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香蓮
浄土宗方便山善立寺

第 ９ 号
平成二十九年正月 9

No.

善立寺旧本堂　昭和二十七年

写真：三村秀高様寄贈

Ech o

名古屋市無量寿院徒弟　河原専修（78歳）
善立寺副住職　小路竜嗣（30歳）

竜嗣の仏教メモ　浄土宗のお数珠のかけ方

ko-ren

日常勤行式より　～総回向偈～

ちょっと和歌山へ　高野山真言宗総本山　金剛峯寺

「72歳で修行僧になった男」（後編）

寄稿　住職晋山十周年を記念して
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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
　
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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３ステップですぐできる

　浄土宗のお数珠のかけ方

◯やってみよう　

　今回は浄土宗のお数珠

のかけ方をご紹介します。

一見、 難しそうに見えます

が、 実はとっても簡単！

竜嗣の仏教メモ
１
．

左
手親指に数珠をか

け
る

２
．

右
手
親指を下から差し

込

む

３．完
成

！
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今
回
の
対
談
は
前
号
に
引
き
続

き
、
道
場
開
設
以
来
、
最
高
齢
で
僧

侶
に
な
っ
た
河
原
専
修
上
人
で
す
。

　

今
回
は
河
原
上
人
に
と
っ
て
念
仏

と
は
何
か
。
限
り
あ
る
人
生
を
い
か

に
生
き
て
い
く
か
に
つ
い
て
お
話
を

伺
い
ま
す
。

行
く
と
こ
ろ
が
決
ま
っ
て

い
る
か
ら
、
安
心
で
き
る

副
住
職
小
路
（
以
下
、
小
路
）

河
原
さ
ん
に
と
っ
て
、
浄
土
宗
の
教

え
の
魅
力
っ
て
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

河
原
上
人
（
以
下
、
河
原
）　

　

浄
土
宗
の
教
え
は
、
南
無
阿
弥
陀

仏
と
お
唱
え
し
、
極
楽
浄
土
に
往
生

す
る
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
も
の
で

す
。
逝
く
と
こ
ろ
が
は
っ
き
り
決

ま
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
は
と
て
も

あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
ね
。
逝
く
と

こ
ろ
が
分
か
ら
な
い
と
、
人
間
は
と

て
も
不
安
に
な
り
ま
す
。

　

以
前
、
静
岡
に
ド
ラ
イ
ブ
に
行
っ

た
際
、
い
つ
の
間
に
か
道
に
迷
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
茶
畑
の
中
、
ど
ん

ど
ん
ど
ん
ど
ん
狭
い
道
を
入
っ
て
い

く
。
日
が
落
ち
て
辺
り
は
真
っ
暗
。

ガ
ソ
リ
ン
は
も
う
あ
と
わ
ず
か
。
そ

の
と
き
の
気
持
ち
と
い
っ
た
ら
、
と

て
も
と
て
も
心
細
か
っ
た
で
す
。

　

そ
ん
な
と
き
、
ラ
イ
ト
に
照
ら
さ

れ
た
「
こ
ち
ら
名
古
屋
方
向
」
の
看

板
を
見
つ
け
て
、
ど
れ
だ
け
ホ
ッ
と

し
た
こ
と
か
。

　

人
間
、
行
き
先
が
定
ま
れ
ば
、
お

の
ず
と
心
が
安
ら
ぎ
ま
す
。
人
生
に

つ
い
て
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

健
康
で
あ
っ
て
も
、
病
気
で
あ
っ

て
も
最
期
に
は
極
楽
に
行
け
る
。
そ

う
信
じ
る
こ
と
で
、
迷
わ
ず
に
、
不

安
に
な
ら
ず
に
生
き
て
い
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。

念
仏
は
皆
が
唱
え
る
も
の

小
路　

河
原
さ
ん
が
手
を
合
わ
せ
る

よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
な
ん

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

Echo

Ech o

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
（
後
編
）

歳
で
修
行
僧
に
な
っ
た
男
（
後
編
）

無
量
寿
院
徒
弟
　
河
原
専
修
上
人

無
量
寿
院
徒
弟
　
河
原
専
修
上
人
　
　
　
　

逝
く
先
が
分
か
っ
て
い
る
。

こ
ん
な
に
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
。
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合
わ
せ
、
念
仏
す
れ
ば
、
そ
れ
が
波

紋
の
よ
う
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

浄
土
宗
の
い
い
と
こ
ろ
は
僧
侶
も

檀
信
徒
も
皆
で
念
仏
を
す
る
と
こ
ろ

で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
身
内
の
方
に

念
仏
を
唱
え
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

毎
日
が
ス
タ
ー
ト

小
路　

現
在
も
精
力
的
に
活
動
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
元
気
の
源
は
な
ん
で

し
ょ
か
。

河
原　

朝
起
き
た
と
き
、『
今
日
か

ら
ま
た
新
し
い
ス
タ
ー
ト
だ
』
と
思

う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
歳

を
と
っ
て
も
、
一
日
一
日
、
違
っ
た

世
界
が
あ
る
の
だ
と
感
じ
ま
す
。

　

尾
張
徳
川
家
菩
提
寺
の
建け
ん
ち
ゅ
う
じ

中
寺
さ

ん
の
朝
法
要
に
出
か
け
た
と
き
の
話

で
す
。
朝
焼
け
空
に
真
っ
白
な
月
が

出
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
の
美
し
さ

に
感
動
し
ま
し
た
。
い
く
つ
に
な
っ

て
も
感
動
や
驚
き
の
気
持
ち
を
大
切

に
し
て
い
ま
す
。

　

あ
と
は
健
康
で
あ
っ
て
も
、
病
気

で
あ
っ
て
も
、『
お
ま
か
せ
』
し
て

い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
に『
お
ま
か
せ
』

し
て
生
き
て
い
く
。
若
い
頃
は
、「
出

世
す
る
ぞ
！
」
と
自
分
で
船
を
漕
ご

う
と
し
て
き
ま
し
た
。
年
を
取
っ
た

か
ら
こ
そ
、『
お
ま
か
せ
』
す
る
と

い
う
気
持
ち
が
湧
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

　

病
気
に
な
っ
て
も
、
今
日
一
日
を

大
切
に
生
き
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ

の
後
の
こ
と
は
阿
弥
陀
様
に
お
ま
か

せ
す
る
。
そ
れ
が
一
番
い
い
の
か
な

と
感
じ
て
い
ま
す
。

最
後
に

河
原　

私
た
ち
は
足
る
こ
と
を
知
ら

ず
怒
り
も
す
る
し
、
お
酒
も
飲
む
。

そ
の
度
に
反
省
し
、
そ
し
て
念
仏
を

す
る
。
そ
の
繰
り
返
し
で
す
。
愚
か

な
人
間
だ
か
ら
仕
方
な
い
こ
と
で

す
。

　

こ
ん
な
私
で
も
阿
弥
陀
様
は
救
っ

て
く
れ
る
。
こ
ん
な
嬉
し
い
こ
と
は

な
い
で
す
。

河原専修（かわはら　せんじゅ）　
78 歳　
72 歳の時、名古屋市の無量寿院住職の
大田弘光上人のもと、出家。
その後、浄土宗僧侶養成機関の
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

名古屋市 無量寿院様

河
原　

子
供
の
頃
、
祖
父
母
や
両
親

が
念
仏
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。
そ
ん

な
家
族
の
背
中
を
見
て
、
私
も
手
を

合
わ
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
と
同
世
代
の
方
々
に
も
、
手
を

合
わ
せ
る
姿
を
子
供
や
お
孫
さ
ん
に

ぜ
ひ
見
せ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
自
分

が
手
を
合
わ
せ
な
い
と
、
自
分
が
亡

く
な
っ
た
と
き
も
、
家
族
は
手
を
合

わ
せ
て
く
れ
な
い
か
な
と
感
じ
て
い

ま
す
。
家
族
の
う
ち
一
人
で
も
手
を
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日
常
勤
行
式
よ
り 

～
総
回
向
偈
～

 

現
代
語
訳

　

お
念
仏
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）

は
誰
の
た
め
に
唱
え
る
の
か
、

と
い
う
ご
質
問
を
受
け
ま
す
。

　

ま
ず
一
つ
に
亡
く
な
っ
た
方

の
冥
福
を
祈
る
た
め
。
そ
し
て
、

今
を
生
き
て
い
る
私
た
ち
自
身

の
た
め
で
す
。

　

こ
の
こ
と
を
表
し
た
言
葉
が
、

こ
の
総そ

う
え
こ
う
げ

回
向
偈
で
す
。

　

私
達
が
唱
え
た
念
仏
の
功
徳

を
亡
く
な
っ
た
方
に
送
る
。
そ

し
て
、
い
つ
の
日
か
身
を
横
た

え
る
私
た
ち
も
亡
く
な
っ
た

方
々
が
待
つ
極
楽
浄
土
に
生
ま

る
よ
う
『
阿
弥
陀
様
、
そ
の
と

き
は
私
の
こ
と
も
お
願
い
し
ま

す
ね
』
と
い
う
意
味
で
す
。

　

お
念
仏
は
「
さ
よ
な
ら
」
で

は
な
く
、
極
楽
で
の
再
会
を
約

束
す
る
『
ま
た
ね
』
の
言
葉
な

ん
で
す
。

　

願
わ
く
は
こ
の
功
徳
を
、
全
て
の
方
々
に
平
等
に
施
し
、

私
た
ち
も
仏
教
を
信
じ
る
心
を
起
こ
し
、
極
楽
浄
土
に
往

生
し
よ
う
。

行ってきました

願
以
此
功
徳
　
平
等
施
一
切
　
同
発
菩
提
心
　
往
生
安
楽
国

高
野
山
真
言
宗

総
本
山
　
金こ

ん
ご
う
ぶ
じ

剛
峯
寺

　

高
野
山
真
言
宗
の
総
本
山
、

金
剛
峯
寺
は
『
高
野
山
』
の
名

前
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
『
金
剛
峯
寺
』
よ
り
も
、『
高

野
山
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、

山
内
に
数
十
も
の
寺
院
を
抱

え
、
山
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の

巨
大
仏
教
都
市
を
形
成
し
て
い

ま
す
。

　

険
し
い
山
々
に
守
ら
れ
た
高

野
山
は
戦
国
時
代
に
焼
き
討
ち

に
遭
う
こ
と
も
な
く
、
戦
時
中

も
空
襲
に
遭
う
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
高

野
山
に
は
平
安
時
代
の
書
物
や

建
物
な
ど
国
宝
・
重
要
文
化
財

が
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

弘
法
大
師
が
今
も
修
行
を
続

け
て
い
る
奥
の
院
に
は
数
千
、

数
万
の
灯
籠
が
収
め
ら
れ
、
厳

粛
で
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
醸
し

出
し
て
い
ま
す
。
近
年
で
は
外

国
か
ら
の
観
光
客
も
多
く
、
日

本
を
代
表
す
る
寺
院
で
す
。

金剛峯寺　大塔
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住
職
晋
山
十
周
年
を
記
念
し
て

元
善
立
寺
檀
信
徒
会
会
長
　

田
中
正
志
様
よ
り
ご
寄
稿

平
成
十
九
年
十
一
月
三
日

二
十
六
世
住
職
退
任
式

二
十
七
世
住
職
晋
山
式

客
殿
・
庫
裏
落
慶
式
を
挙
行
す
る
。

　
こ
の
日
は
晋
山
式
に
ふ
さ
わ
し

く
絶
好
の
晴
天
に
恵
ま
れ
八
時

四
十
分
、
晋し
ん
ざ
ん
お
や
も
と

山
親
元
の
三
村
壽

ひ
さ
し

宅
で
内
仏
回
向
を
済
ま
せ
、
腸

は
ら
わ
た

に
染
み
渡
る
よ
う
な
祝
い
の
花
火

を
合
図
に
親
元
三
村
壽
宅
を
出

発
し
、
晋
山
式
練
行
列
を
行
っ

た
。
そ
の
隊
列
の
長
さ
は
約
百

メ
ー
ト
ル
に
も
及
び
、
神
輿
か
ら

流
れ
く
る
古
式
豊
か
な
雅
楽
の

調
べ
は
四
方
に
響
き
厳
粛
そ
の

も
の
で
あ
り
、
稚
児
服
に
正
装

し
た
小
学
生
と
園
児
百
二
十
名
の

稚
児
隊
は
保
護
者
に
手
を
引
か
れ

笑
顔
で
行
進
す
る
姿
は
一
層
愛
ら

し
く
、
練
行
列
を
引
き
立
て
て
く

れ
た
。
沿
道
は
檀
家
の
人
々
で

い
っ
ぱ
い
と
な
り
、
祝
い
の
拍
手

と
歓
声
が
あ
が
り
、
こ
れ
に
応
え

て
会
釈
す
る
新
命
（
新
し
い
住
職

の
こ
と
）
の
姿
は
凛
々
し
く
檀
家

一
同
は
我
が
菩
提
寺
を
託
せ
る

満
足
感
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
。

　
九
時
三
十
五
分
、
新
命
が
山
門

に
到
着
す
る
と
祝
い
の
花
火
が
青

空
に
響
き
渡
り
、
い
よ
い
よ
開
門

式
で
あ
る
。
扉
に
仕
立
て
た
白
幕

を
開
け
て
参
道
へ
、
六
地
蔵
前
に

並
ぶ
「
慶
祝
和
讃
」
吉
水
講
善
立

寺
支
部
詠
唱
隊
（
ご
詠
歌
隊
）
の

心
に
染
み
る
、
詠
唱
に
祝
福
さ
れ

た
新
命
一
行
は
歴
代
住
職
の
墓

地
・
観
音
堂
・
薬
師
堂
等
の
鎮
守

法
楽
を
行
い
、
そ
し
て
回
向
柱

前
で
庭
儀
式
を
行
っ
た
。（
そ
の

間
本
堂
で
は
住
職
小
路
観
山
上

人
の
退
任
式
を
行
う
。）
階
段
を

一
段
一
段
上
り
、
玄
向
寺
副
住

職
及
び
正
覚
院
副
住
職
の
生
演

奏
の
古
式
豊
か
な
雅
楽
の
調
べ

は
、
本
堂
い
っ
ぱ
い
に
鳴
り
響

き
、
粛
々
と
本
堂
へ
入
堂
す
る
新

命
の
姿
は
、
一
層
凛
々
し
く
参
加

者
一
同
は
感
慨
無
量
で
あ
っ
た
。

　
二
十
六
世
住
職
退
任
式
・

二
十
七
世
住
職
晋
山
式
・
客

殿
、
庫
裏
落
慶
式
は
、
僧
侶

六
十
余
名
に
よ
り
厳
粛
の
う
ち

に
挙
行
さ
れ
、
引
き
続
き
、
祝

賀
会
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
。

～

回

顧

～

　
平
成
十
六
年
五
月
檀
信
徒
会
三

役
と
住
職
、
副
住
職
で
検
討
会

議
を
開
催
し
て
よ
り
通
算
四
年

間
、
三
役
が
費
や
し
た
日
数
は

二
百
二
十
四
日
に
お
よ
ぶ
。
い
く

つ
か
の
弊
害
に
も
、
毅
然
と
し
て

強
い
信
念
を
以
っ
て
立
ち
向
か
い

目
的
を
達
成
し
、
こ
こ
に
目
出
度

く
晋
山
式
を
執
り
行
う
事
が
出
来

た
こ
と
は
、
住
職
及
び
役
員
は
勿

論
の
こ
と
良
識
あ
る
檀
家
一
同

の
「
晋
山
式
を
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
強
い
意
志
と
団

結
の
賜
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我

が
菩
提
寺
が
漸
く
他
の
寺
に
劣

ら
ぬ
立
派
な
寺
と
し
て
、
誇
れ

る
寺
に
な
っ
た
こ
と
は
、
私
達

役
員
は
も
と
よ
り
檀
家
一
同
の

誇
り
で
も
あ
り
、
後
世
に
も
残

る
歴
史
の
一
頁
と
し
て
永
遠
に

続
く
も
の
と
信
じ
て
や
ま
な
い
。



8平成 29 年 1 月 1 日　発行所　方便山善立寺　塩尻市広丘野村 793-1　電話 0263-53-2645　発行・編集人：小路竜嗣

盆ぼ

ん

せ

が

き

え

施

餓

鬼

会

　

７
月
28
日
、
当
山
最
大
の
定
例

法
要
、
盆
施
餓
鬼
法
要
を
執
り

行
い
ま
し
た
。
法
要
で
は
、
善
立

寺
開
山
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の

全
霊
に
ご
回
向
致
し
ま
し
た
。　

　

法
話
は
安
曇
野
市
三
郷
の

瑠る

り

こ

う

じ

璃
光
寺
副
住
職
關せ

き
こ
う
め
い

恒
明
上

人
に
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

熊
本
復
興
支
援
活
動　

①
８
月
、
塩
尻
仏
教
信
和
会
の
托
鉢

に
て
頂
い
た
浄
財
の
一
部
が
塩
尻
市

を
通
じ
、益
城
町
へ
贈
ら
れ
ま
し
た
。

②
９
月
、
当
山
副
住
職
が
浄
土
宗
青

年
僧
18
名
と
共
に
熊
本
県
南
阿
蘇
村

へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
伺
い
ま
し
た
。

　

熊
本
の
方
々
は
日
々
、
一

歩
一
歩
復
興
に
向
け
、
進

ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

阿
蘇
の
緑
濃
く
お
お
ら
か
な

山
々
は
信
州
の
山
と
は
ま
た
違
っ

た
美
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ

皆
様
に
も
観
光
で
足
を
運
ん
で
い

た
だ
き
た
い
で
す
。（
写
真
１
）

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
サ
ー

　

11
月
３
日
、
松
本
市
民
祭
に
合

わ
せ
、
中
信
地
区
仏
教
青
年
連
盟

チ
ャ
リ
テ
ィ
バ
ザ
ー
を
行
い
ま
し

た
。
多
く
の
方
に
購
入
い
た
だ
き
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

売
上
金
は
全
額
寄
付
致
し
ま
す
。

観

音
・

薬

師

祭　

  

　

　

11
月
６
日
、
善
立
寺
薬
師
・

観
音
祭
を
行
い
ま
し
た
。
今
年

の
お
楽
し
み
は
二
胡
奏
者
野

田
裕
子
さ
ん
に
よ
る
「
心
に
響

く
二
胡
の
演
奏
」（
写
真
２
）

　

秋
の
夕
暮
れ
、
本
堂
に
響
く
二
胡

の
音
色
は
大
変
趣
が
あ
り
ま
し
た
。

今
年
は
80
名
を
越
す
方
々
に
お

参
り
頂
き
ま
し
た
。
法
話
は
副

住
職
の
「
あ
な
た
の
知
ら
な
い

観
無
量
寿
経
の
世
界
」
で
し
た
。

１. 熊本地震ボランティア活動　２. 薬師・観音祭　二胡の演奏

平
成
二
十
八
年
下
半
期
の
活
動

編
集
後
記　

　

本
号
は
「
善
立
寺
の
歴
史
を
振
り
返

る
」
と
し
て
、
旧
本
堂
の
写
真
（
三
村

秀
高
様
寄
贈
）
と
現
住
職
晋
山
式
（
田

中
正
志
様
寄
稿
）
を
掲
載
い
た
し
ま
し

た
。
ま
た
対
談
記
事
の
河
原
さ
ん
と
は

い
つ
か
ゆ
っ
く
り
お
話
を
伺
い
た
か
っ

た
の
で
、
今
回
の
対
談
が
実
現
し
、
嬉

し
い
か
ぎ
り
で
す
。副

住
職　

小
路
竜
嗣

１

今年の回忌法要
1 周 忌 平 成 2 8 年
3 回 忌 平 成 2 7 年
7 回 忌 平 成 2 3 年
1 3 回 忌 平 成 1 7 年
1 7 回 忌 平 成 1 3 年
2 3 回 忌 平 成 7 年

2

※休日は混み合いますので、お早めにご連絡下さい。


