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浄土宗方便山善立寺

第 1 2 号
平 成 三 十 年 盆 号

龍興院副住職 /臨床宗教師　大島慎也（37 歳）
善立寺副住職　小路竜嗣（32歳）

香 蓮こうれん

「臨床宗教師、それは病院で活動する宗教者」

巻頭 /仏教メモ

echo

木魚とインゲン豆の不思議な関係

おてらで使う楽器 ?



仏教メモ

　お寺と言ったら木魚！というイメージですが、
使われるようになったのは、江戸時代になってから。
実は最も新しい鳴り物です。
　江戸時代、黄檗宗を開いた隠

いんげん
元禅師（1592-1673）

が日本に持ち込んだのが始まりです。隠
いんげん
元和尚、その名

の通り、インゲンマメも日本に持ち込み、広めました。

木魚とインゲン豆の不思議な関係

おてらで使う楽器 ?

木魚とインゲンマメを広めたのは同じ人

木
も く ぎ ょ

魚

魚
ぎょばん

板

　魚板は木魚のもとになった、その名の通り魚型の板です。
本堂外などに吊り下げられ、起床時や法要など、時間を知
らせる合図として今も用いられています。
Q. なぜ木魚も魚板も魚がモチーフなの？
　古来、魚にはまぶたがないため、眠らないと考えられお
り、勤勉や精進の象徴として用いられました。
　口にくわえた球は煩悩を表し、背を叩くことで煩悩を吐
き出すという意味があります。

伏
ふせがね

鉦
法要では様々な楽器（ 鳴り物 ） を使い分けます。

今回はそんな鳴り物についてまとめました。

　第二次大戦後、木魚は打楽器として西洋音楽にも取り
入れられました。
　初めにジャズドラマーが使い始め、その後、オーケス
トラや吹奏楽などでも用いられるようになりました。
”木魚 ” ではなく、「テンプル・ブロック」、「ウッド・ブ
ロック」などと呼ばれています。

オーケストラで使われることも！

by Qniemiec
テンプル・ブロック

おてらに吊り下げられたたい焼き？

魚板
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3 仏教メモ

元々は吊り下げて使う鉦を
床に伏せて使ったことから「ふせがね」
と呼ばれるようになりました。
木魚が誕生する前から使われており、
現在でもお念仏を唱える際は伏鉦を使います。

伏
ふせがね

鉦

空
く う や し ょ う に ん

也上人（903 ～ 972）

鏧
きん

　鏧
きん
にはメトロノームのような役割があります。

打つ間隔により、お経を読むスピードを整え、大きな法要で
も、お唱えが揃うようにします。
　また、音叉のように、音程を確認することにも使われ、
ミやソなどに音階が調整されている鏧

きん
もあります。

平安時代の念仏聖、空也上人が胸元に下げているのが鉦です。
上人はこの鉦を鳴らしながら諸国を行脚されました。
また、お念仏の一声一声が仏様の形になったという伝承から、
口から仏様が生まれている像が作られました。

鉦を打つ棒を撞
しゅもく
木といいます。

形がそっくりなシュモクザメの名前の由来です。

撞
し ゅ も く

木

ゴ～ンという音には
メトロノームや音叉の役割が…

昔の名残りで吊下用の穴がついてます

お念仏といえば古来からこれ！

撞木 シュモクザメの頭

空也上人像

特徴的な形からサメの名前にも…



今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
前
回
に

引
き
続
き
、
東
京
都
墨
田
区
龍

興
院
副
住
職
、
大
島
慎
也
上
人
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
宗
教
者
が
公
立
病
院
内
で

宗
教
活
動
を
行
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
、
変
わ
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
。
今
回
は
そ
の
新
し
い
活

動
「
臨
床
宗
教
師
」
に
つ
い
て
伺
い
ま

す
。

タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
僧
侶

善
立
寺
副
住
職
小
路
（
以
下
、
小
路
）

　
病
院
っ
て
、
私
た
ち
僧
侶
を
タ
ブ
ー

視
す
る
場
所
で
す
よ
ね
。
率
直
に
言
っ

て
、
病
院
が
協
力
し
て
い
た
だ
け
た
こ

と
に
驚
き
ま
し
た
。

龍
興
院
副
住
職
大
島
慎
也
上
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
以
下
、
大
島
）

　
そ
う
で
す
ね
。
病
院
と
お
坊
さ
ん
、

と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ

ま
す
ね
。
私
も
大
学
病
院
に
勤
め
て
い

る
時
、
腕
に
数
珠
を
付
け
て
い
た
だ
け

で
上
司
に
「
外
し
な
さ
い
」
と
怒
ら
れ

ま
し
た
。

　
そ
の
一
方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
系
病
院

で
は
チ
ャ
プ
レ
ン
（
院
内
牧
師
）
が
長

年
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
臨
床
宗
教
師
は
日
本
型
チ
ャ
プ

レ
ン
を
創
立
し
よ
う
と
、
東
北
大
学
と

各
病
院
の
ご
協
力
に
よ
り
行
っ
て
い
ま

す
。

　
私
は
現
在
、
地
方
の
が
ん
セ
ン
タ
ー

で
臨
床
宗
教
師
と
し
て
活
動
し
て
い
ま

す
。

臨
床
宗
教
師
と
は

小
路
　
臨
床
宗
教
師
と
は
ど
ん
な
活
動

を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

大
島
　
ま
ず
結
論
か
ら
言
う
と
、
具
体

的
な
布
教
活
動
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
患
者
さ
ん
か
ら
「
あ
な
た
の
宗
派
は

ど
の
よ
う
な
教
え
で
す
か
」
と
聞
か
れ

た
ら
、浄
土
宗
の
教
え
は
説
明
し
ま
す
。

し
か
し
、
浄
土
宗
を
勧
め
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
日
本
人
が
持
つ
漠
然
と
し

た
死
生
観
や
共
通
認
識
と
し
て
「
あ
の

世
」
の
話
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

　
患
者
さ
ん
ご
自
身
の
お
話
を
聞
い
た

り
、
私
た
ち
宗
教
者
と
対
話
を
す
る
こ

と
で
、
心
を
癒
や
し
、
安
心
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

小
路
　
な
る
ほ
ど
。
院
内
で
生
死
に
つ

い
て
話
し
合
え
る
こ
と
そ
の
も
の
が
革

新
的
で
す
ね
。
今
の
私
た
ち
僧
侶
は
檀

家
さ
ん
が
ご
自
宅
に
い
る
頃
は
一
緒
に

手
を
合
わ
せ
た
り
、
念
仏
を
唱
え
る
こ

大島慎也（おおしま　しんや）
1980 年生　37 歳　

学習院大学法学部卒業後、
日本歯科大学にて歯科医師免許取得

大正大学大学院仏教学科修了
現在は僧侶として龍興院副住職
歯科医として家業の大島歯科医院
また、臨床布教師としての活動など

多岐に渡って活動を行っている

善立寺副住職　小路竜嗣　32 歳
信州大学大学院工学系研究科卒
㈱リコーに入社。開発者として勤務
増上寺にて加行成満
大島上人とは修行道場の同期

インタビュアー
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と
が
で
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
一
旦
、
入
院
さ
れ
る
と
僧

侶
と
し
て
お
会
い
す
る
こ
と
が
難
し
く

な
り
ま
す
。

　
特
に
院
内
で
は
生
死
に
つ
い
て
話
す

こ
と
自
体
が
は
ば
か
ら
れ
、
本
当
に
心

の
支
え
が
必
要
な
と
き
に
寄
り
添
え
な

い
こ
と
に
私
も
心
苦
し
い
想
い
を
し
て

い
ま
す
。

　
お
話
を
伺
う
と
、
臨
床
宗
教
師
が
そ

ん
な
現
状
を
打
破
す
る
き
っ
か
け
に

な
っ
て
く
れ
る
の
で
は
と
感
じ
ま
す
。

死
は
敗
北
な
の
か

大
島
　
私
は
歯
科
医
で
あ
り
、
僧
侶
で

あ
る
の
で
よ
く
思
う
こ
と
な
の
で
す

が
、

生
き
る
と
き
の
道
標
が
お
医
者
さ
ん
。

死
ぬ
と
き
の
道
標
が
お
坊
さ
ん
な
の
で

は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
今
の
医
学
は
、
な
ん
と
か
生
き
な
が

え
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
お
医
者
さ

ん
は
「
病
気
に
勝
ち
ま
し
ょ
う
」
と
言

い
ま
す
。

　
し
か
し
、
私
た
ち
は
最
後
に
は
必
ず

死
に
ま
す
。
生
死
を
勝
ち
負
け
で
考
え

る
と
、
私
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
安
心
を

得
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

死
の
救
済

大
島
　
死
ぬ
こ
と
は
本
能
的
に
怖
い
こ

と
で
す
。
末
期
ガ
ン
の
患
者
さ
ん
の
お

話
を
聞
く
と
、
皆
さ
ん
死
が
怖
い
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
眠
れ
な
く
な
っ
た

り
、「
私
が
死
ん
だ
ら
お
父
さ
ん
は
ど

う
す
る
の
か
」
と
家
族
が
心
配
に
な
っ

た
り
。
す
る
と
自
然
と
あ
の
世
の
話
が

出
て
く
る
。

”

死
ん
だ
奥
さ
ん
が
枕
元
に
立
っ
て
い

た
。”“

夢
で
死
ん
だ
あ
と
の
世
界
を
み

ま
し
た
。”

と
い
う
お
話
を
よ
く
さ
れ
ま
す
。

　
そ
う
す
る
と
、
み
な
さ
ん
な
ん
と
な

く
安
心
さ
れ
る
ん
で
す
。

　
死
ん
で
終
わ
り
、
無
に
な
り
ま
す
。

で
は
な
く
、
死
ん
だ
ら
次
の
世
界
が
あ

る
と
い
う
こ
と
に
私
た
ち
は
安
心
す

る
。

　
亡
く
な
っ
て
も
会
え
る
ん
だ
！
と
い

う
希
望
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
が
医
学

で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
私

た
ち
宗
教
者
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

　
勝
ち
負
け
と
い
う
価
値
観
で
は
な

く
、
死
を
受
け
入
れ
て
、
幸
せ
に
な
る
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
宗
教
の
力
が
あ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
感
じ
ま
す
。

だ
か
ら
今
伝
え
た
い
！

大
島
　
だ
か
ら
こ
そ
、
生
き
て
い
る
う

ち
に
お
伝
え
し
た
い
！
と
い
つ
も
思
っ

て
い
ま
す
。

　
お
釈
迦
様
は
生
き
て
い
る
私
た
ち
を

救
う
た
め
に
仏
教
を
遺
し
て
く
れ
た
ん

で
す
か
ら
。

　
仏
教
＝
お
葬
式
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
以

上
に
、
こ
れ
か
ら
仏
教
は
様
々
な
場
面

に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
私
た
ち
僧
侶
も
も
っ
と
活
動
の

場
が
広
が
る
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り

～
取
材
を
終
え
て
～

　
僧
侶
と
し
て
、
歯
科
医
と
し
て
、
そ

し
て
臨
床
宗
教
師
と
し
て
活
動
さ
れ
て

い
る
大
島
上
人
。
取
材
中
も
活
動
に
つ

い
て
、
熱
意
と
優
し
さ
を
も
っ
て
お
話

さ
れ
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。
こ
れ
か

ら
も
大
島
上
人
の
活
動
に
注
目
し
て
い

き
た
い
で
す
。
　
副
住
職
　
小
路
竜
嗣



方
丈
記
の
中
に　

～
鴨

か
も
の
ち
ょ
う
め
い

長
明
が
見
た
平
安
末
期
～

　法然上人が比叡山から都に
下りて、最初に草庵を設けた
のが金

こんかいこうみょうじ
戒光明寺の始まりで

す。
　元々は光明寺という名前で
したが、第８世運空上人が後
光厳天皇に戒を授けた際に、
「金戒」という名を賜り、以後、
金戒光明寺と呼ばれるように
なりました。
　幕末には京都守護職、会津
藩の本陣となり、現在でも戊

辰戦争で没した会津藩士の菩
提を弔っています。
　また、境内には
「五

ご こ う し ゆ い あ み だ ぶ つ ぞ う
劫思惟阿弥陀仏像」とい

うアフロ頭の珍しい仏像があ
ります。
　これは阿弥陀仏が五劫とい
う長い年月、人々を救う手立
てを考えてる様子を表現した
もので、あまりの時の長さで
阿弥陀様の髪の毛（螺髪）が
伸び、アフロになっています。

行っ
て

きま
した

養
和
の
大
飢
饉
（
一
一
八
一
年
）

（
中
略
）

 

ま
た
、
た
い
そ
う
あ
わ
れ
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
愛
す
る
相
手
を
も
つ
男
女
が
、
そ
の
想
う
心
が
深
い
方
が
必
ず
先
に

死
ぬ
の
だ
。
そ
の
理
由
は
、
自
分
の
こ
と
を
後
に
し
て
、
ご
く
ま
れ
に

手
に
入
れ
た
食
べ
物
を
、
想
う
相
手
に
譲
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
　

　
従
っ
て
、
親
と
子
供
で
は
決
ま
っ
て
、
親
が
先
に
死
ぬ
。
ま
た
母
親

が
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
と
も
知
ら
な
い
で
あ
ど
け
な
い

子
供
が
母
親
の
乳
房
に
吸
い
つ
い
て
い
る
の
も
い
る
。

法
然
上
人
と
同
じ
時
代
を

生
き
た
鴨
長
明

　

鴨
長
明
が
著
し
た
方
丈
記
に
は
平
安

末
期
に
起
き
た
自
然
災
害
が
数
多
く
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
一
つ
、
養

和
の
大
飢
饉
は
一
一
八
一
年
に
起
き
ま

し
た
。
こ
の
年
は
干
ば
つ
や
洪
水
な
ど
が

重
な
り
、
都
は
想
像
を
絶
す
る
大
飢
饉

に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

　
飢
え
た
貴
族
が
金
を
売
り
に
出
し
て
も

買
う
者
は
お
ら
ず
、
同
量
の
栗
の
方
が

値
が
高
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

都
の
惨
状
を
哀
れ
み
、
仁
和
寺
の
僧

侶
た
ち
が
死
体
を
見
る
度
に
、
そ
の
額

に
成
仏
で
き
る
よ
う
、「
阿
」
の
字
を
書

き
、
そ
の
数
を
数
え
た
と
こ
ろ
、
２
ヶ

月
で
４
万
２
千
人
に
も
な
っ
た
そ
う
で

す
。

　
ま
さ
に
そ
の
頃
、
富
を
持
た
な
く
て
も
、

ど
ん
な
悲
痛
な
最
期
で
あ
っ
て
も
、
お

念
仏
を
唱
え
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
に
救
わ

れ
、
極
楽
に
往
生
で
き
る
と
説
い
た
法

然
上
人
が
当
時
の
民
衆
を
中
心
に
急
速

に
広
ま
っ
た
理
由
が
わ
か
り
ま
す
。

浄土宗大本山
金
こんかいこうみょうじ

戒光明寺
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塩尻仏教信和会主催 托鉢の御礼

　5月 12 日、広丘吉田の高野山真言宗光明寺
にて、お花祭りが執り行われました。
　戦没者遺族会の皆様・塩尻市長様・当山総代
様など、多数ご参加をいただき、お花祭りと戦
没者慰霊法要、東日本大震災・熊本地震慰霊法
要が併せて行われました。
そして、皆様から頂いたご浄財から、
○社会福祉援護資金	 20 万円
○東日本大震災義援金	 20 万円
○熊本地震義援金	 	 10 万円

が塩尻市長様に手渡されました。

　先日、当会宛に福島県南相馬市立小学校からお礼の手紙をいただきました。
皆様から頂いた浄財と、温かいお気持ちは被災地にしっかり届けられ、復興に役立っており
ます。塩尻仏教信和会では、今後もこの托鉢行を中心に、宗派の枠を越えて、社会に貢献す
る活動を行ってまいります。この度はご協力、誠にありがとうございました。

※次回、広丘・原新田地区にて托鉢を行うのは５年後になります。
　また、その際のお花祭り法要は善立寺にて執り行う予定です。

　4月 4日、塩尻仏教会主催の托鉢で、原新
田・野村の皆様の御宅を回らせていただきま
した。
　どのご家庭にも暖かく迎えていただいたと
他のご住職方から御礼をいただきました。皆
様ありがとうございました。
　また、お待ちいただいたのに回ることがで
きなかった御宅がございましたこと、この場
を借りてお詫び申し上げます。

ご協力ありがとうございました。

お花祭り法要について

南相馬市立小学校よりお礼のお手紙をいただきました

善立寺住職
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修

正

会

　

１
月
７
日
、
当
山
年
始
の
法
要
、

修
正
会
（
し
ゅ
し
ょ
う
え
）
を
執
り

行
い
ま
し
た
。
正
月
に
修
め
る
法
会

か
ら
修
正
会
と
呼
ば
れ
ま
す
。
大

勢
の
皆
様
と
と
も
に
、
本
年
の
平

穏
と
ご
多
幸
を
祈
念
致
し
ま
し
た
。

塩

尻

托

鉢

行

　
４
月
３
か
ら
11
日
ま
で
塩
尻
仏
教

信
和
会
主
催
、
托
鉢
行
を
行
い
ま

し
た
。
ま
た
、
４
月
４
日
に
は
野

村
・
原
新
田
の
善
立
寺
檀
信
徒
の
皆

様
の
ご
自
宅
に
も
伺
わ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
い
た
だ
き
ま
し
た

浄
財
は
５
月
12
日
の
花
祭
り
法
要

の
開
催
費
用
と
し
て
、
ま
た
一
部

を
塩
尻
市
社
会
福
祉
協
議
会
に
寄

贈
い
た
し
ま
し
た
。
皆
様
の
温
か

な
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

関
東
ブ
ロ
ッ
ク

　
　
浄
土
宗
青
年
会
研
修
会　

　

 

５
月
31
日
、
松
本
ホ
テ
ル
ブ
エ

ナ
ビ
ス
タ
に
て
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
浄
土

宗
青
年
会
の
研
修
会
が
行
わ
れ
、
関

東
圏
よ
り
２
０
０
名
あ
ま
り
の
青
年

僧
が
集
ま
り
ま
し
た
。
当
山
法
類
の

常
照
寺
吉
水
上
人
が
大
会
実
行
委
員

長
を
、
当
山
副
住
職
が
事
務
局
長
を

務
め
ま
し
た
。

寺
内
の
安
全
設
備
追
加

○
本
堂
欄
干
の
小
児
落
下
防
止
柵

　
本
堂
外
の
欄
干
の
間
が
大
き
く
、

お
参
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
お
子
様

に
は
危
険
と
い
う
こ
と
で
、
欄
干

に
柵
を
設
け
ま
し
た
。(

写
真
③
）

○
会
館
内
の
段
差
軽
減

　

こ
れ
ま
で
会
館
と
ト
イ
レ
間
の

経
路
に
大
き
な
段
差
が
あ
り
、
つ

ま
ず
か
れ
た
り
、
お
足
の
悪
い
方

に
と
っ
て
は
辛
い
高
さ
で
し
た
。

　

今
回
、
そ
の
段
差
に
小
階
段
と

手
す
り
を
新
設
し
ま
し
た
。
制

作
は
当
山
総
代
の
小
澤
進
様

が
作
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

善
立
寺
・
善
立
寺
檀
信
徒
会

で
は
、
今
後
も
皆
様
に
安
全
か

つ
快
適
に
お
参
り
い
た
だ
け
る

よ
う
、
寺
内
環
境
の
改
善
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
（
写
真
④
⑤
）

お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
活
動

　

仏
様
に
い
た
だ
い
た
「
お
さ
が

り
」
を
ひ
と
り
親
の
ご
家
庭
や
施

設
、
こ
ど
も
食
堂
な
ど
に
お
す
そ
わ

け
す
る
「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
活

動
」。
奈
良
の
浄
土
宗
寺
院
か
ら
始

ま
っ
た
活
動
が
今
、
全
国
に
広
が
っ

て
い
ま
す
。
当
山
で
は
皆
様
か
ら
頂

い
た
お
供
物
を
長
野
県
内
の
フ
ー
ド

バ
ン
ク
に
お
す
そ
わ
け
し
て
ま
す
。

平
成
三
十
年
度
　
上
半
期
の
活
動

編
集
後
記　

　

先
日
、
善
立
寺
公
式
サ
イ
ト
を
制
作

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
も
記
事
を
ご
覧
い

た
だ
け
る
よ
う
に
更
新
し
て
お
り
ま

す
。
ぜ
ひ
御
覧
く
だ
さ
い
。

　

仏
教
は
と
て
も
お
も
し
ろ
い
で
す
。

こ
の
香
蓮
が
仏
教
に
興
味
を
持
つ
き
っ

か
け
と
な
れ
ば
と
願
い
、
今
後
も
制
作

を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

副
住
職　

小
路
竜
嗣

本年の回忌法要早見表
1 周忌 平成 29 年 (2017) 没
3 回忌 平成 28 年 (2016) 没
7 回忌 平成 24 年 (2012) 没
13 回忌 平成 18 年 (2006) 没
17 回忌 平成 14 年 (2002) 没
23 回忌 平成 8年 (1996) 没

※休日は混み合いますので、お早めにご相談下さい。

①盆施餓鬼会

④トイレ前の小階段⑤本堂階段前の小階段

②托鉢の様子 ①修正会

③本堂欄干の落下防止柵

善立寺公式サイト：http://zenryuji-jodo.com
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