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香蓮
浄土宗方便山善立寺

第 七 号
平成二十八年新春

信仰ってなんだろう？

７
No.

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

善立寺本堂天井

Ech o
真言宗郷福寺　白馬秀孝
浄土宗善立寺　小路竜嗣

竜嗣の仏教メモ　仏像が生まれたのはアレクサンダー大王のおかげ？

ko-ren

選択集より　第３篇～なぜ南無阿弥陀仏なのか～
ちょっと奈良へ　法相宗興福寺

善光寺御開帳と善立寺のふたり
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善
立
寺

天
下
和
順　

日
月
清
明

風
雨
以
時　

災
厲
不
起

国
豊
民
安　

兵
戈
無
用

崇
徳
興
仁　

務
修
礼
譲

天
下
が
穏
や
か
で

日
も
月
も
さ
わ
や
か
で
あ
る

時
に
雨
と
風
も
与
え
ら
れ

天
災
や
疫
病
も
起
こ
ら
な
い

国
土
は
豊
か
に
民
は
安
ら
か
に

兵
や
武
器
を
用
い
る
こ
と
も
な
い

人
々
は
善
を
尊
び
慈
し
み
合
い

互
い
に
敬
意
を
持
ち
、
譲
り
合
う

（
仏
説
無
量
寿
経
巻
上
　
祝
し
ゅ
く
し
ょ
う
も
ん

聖
文
）

幸
多
き
一
年
に
な
り
ま
す
よ
う
、
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す

天
下
和
順

天
下
和
順
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善光寺御忌法要にて（右：住職　左：副住職）

◎今年もやります！第３回送り盆燈明会！

　

平
成
27
年
５
月
９
日
の
善
光
寺

御
開
帳
中ち

ゅ
う
に
ち日
法
要
・
お
練
り
行
列

に
善
立
寺
住
職
が
参
列
致
し
ま
し

た
。

　

ま
た
、
４
月
11
日
に
執
り
行
わ

れ
た
善
光
寺
御ぎ

ょ
き忌
法
要
に
住
職
・

副
住
職
共
に
出
仕
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

住
職
は
法
要
に
列
席
し
、
副
住

職
は
お
練
り
行
列
に
て
、
提さ

げ
こ
う
ろ

香
炉

役
と
い
う
行
列
を
清
め
る
お
役
を

仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。

善
光
寺
御
開
帳

と

善
立
寺
の
ふ
た
り

極楽浄土を偲ぶ詩
うた

、 六時礼讃を全巻唱えます。

送り盆の際は是非、 善立寺の本堂にお立ち寄り下さい。

日時：平成 28 年８月 16 日　日没から 20 時頃まで

善光寺御開帳の様子
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今
回
の
対
談
は
、
前
回
に
引
き
続
い

て
、
塩
尻
市
郷ご
う
ば
ら原

に
あ
る
高
野
山
真
言

宗
郷き
ょ
う
ふ
く
じ

福
寺
の
副
住
職
、
白は
く
ば
し
ゅ
う
こ
う

馬
秀
孝
さ
ん

で
す
。
信
仰
と
は
な
に
か
、
い
ち
僧
侶

と
し
て
お
互
い
の
想
い
を
話
し
合
い
ま

す
。信

仰
っ
て
な
ん
だ
ろ
う

小
路　

多
く
の
日
本
人
は
お
正
月
に
は

初
詣
に
行
き
、
お
盆
に
は
お
墓
参
り
を

し
ま
す
。
し
か
し
、「
宗
教
を
信
仰
し

て
ま
す
か
？
」
と
聞
く
と
、
多
く
の
人

は
「
信
仰
し
て
い
ま
せ
ん
」
と
答
え
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
信
仰
心
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
？

白
馬　

年
中
行
事
や
冠
婚
葬
祭
と
一
体

に
な
っ
て
い
る
の
が
日
本
の
宗
教
の
特

徴
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
欧
米
と
比
べ
、

日
本
人
は
信
仰
心
が
な
い
」
と
言
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
私
は
そ
う
は
思
っ
て

い
ま
せ
ん
。

　

キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
と
し
た
欧
米
の

「
信
仰
」
と
、
神
仏
が
一
体
と
な
っ
た

日
本
の
「
信
仰
」
は
同
じ
で
は
な
く
、

「
何
を
も
っ
て
宗
教
と
す
る
の
か
」

「
何
を
も
っ
て
信
仰
と
す
る
の
か
」

 

と
い
う
根
本
的
な
と
こ
ろ
が
異
な
る

と
思
い
ま
す
。

宗
教
・
信
仰
は
新
し
い
言
葉

小
路　

な
る
ほ
ど
。「
宗
教
」「
信
仰
」

と
い
う
言
葉
が
現
在
の
意
味
で
広
ま
っ

た
の
は
、
明
治
維
新
後
に
キ
リ
ス
ト
教

宣
教
師
が
布
教
の
た
め
に
用
い
た
か
ら

で
あ
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

元
が
英
語
で
あ
る
ゆ
え
に
、
日
本
人

の
感
覚
と
ち
ょ
っ
と
ず
れ
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

白
馬　

そ
れ
が
「
宗
教
を
信
仰
し
て
い

ま
す
か
？
」
と
聞
か
れ
た
際
に
感
じ
る

違
和
感
の
原
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

小
路　
『
日
本
人
は
宗
教
を
信
仰
し
て

い
な
い
』
で
は
な
く
、「
宗
教
」・「
信
仰
」

と
い
う
言
葉
の
方
が
日
本
人
の
感
覚
に

合
っ
て
い
な
い
。

白
馬　

そ
う
。
な
ん
と
な
く
八や

お
よ
ろ
ず

百
万
の

神
様
が
い
て
、
な
ん
と
な
く
仏
様
が
い

Echo

Ech o

白馬秀孝　37 歳　
高野山にて 10 年間修行後　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
大学院では地域社会学を専攻。特に寺院と地

域社会の新しい関係の研究を行っていた。

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
大学院では機械工学を専攻。特にセラミックス
製人工関節の長寿命化の研究を行っていた。

信
仰
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

な
ん
と
な
く
、
そ
し
て
自
然
と

大
切
に
す
る
こ
と

郷福寺本堂前

高
野
山
真
言
宗
　
郷
福
寺
副
住
職

白
馬
秀
孝

浄
土
宗
　
善
立
寺
副
住
職

小
路
竜
嗣
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て
。
ご
先
祖
様
が
い
て
。
知
ら
ず
知
ら

ず
の
間
に
私
た
ち
は
そ
の
感
覚
に
安
ら

ぎ
を
感
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん

な
カ
ミ
や
ホ
ト
ケ
に
な
ん
と
な
く
、
そ

し
て
自
然
と
手
を
合
わ
せ
て
い
る
。

　

私
達
僧
侶
も
「
信
仰
」
と
い
う
言
葉

に
惑
わ
さ
れ
ず
、
今
ま
で
大
切
に
し
て

き
た
も
の
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。
再

確
認
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
も
仕
事

だ
と
思
い
ま
す
。

小
路　
「
大
切
に
す
る
こ
と
」
を
信
仰

と
す
る
と
、
私
達
お
坊
さ
ん
の
仕
事
は

「
大
切
に
す
る
気
持
ち
を
育
て
る
」
こ

と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

仏
教
が
持
つ
パ
ワ
ー
と
は

白
馬　

日
本
に
仏
教
が
伝
わ
っ
て

１
５
０
０
年
近
く
経
ち
ま
す
。そ
の
間
、

何
度
も
壊
滅
的
な
法
難
を
乗
り
越
え
て

き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
仏

教
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま

す
。

　

問
題
な
の
は
、
仏
教
よ
り
も
お
寺
か

な
と
感
じ
て
い
ま
す
。
過
疎
化
や
核
家

族
化
に
よ
り
、
お
寺
の
か
た
ち
が
時
代

に
合
わ
な
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

小
路　

仏
の
教
え
を
い
か
に
伝
え
て
い

く
か
。
そ
れ
は
私
た
ち
僧
侶
に
か
か
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
お

寺
は
、
お
坊
さ
ん
個
々
の
力
量
に
託
さ

れ
て
い
る
の
か
も
れ
ま
せ
ん
ね
。

お
坊
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
い

小
路　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
私
が
な

ぜ
こ
の
お
坊
さ
ん
と
の
対
談
記
事
を
企

画
し
た
連
載
し
た
の
か
と
い
う
と
、
私

自
身
、お
坊
さ
ん
が
ど
ん
な
事
を
感
じ
、

考
え
な
が
ら
仏
教
に
関
わ
っ
て
い
る
の

か
を
聞
い
て
み
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。

白
馬　

現
場
の
生
の
声
だ
ね
。
最
近
、

お
檀
家
さ
ん
に
お
話
を
す
る
上
で
特
に

感
じ
る
の
は
、私
自
身
が
体
験
し
た
り
、

感
動
し
た
も
の
じ
ゃ
な
い
と
伝
わ
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

小
路
「
仏
教
が
好
き
な
ん
で
す
！
だ
か

ら
皆
さ
ん
に
勧
め
た
い
ん
で
す
！
」
と

い
う
熱
意
っ
て
、
大
切
で
す
よ
ね
。

　

私
達
が
楽
し
そ
う
に
実
践
す
る
姿
を

み
て
、
皆
さ
ん
に
も
仏
教
は
楽
し
い
も

の
な
ん
だ
と
感
じ
て
も
ら
い
た
い
で

す
。

白
馬　

そ
う
で
す
ね
。
一
般
社
会
か
ら

も
葬
儀
・
法
事
以
外
の
活
動
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
郷
福
寺
で
も

お
経
を
読
ん
だ
り
、
お
話
を
す
る
機
会

を
作
り
、「
こ
こ
ろ
安
ら
ぐ
お
寺
」
を

目
指
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
何
を
す
る
か
が
、
工
夫

の
し
ど
こ
ろ
。

　

お
寺
っ
て
、
数
百
年
続
い
て
い
る
老

舗
だ
け
ど
、
少
資
本
・
少
人
数
の
逆
境

を
ア
イ
デ
ア
で
解
決
し
て
い
く
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
気
質
が
あ
る
よ
ね
。
何
事

も
ア
イ
デ
ア
勝
負
！

小
路　

そ
う
！
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
楽

し
く
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
２
号
に
渡
る

対
談
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
ご
近
所
の
お
寺
同
士
、
互

い
に
切
磋
琢
磨
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
！

Echo

Ech o

不動堂回向柱にて
昨年、郷福寺様は中興 400 年・成田不動尊勧請 130 周年を
迎えられました。



インド

ネパールパキスタン

アフガニスタン

ガンダーラ地方
中国

竜嗣の仏教メモ
仏像が生まれたのはアレキサンダー大王のおかげ？

　仏像の誕生 in ガンダーラ

行ってきました
釈
迦
如
来
像
頭
部
（
２
世
紀
頃　

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン　

米
ス
ミ
ソ
ニ

ア
ン
博
物
館
所
蔵
）

世界初の仏像は
ガンダーラで生まれました。

初期の釈迦像の頭部
髪を頭頂部で結んでいます。
これが後に仏の特徴である、

頭の膨らみ＝肉
にっけい
髻

と表現されます。

釈迦生誕を表した石製レリーフ髪型や服装がギリシャ風です。

・最初は仏像が無かった
　お釈迦様が亡くなってすぐの頃、インドの

仏教徒は釈迦のお骨（仏
ぶっしゃり

舎利）、そのお骨を

収めた塔（仏舎利塔）などを信仰していまし

た。なぜインドで仏像が製作されなかったか

というと、人を超越したお釈迦様を像にする

ことが、一種のタブーだったと考えられてい

ます。

・ギリシャ文化と出会う
　しかし１世紀になり、仏教がガンダーラ（パ

キスタン北部）に広まった際に、問題が１つ

生じました。

　当時のガンダーラには、アレキサンダー大

王の影響により、ギリシャ文化が根付いてい

ました。

　ギリシャ文化といえば、ゼウス像やアテネ

像に代表されるように、「実体のある像」を

信仰の対象にします。（偶
ぐうそうすうはい

像崇拝）

・仏教にも像が必要に……
　そんな偶像崇拝の文化を持つガンダーラの

民衆に仏教を伝えるためには、仏教にも「人

の形をした像」、”仏像”が必要でした。

　こうして釈迦が亡くなって 600 年も経った

１世紀頃、世界で初めて仏像が製作されまし

た。ギリシャ文化の中で制作されたため、当

時の仏像はギリシャ彫刻の影響を多大に受け

ています。（下部写真）

・そして日本へ
　ガンダーラで生まれた仏像製作技術はその

後、シルクロードを通って中国に渡り、各地

の文化を吸収しながら、７世紀頃に日本に伝

わりました。

　もしアレキサンダー大王がいなければ、い

まだに仏像が無かったかもしれませんね。
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選
択
集
よ
り
～
第
３
編
～

 

答
え
て
曰
く

　

念
仏
は
行
い
や
す
く
、
他
の
行
は

行
い
に
く
い
。

　

も
し
、『
仏
像
を
作
っ
た
り
、
塔

を
建
て
れ
ば
極
楽
に
行
け
る
』
と
す

れ
ば
、
貧
し
い
者
は
そ
の
望
み
を
絶

た
れ
て
し
ま
う
。

　

も
し
、『
仏
教
を
理
解
で
き
れ
ば
、

極
楽
に
行
け
る
』
と
す
れ
ば
、
知
識

の
な
い
者
は
そ
の
望
み
を
絶
た
れ
て

し
ま
う
。

　

一
部
の
富
む
者
や
知
識
の
あ
る
も

の
だ
け
な
く
、
い
つ
い
か
な
る
時
代

の
、
全
て
の
人
々
を
救
う
た
め
に
、

阿
弥
陀
仏
は
た
だ
自
分
の
名
前
を
称

え
る
「
念
仏
」
を
極
楽
往
生
の
た
め

の
行
と
し
た
の
で
あ
る
。

　「
優
れ
た
行
」
と
は
な
に
か
を

考
え
る
と
、

　
労
力
の
大
き
い
行
が
優
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
誰
も
が
で

き
る
行
こ
そ
が
優
れ
て
い
る
。

　
誰
で
も
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
阿
弥

陀
仏
が
念
仏
を
選
ば
れ
た
。
と
、
法

然
上
人
は
お
考
え
に
な
り
ま
し
た
。

　

念
仏
は
易
し
い
が
ゆ
え
に
全
て
の
衆
生
に
通
じ
、
諸
行

は
難
し
い
が
ゆ
え
に
全
て
の
衆
生
に
通
じ
な
い

法
然
上
人　

選
択
本
願
念
仏
集
第
三
篇
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
・
な
ぜ
他
の
行
で
は
な
く
、
南
無
阿
弥
陀
仏
な
の
か
。

法ほ
っ
そ
う
し
ゅ
う
だ
い
ほ
ん
ざ
ん

相
宗
大
本
山
　
興こ
う
ふ
く
じ

福
寺

　
奈
良
の
興
福
寺
宝
物
殿
に
は
、
有

名
な
青
年
の
顔
を
し
た
阿あ
し
ゅ
ら
修
羅
像
な

ど
の
国
宝
が
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
そ
の
一
方
で
、
興
福
寺
は
浄
土
宗

弾
圧
の
中
心
地
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
浄
土
宗
開
宗
当
時
、
他
の
仏
教
教

団
か
ら
「
興
福
寺
奏そ
う
じ
ょ
う

状
」
と
い
う
浄

土
宗
に
対
し
て
、
厳
し
い
質
問
状
が

出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
一
件
は
、
後

鳥
羽
上
皇
に
よ
る
浄
土
宗
を
擁
護
す

る
宣せ
ん
じ旨

が
下
さ
れ
、
事
な
き
を
得
ま

し
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
も
浄
土
宗
弾
圧

は
衰
え
ず
、
後
に
法
然
上
人
は
四
国

へ
と
流
罪
さ
れ
ま
し
た
。（
承
元
の

法
難
）

　
興
福
寺
の
国
宝
群
は
素
晴
ら
し
い

で
す
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
当
時
は

国
宝
級
の
宝
物
を
寄
付
で
き
る
人
に

し
か
仏
の
教
え
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
ん
な
時
代
に
、

「
造ぞ
う
ぞ
う
き
と
う

像
起
塔
を
本
願
と
せ
ず
」

（
像
や
塔
を
建
て
る
こ
と
が
重
要
で

は
な
い
）

と
言
い
切
っ
た
法
然
上
人
が
ど
れ
だ

け
の
批
判
を
受
け
た
の
か
、
ご
理
解

頂
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

興福寺　東金堂と五重塔
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盆ぼ

ん

せ

が

き

え

施

餓

鬼

会

　

７
月
28
日
、
盆
施
餓
鬼
会
を
執
り
行
い
ま

し
た
。
施
餓
鬼
会
と
は
、餓
鬼
に
施
し
行
い
、

そ
の
功
徳
を
御
先
祖
様
に
振
り
向
け
る
法
要

で
す
。
ご
法
話
は
安
曇
野
市
三
郷
の
瑠
璃
光

寺
副
住
職
關せ
き

上
人
の
分
か
り
や
す
く
、
お
も

し
ろ
い
お
話
を
頂
き
ま
し
た
。
法
要
は
松
本

平
浄
土
宗
寺
院
10
ヶ
寺
に
よ
り
厳
粛
に
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

門

柱

開か
い
げ
ん眼

法

要

　

自
動
車
事
故
に
よ
り
破
損
し
た
門
柱
の
再

建
を
記
念
し
て
、
９
月
13
日
に
開
眼
法
要
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
再
建
費
用
に
つ
い
て
は
全

額
、
自
動
車
側
の
物
損
保
険
に
て
賄
わ
れ
ま

し
た
。
こ
の
事
故
で
は
怪
我
を
さ
れ
た
方
が

お
ら
れ
、
私
達
も
大
変
悲
し
い
思
い
を
し
ま

し
た
。
寺
前
の
道
路
は
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
や

す
い
の
で
お
気
を
つ
け
下
さ
い
。

山
岳
遭
難
者
慰
霊
法
要

　

９
月
29
日
、中
信
地
区
仏
教
青
年
連
盟（
超

宗
派
青
年
僧
の
会
）
に
よ
る
山
岳
遭
難
者
慰

霊
法
要
に
副
住
職
が
参
加
致
し
ま
し
た
。
慰

霊
碑
の
あ
る
上
高
地
に
私
達
が
着
い
た
と

き
、
既
に
多
く
の
ビ
ー
ル
や
コ
ー
ヒ
ー
が
お

供
え
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
数
だ
け
実
際
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
が

い
て
、
遺
さ
れ
た
家
族
い
る
の
だ
と
衝
撃
を

受
け
ま
し
た
。
信
州
の
山
々
は
素
晴
ら
し
い

で
す
が
、
登
ら
れ
る
際
は
ど
う
ぞ
お
気
を
つ

け
下
さ
い
。

薬
師
観
音
祭
・
奉
納
落
語

　

11
月
２
日
、
毎
年
恒
例
の
薬
師
・
観
音
祭

を
開
催
致
し
ま
し
た
。
今
回
の
お
楽
し
み
会

は
桂
歌
丸
師
匠
の
直
弟
子
、
桂
か
つ
ら
う
た
わ
か

歌
若
師
匠
に

よ
る
落
語
！
皆
様
に
大
い
に
笑
っ
て
頂
き
ま

し
た
。
平
成
28
年
度
も
法
要
と
共
に
お
楽
し

み
会
を
開
催
予
定
で
す
の
で
、
皆
様
の
ご
参

加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！

吉

水

講

詠

唱

大

会

　

11
月
11
日
、
松
本
市
キ
ッ
セ
イ
文
化
ホ
ー

ル
に
て
長
野
教
区
吉
水
講
詠
唱
大
会
が
行
わ

れ
ま
し
た
。今
年
度
は
講
員
さ
ん
が
増
え
て
、

14
名
の
大
所
帯
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
新

し
い
試
み
と
し
て
、三
味
線
の
伴
奏
を
付
け
、

善
光
寺
和
讃
を
お
唱
え
致
し
ま
し
た
。
ご
興

味
の
あ
る
方
は
お
気
軽
に
善
立
寺
ま
で
お
電

話
下
さ
い
。

１
１. 盆施餓鬼会　２. 再建された門柱　３. 山岳遭難者慰霊碑　４. 桂歌若師匠

平
成
二
十
七
年
下
半
期
の
活
動

　

寺
報
も
第
７
号
、
４
年
目
に
入
り

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
書
き
続
け
て
こ

れ
た
の
も
、
檀
信
徒
の
皆
様
の
ご
協

力
・
ご
声
援
の
お
か
げ
で
す
。

　

毎
号
、
何
を
書
こ
う
か
と
悩
む
の

で
、
皆
様
か
ら
頂
く
疑
問
、
質
問
が

大
変
あ
り
が
た
い
で
す
。「
こ
ん
な

事
聞
く
と
失
礼
か
な
？
」
と
お
思
い

に
な
ら
ず
、
な
ん
で
も
お
気
軽
に
お

聞
き
下
さ
い
。

副
住
職　

小
路
竜
嗣

平成 28 年の年忌法要
回 忌 没 年
１ 周 忌 平成２７年没
３ 回 忌 平成２６年没
７ 回 忌 平成２２年没
１ ３ 回 忌 平成１６年没
１ ７ 回 忌 平成１２年没
２ ３ 回 忌 平 成 ６ 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。

32 ４

ご確認下さい


