ど
歳
の
離
れ
た
方

が
、
誰
よ
り
も
真
剣
に
修
行
に
望
ま
れ

て
る
の
を
見
て
い
る
と
、「
若
い
自
分

た
ち
が
音
を
上
げ
て
い
ら
れ
な
い
」
と

思
い
ま
し
た
。

　

私
た
ち
修
行
僧
が
誰
一
人
、
修
行
を

途
中
で
投
げ
出
さ
ず
、
最
後
ま
で
や
り

遂
げ
ら
れ
た
の
も
、
河
原
さ
ん
の
お
か

げ
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

河
原　
私
も
若
い
人
が
頑
張
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
負
け
て
い
ら
れ
な
い
ぞ
！

と
い
う
想
い
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
の
修

行
で
は
若
い
方
も
年
寄
り
も
、
世
代
を

超
え
、
互
い
に
助
け
合
う
こ
と
が
で
き

て
本
当
に
良
か
っ
た
で
す
ね
。

修
行
で
得
た
こ
と

河
原　
修
行
を
通
し
て
、
何
事
に
も
耐

え
る
こ
と
、
そ
し
て
何
事
に
も
一
生
懸

命
や
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
私
は
お

経
も
座
学
も
上
手
に
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
毎
日
、
一
生
懸
命
や
る
こ
と
、

そ
れ
だ
け
は
心
が
け
て
い
ま
し
た
。

　

今
と
な
っ
て
は
、
先
生
方
に
怒
ら
れ

た
こ
と
も
あ
り
が
た
く
思
え
ま
す
。
先

生
方
は
私
た
ち
よ
り
も
早
く
起
き
て
、

遅
く
寝
て
、
私
た
ち
の
健
康
状
態
に
も

気
を
配
り
な
が
ら
指
導
す
る
。
あ
の
と

き
の
厳
し
い
指
導
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
今
の
私
が
あ
り
ま
す
。

修
行
を
終
え
て

小
路　
修
行
を
終
え
て
、
河
原
さ
ん
の

疑
問
で
あ
っ
た
「
雑
念
の
中
で
念
仏
を

唱
え
て
意
味
は
あ
る
の
か
」
と
い
う
問

い
に
答
え
は
出
ま
し
た
か
。

河
原　
は
い
。
雑
念
も
浮
か
ん
で
く
る

が
、
そ
ん
な
私
で
も
救
っ
て
く
だ
さ
る

の
が
阿
弥
陀
仏
な
ん
だ
と
確
信
で
き
ま

し
た
。

　

浄
土
宗
二
祖
聖し
ょ
う
こ
う
し
ょ
う
に
ん

光
上
人
の
お
言
葉

に
「
念
死
念
仏
」（
常
に
死
を
思
い
念

仏
す
る
）
が
あ
り
ま
す
。

　

私
に
は
極
楽
浄
土
が
近
づ
い
て
お
り

ま
す
が
、「
今
、
死
ぬ
」
と
い
う
と
き

に
浄
土
三
部
経
を
読
む
の
は
無
理
だ
け

ど
、
死
ぬ
最
期
の
一
息
に
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
と
吐
い
て
死
に
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
最
期
の
一
念
の
た
め
に

今
は
日
々
、
お
念
仏
を
お
唱
え
し
て
い

ま
す
。

次
号
に
続
く
・
・
・

次
号
は
お
坊
さ
ん
に
な
っ
た
後
の
お
話

河原専修（かわはら　せんじゅ）　77 歳　
72 歳で名古屋市の無量寿院大田弘光住職のもと、出家。

その後、浄土宗僧侶養成機関である教師養成道場に入行。
道場開設以来、最高齢の修行僧となる。

平成 25 年知恩院にて加行満行
現在は無量寿院の徒弟として、念仏の日々を送る。

Echo

Ech o
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選
択
集
よ
り
～
番
外
編
～

 

答
え
て
曰
く

　

念
仏
に
よ
り
往
生
で
き
る
の
だ
か

ら
と
、故
意
に
悪
い
こ
と
を
し
た
り
、

行
う
べ
き
慈
悲
を
行
わ
ず
に
、
念
仏

も
行
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
仏
教
の

基
本
的
な
掟お
き
てに
反
し
ま
す
。

　

こ
の
仏
教
の
掟お
き
てと
は

・
悪
事
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

・
行
う
べ
き
慈
悲
を
行
う
こ
と

　

こ
の
２
つ
は
、
ど
の
仏
教
宗
派
に

も
共
通
す
る
掟お
き
てで
す
。『
南
無
阿
弥

陀
仏
』
の
お
念
仏
を
行
う
私
た
ち
浄

土
宗
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
す
の
で
、『
善
人
と
な
っ
て
念

仏
を
行
う
事
』
が
私
た
ち
阿
弥
陀
仏

を
信
じ
る
者
と
し
て
大
切
で
す
。

　

阿
弥
陀
仏
は
善
人
も
悪
人
も
救
っ

て
く
だ
さ
い
ま
す
が
、
善
人
を
見
て

は
喜
び
、
悪
人
を
見
て
は
悲
し
ま
れ

ま
す
。
良
い
土
地
に
良
い
種
を
蒔
く

よ
う
に
、
善
人
に
な
ろ
う
と
心
が
け

て
念
仏
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ

こ
そ
、
ほ
ん
と
う
に
仏
の
教
え
（
仏

教
）
に
従
う
者
（
仏
教
徒
）
で
す
。

　

　

悪
業
を
も
は
ば
か
ら
ず
、
行
ず
べ
き
慈
悲
を
も
行
ぜ
ず
。
念
仏

を
も
励
ま
ざ
ら
ん
こ
と
は
仏
教
の
掟
に
相
違
す
る
な
り
。

法
然
上
人　

念
仏
往
生
義
よ
り

行ってきました

※
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
た
本
。
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
。

問
・
念
仏
に
よ
り
極
楽
往
生
で
き
る
の
な
ら
、
悪
い
事
を
し
て
も
い
い
の
か

浄
土
宗
大
本
山
　
増
上
寺

　
増
上
寺
は
徳
川
家
康
が
関
東
入
り

し
た
際
、
徳
川
家
の
菩
提
寺
と
な
っ

た
こ
と
で
大
き
な
発
展
を
遂
げ
ま
し

た
。
家
康
没
後
も
浄
土
宗
の
僧
侶
育

成
の
中
心
と
し
て
、
一
度
に
数
千
人

の
学
僧
を
抱
え
る
超
巨
大
寺
院
に
成

長
し
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
、
ど
れ
ほ
ど
広
大
な
境

内
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
現

在
、「
港
区
芝
公
園
」
と
つ
く
土
地

は
元
々
、増
上
寺
の
境
内
地
で
し
た
。

　
ま
た
、
史
実
の
中
に
も
増
上
寺
は

た
び
た
び
登
場
し
ま
す
。
忠
臣
蔵
で

は
浅
野
長
矩
が
殿
中
殺
傷
を
す
る
に

至
っ
た
要
因
の
一
つ
が
、
増
上
寺
の

畳
替
え
を
吉
良
に
指
示
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
増
上
寺
は
江
戸
屈
指
の

観
光
名
所
で
あ
り
、
特
に
そ
の
鐘
の

音
は
有
名
で
し
た
。

「
江
戸
七ひ

ち
ぶ分
ほ
ど
は
聞
こ
え
る
芝
の

鐘
」

「
今
鳴
る
は
芝
か
上
野
か
浅
草
か
」

や
落
語
の
演
目
「
芝
浜
」
に
も
増
上

寺
の
鐘
が
登
場
し
ま
す
。

　
現
在
も
浄
土
宗
学
問
の
中
心
と
し

て
、
ま
た
現
代
社
会
に
開
か
れ
た
寺

院
と
し
て
、
コ
ン
サ
ー
ト
・
Ｃ
Ｍ
撮

影
、
イ
ベ
ン
ト
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画

の
撮
影
な
ど
、
広
く
門
を
開
い
て
い

ま
す
。

増上寺　本堂と東京タワー
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御
朱
印
に
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド「
参
拝
客
と
の
縁 

Ｉ
Ｔ
で
」

　

平
成
28
年
５
月
26
日
朝
刊
（
長
野
版
紙
面
）

・善立寺檀信徒会役員改選について ～平成 28・29 年度役員紹介～

会

長

副

会

長

一
般
会
計

特
別
会
計

１
ブ
ロ
ッ
ク

２
ブ
ロ
ッ
ク

３
ブ
ロ
ッ
ク

４
ブ
ロ
ッ
ク

５
ブ
ロ
ッ
ク

６
ブ
ロ
ッ
ク

７
ブ
ロ
ッ
ク

８
ブ
ロ
ッ
ク

９
ブ
ロ
ッ
ク

10
ブ
ロ
ッ
ク

敬
称
略

平成 28年 4月 3日の善立寺檀信徒通常総会にて、檀信徒会役員が改選されました。
皆様のご自宅に伺うこともございますが、２年間、どうぞよろしくお願いいたします。

善
立
寺
の
活
動
が
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た

朝
日
新
聞

公
式
ブ
ロ
グ

「
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
数
百
年
後
に
ま
で

ど
う
伝
え
る
の
か
」

　
　
　
元
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
僧
侶
に
聞
く 

エ
バ
ー
ノ
ー
ト 

活
用
法

エ
バ
ー
ノ
ー
ト

「
月
刊
住
職
７
月
号
」

元
エ
ン
ジ
ニ
ア
副
住
職
が
考
案
し
た
ハ
イ
テ
ク
御
朱
印
の
効
果

今
後
も
皆
様
の
ご
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
活
動
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

『
僧
侶
の
中
に
は
優
れ
た
社
会
活
動
を

し
て
い
る
仲
間
も
多
い
の
に
、
知
ら

れ
て
い
な
い
。
今
は
誰
で
も
情
報
発

信
で
き
る
時
代
だ
か
ら
、
新
し
い
方

法
で
一
石
を
投
じ
、
仏
教
の
面
白
さ

を
広
く
伝
え
た
い
』
記
事
よ
り
引
用

『
布
教
の
可
能
性
は
い
つ
だ
っ
て
無
限
大
な
の
だ
』
記
事
よ
り
引
用

個人情報のため PDF 版では表示しておりません
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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
と
は
「
正
月

に
修
め
る
大
会
」
の
略
で
あ
り
、
一
年
の
多

幸
を
阿
弥
陀
様
に
願
う
法
要
で
す
。　

　

法
話
は
善
立
寺
副
住
職
が
行
い
ま
し
た
。

法
要
後
は
皆
様
と
と
も
に
新
年
会
を
行
い
ま

し
た
。

塩

尻

仏

教

会

托

鉢

　

塩
尻
仏
教
信
和
会
（
信
和
会
）
に
よ
る
花

祭
り
の
托
鉢
が
行
わ
ま
れ
ま
し
た
。
塩
尻
仏

教
信
和
会
は
浄
土
宗
、
曹
洞
宗
、
真
言
宗
を

含
む
超
宗
派
団
体
で
、
毎
年
４
月
に
托
鉢
行

を
行
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
か
ら
頂
い
た
浄
財

は
塩
尻
市
社
会
福
祉
協
議
会
に
寄
付
致
し
ま

し
た
。
ま
た
、
５
月
14
日
、
塩
尻
町
の
永
福

寺
様
に
て
お
花
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

信
和
会
所
属
の
若
手
僧
侶
が
増
え
た
の
で
、

こ
れ
か
ら
若
手
な
ら
で
は
の
新
た
な
活
動
を

計
画
し
て
お
り
ま
す
。（
写
真
１
）

松
本
浄
土
宗
青
年
会
主
催
こ
ど
も
大
会

６
月
26
日
、
松
本
市
梓
川
梓
の
恭
倹
寺
様
に

て
こ
ど
も
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
空
中
に
文
字
を
書
く
「
エ
ア
ー
書

道
」
の
体
験
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
し
お
り
作
り

な
ど
趣
向
を
凝
ら
し
た
イ
ベ
ン
ト
盛
り
だ
く

さ
ん
。
最
後
に
は
子
ど
も
た
ち
か
ら
阿
弥
陀

様
へ
手
紙
を
書
く
「
あ
み
だ
さ
ま
あ
の
ね
」

を
行
い
、
こ
ど
も
た
ち
の
願
い
を
阿
弥
陀
様

に
送
り
ま
し
た
。
多
く
の
お
子
様
の
ご
参
加

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

筑

摩

観

音

例

大

祭　

  　

　

６
月
29
日
、
長
照
寺
様
に
て
信
州
筑
摩
観

音
霊
場
例
大
祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
信
州
筑

摩
観
音
霊
場
は
松
本
・
塩
尻
一
円
の
観
音
菩

薩
霊
場
で
す
。
ち
な
み
に
善
立
寺
は
霊
場
中

唯
一
の
浄
土
宗
寺
院
で
す
。

夏

期

大

学

講

座

　

７
月
２
日
、
松
本
市
キ
ッ
セ
イ
文
化
ホ
ー

ル
に
て
信
濃
中
央
仏
教
会
主
催
の
夏
期
大
学

講
座
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
第
50
回
を

記
念
し
て
、
鎌
倉
の
臨
済
宗
円
覚
寺
派
管
長

横よ
こ
た
な
ん
れ
い
ろ
う
し

田
南
嶺
老
師
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し

た
。
横
田
老
師
は
40
代
で
臨
済
宗
円
覚
寺
派

の
ト
ッ
プ
に
な
ら
れ
た
方
で
す
。（
写
真
３
）

１. 塩尻仏教信和会 托鉢　２．エア書道（こども大会）　３. 横田南嶺老師（夏期大学講座）

平
成
二
十
八
年
上
半
期
の
活
動

編
集
後
記　

　

寺
報
も
第
８
号
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
も
少
し
ず
つ
で
す
が

広
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

　

先
日
、
エ
バ
ー
ノ
ー
ト
社
に
前
職
の
技
術

を
活
か
す
僧
侶
と
し
て
、
取
材
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
朝
日
新
聞
や
月

刊
住
職
に
も
記
事
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
一
つ
の
出
会
い
か
ら
様
々
な
方
に
お
会

い
し
、
ご
縁
を
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

 

ど
れ
だ
け
広
ま
っ
て
も
、
目
新
し
さ
ば

か
り
に
と
ら
わ
れ
ず
、
今
後
の
活
動
を
行
う

こ
と
を
自
戒
と
致
し
ま
す
。
な
に
と
ぞ
今
後

と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

副
住
職　

小
路
竜
嗣

2１

善 立 寺 　 今 後 の 行 事 予 定

7 月 2 8 日 盆 施 餓 鬼 大 法 要

~8 月中旬 お 盆 棚 経
8 月 1 6 日 第 4 回 盆 燈 明 会
1 1 月 ３ 日 薬 師 観 音 祭

1 2 月 2 8 日 仏 名 会

１ 月 ７ 日 修 正 会

各行事の詳細については、
お気軽にお問い合わせ下さい
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