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仏教メモ

あくまで一例です。
お家の風習を大切にし、供物等も無理のない範囲でお供えください。

ろうそく
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3 仏教メモ

再掲！お盆の盆って何？

盂蘭盆について
・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。実は 1300 年も続く長い長い歴史
があるんです。

・由来は諸説あり

　正盂蘭盆（うらぼん）は、古代インド語
で「逆さ吊り」という意味だと言われてき
ました。が、由来については研究が行われ、
様々な説が発表されています。
　新説の中で有力視されているのは、古代
イラン語で霊魂を意味する「ウルヴァン」
が語源であるという説です。
　これは中央アジアで信仰されているゾロ
アスター教の「フラワシ」という精霊信仰
が当時インドから広まってきた仏教の祖霊
信仰と合わさり、シルクロードを経由して
中国、そして日本に伝わったとしています。
たしかに「逆さ吊り」より「霊魂」の方が
お盆の意味として合っているような・・・
　一方、数年前に発表された論文では、盂
蘭とはご飯を意味する「オーダナ」の音に
漢字を当てたもので、それをのせた「盆」
が「盂蘭盆」であるとする説も発表されま
した。盂蘭盆＝お供えを載せたお盆。
こちらも確かに分かりやすい説ですね。

・1300 年もの長い歴史！

　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

　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

　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？
　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。

※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。
　善立寺の盂蘭盆施餓鬼会は毎年 7/28 に行われます。ぜひお参りください。



　

今
回
は
、
前
回
に
引
き
続
い
て
群
馬

県
富
岡
市
に
あ
る
永
心
寺
副
住
職
、
見

澤
清
縁
（
み
さ
わ
せ
い
え
ん
）
さ
ん
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

見
澤
さ
ん
は
国
立
音
楽
大
学
音
楽
文

化
デ
ザ
イ
ン
学
科
創
作
専
修
（
作
曲
）

を
主
席
で
卒
業
さ
れ
た
の
ち
、
大
正
大

学
に
編
入
し
、
浄
土
宗
僧
侶
に
な
ら
れ

ま
し
た
。

　

さ
ら
に
大
正
大
学
卒
業
後
は
ド
イ
ツ

へ
音
楽
留
学
を
さ
れ
ま
し
た
！

今
回
は
そ
の
ド
イ
ツ
留
学
で
感
じ
た
宗

教
観
や
多
様
性
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
人
口
の
40%

が
無
宗
教

見
澤　

日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

な
ん
で
す
が
、
ド
イ
ツ
で
は
役
所
の
提

出
書
類
に
「
信
仰
す
る
宗
教
」
と
い
う

欄
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
統
計
で
い
う
と
、
ド
イ
ツ
人
口

の
約
40
％
が
特
定
の
信
仰
を
持
た
な
い

無
宗
教
の
人
々
で
す
。

　

た
だ
、
ひ
と
ま
と
め
に
「
無
宗
教
」

と
い
っ
て
も
、
そ
の
中
で
似
た
考
え
を

持
つ
人
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
在

し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
神
は
い
な
い
と
す
る
無
神

論
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
っ
た
り
。

　

同
じ
考
え
を
持
つ
人
た
ち
が
集
ま

り
、
そ
こ
で
ひ
と
つ
の
社
会
が
生
ま
れ

て
い
る
の
で
、「
無
宗
教
」
と
い
う
の

も
ひ
と
つ
の
宗
教
な
の
か
な
と
感
じ
ま

し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
先
生
と
の
対
話

見
澤　

ド
レ
ス
デ
ン
音
楽
大
学
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
出
身
で
敬
虔
な
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。

　

私
、
面
接
の
と
き
、
履
歴
書
の
「
そ

の
他
」
の
欄
に
「
仏
教
の
僧
侶
で
す
」

と
書
い
て
ま
し
て
。
そ
れ
は
そ
れ
は
興

味
津
々
の
顔
を
さ
れ
ま
し
た
ね
。

「
な
ん
で
お
坊
さ
ん
が
こ
こ
に
？
！
」

と
驚
か
れ
ま
し
た
。

小
路　

そ
り
ゃ
驚
か
れ
ま
す
よ
。

見
澤　

入
学
後
も
そ
の
先
生
と
は
お
互

い
の
宗
教
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
話
を

し
ま
し
た
。

　

で
も
、
お
互
い
に
信
仰
を
押
し
付
け

合
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
。

　

実
際
、
先
生
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
考

え
方
を
聞
い
て
「
違
う
な
」
と
思
う
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

先
生
も
私
の
仏
教
話
を
聞
い
て
、
違

う
な
と
思
う
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

先
生
自
身
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
多

い
フ
ラ
ン
ス
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
移
住

見澤清縁（みさわ せいえん）　

国立音楽大学音楽文化デザイン学科
創作専修（作曲）を主席で卒業後、

大正大学に編入、浄土宗僧侶資格取得
大学卒業後はドイツ・ドレスデン音楽大学

に音楽留学し、作曲を学ぶ
現在は僧侶として永心寺副住職

現代音楽作曲家として、作曲活動や
演奏会など精力的に行う

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

インタビュアー

これが私の生きる道（後編）
永心寺副住職 /現代音楽作曲家

見澤清縁
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5

さ
れ
た
の
で
、
同
じ
宗
教
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ー
と
し
て
私
の
信
仰
を
大
切
に
し

て
く
れ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

ひ
と
ま
と
め
に
し
な
い

見
澤　

ド
イ
ツ
は
無
宗
教
者
が
多
い
と

い
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
政
治
の
話

に
は
宗
教
問
題
が
隠
れ
て
い
た
り
し
ま

す
。

　

例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
問
題
に

な
っ
て
い
る
移
民
問
題
で
す
。
ド
イ
ツ

の
移
民
反
対
派
は
移
民
が
非
白
人
だ
か

ら
反
対
し
て
い
る
の
か
。
ア
ラ
ブ
人
だ

か
ら
な
の
か
。
そ
れ
と
も
イ
ス
ラ
ム
教

徒
だ
か
ら
反
対
し
て
い
る
の
か
。

　

と
、「
移
民
」
と
い
う
言
葉
ひ
と
つ

で
も
、
一
人
ひ
と
り
受
け
取
り
方
が
異

な
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
話
を
す
る
必

要
が
あ
る
な
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

小
路　

な
る
ほ
ど
。
私
た
ち
は
な
ん
で

も
単
純
化
し
て
、
ひ
と
ま
と
め
に
考
え

て
し
ま
い
が
ち
で
す
よ
ね
。

見
澤　

は
い
。
例
え
ば
、
ひ
と
ま
と
め

に
「
イ
ス
ラ
ム
教
徒
」
と
い
っ
て
も
、

一
人
ひ
と
り
信
仰
が
異
っ
て
い
ま
す
。

　

私
の
友
人
に
は
敬
虔
な
イ
ス
ラ
ム
教

徒
の
男
性
が
い
ま
す
。

　

彼
は
礼
拝
の
時
間
に
な
る
と
、
真
夜

中
で
あ
っ
て
も
起
き
て
、
礼
拝
を
す
る

く
ら
い
敬
虔
な
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
し

た
。

　

ラ
マ
ダ
ン
※
の
中
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
ア
ラ
ブ
よ
り
（
緯
度
が
高
く
て
）
日

が
長
い
か
ら
つ
ら
い
」
と
笑
い
つ
つ
、

厳
格
に
守
っ
て
ま
し
た
。

　

と
、
そ
の
一
方
、
彼
と
は
対
照
的
な

熱
心
で
な
い
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
友
人
も

い
ま
し
た
。

　

一
度
、
敬
虔
な
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
彼

に
、「
熱
心
で
は
な
い
彼
の
こ
と
は
ど

う
思
う
の
？
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、

彼
は

　
「
私
の
信
仰
は
私
と
神
と
の
問
題
。

彼
の
信
仰
は
彼
と
神
と
の
問
題
。
私
と

彼
と
の
問
題
で
は
な
い
ん
だ
。
だ
か
ら

彼
は
私
の
大
切
な
友
達
だ
よ
」
と
。

　

そ
れ
を
聞
い
て
私
も
そ
う
か
！
な
る

ほ
ど
！
と
思
い
ま
し
た
。

　

信
仰
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
と
神
仏

と
の
関
係
で
あ
り
、
信
仰
や
宗
教
そ
の

も
の
が
違
っ
て
も
、
私
た
ち
は
分
か
り

会
え
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
や
り
た
い
こ
と

小
路　

見
澤
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
や
り
た

い
こ
と
は
な
ん
で
す
か
？

見
澤　

ド
イ
ツ
に
は
「
ド
ナ
ウ
エ
ッ
シ

ン
ゲ
ン
」
と
い
う
有
名
な
音
楽
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
週
末
、
ド
イ
ツ
に
あ
る
片
田

舎
の
体
育
館
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
著

名
な
音
楽
家
と
楽
団
が
集
ま
り
コ
ン

サ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。
日
本
の
お
寺
で

も
そ
の
よ
う
な
音
楽
活
動
が
で
き
た
ら

い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
は
寺
院
名
鑑
（
※
浄
土
宗
寺
院
が
一

覧
で
き
る
本
）
を
見
な
が
ら
、
一
つ
一

つ
の
お
寺
に
「
演
奏
会
し
て
み
ま
せ
ん

か
？
」
と
電
話
営
業
を
し
て
い
ま
す
。

○
ま
と
め

自
分
の
道
を
自
分
の
力
で
道
を
切
り
開
い
て

い
く
見
澤
さ
ん
。
修
行
時
代
か
ら
エ
ネ
ル

ギ
ッ
シ
ュ
な
方
で
し
た
が
、
留
学
を
経
て
一

層
大
き
く
な
ら
れ
た
と
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
の
ご
活
躍
を
応
援
し
て
お
り
ま
す
！

浄土宗　道法山 永心寺

創建は前田利意が祖母である

「明運院殿照誉永心大禅定尼」

の菩提を弔う為に開いたもの。

寺名もそれに由来する。

上州観音霊場第二十番

住所： 群馬県富岡市七日市 884

※
ラ
マ
ダ
ン
：
日
の
出
か
ら
日
の
入
り
ま
で
絶
食
す
る
期
間



怪
談
の
中
の
お
坊
さ
ん　

～
番
町
皿
屋
敷
～

　後楽園・東京ドームから歩
いて 10 分ほど、東京都文京
区小石川にある浄土宗寺院。
　開山は浄土宗七祖の聖冏
（しょうげい）上人
　芝増上寺、上野寛永寺に続
く徳川将軍家の菩提寺です。
　寺名の「伝通院」は徳川家
康公の生母、於大の方の戒名
『伝通院殿光岳蓉誉智光』か
ら。
　江戸時代は僧侶養成学校と

して、また現在は宗門学校で
ある淑徳中高等部が併設され
ています。
　江戸末期には山内で新撰組
の前身である浪士組が結成さ
れました。
　文学作品で言及されること
も多く、上段の「番町更屋敷」
以外にも、永井荷風の「伝通
院」、二葉亭四迷「平凡」、夏
目漱石「こころ」などにも登
場します。

行っ
て

きま
した

家
宝
の
皿
を
割
っ
て
し
ま
い
、
井
戸
に
落
と
さ
れ
、
亡
く
な
っ
た

お
菊
さ
ん
の
霊
が
出
た
段
に
て

〜
そ
の
後
も
屋
敷
内
で
皿
数
え
の
声
が
続
く
と
い
う
の
で
、
伝
通
院
の

聖し
ょ
う
げ
い冏

上
人
に
鎮
魂
の
読
経
を
依
頼
し
た
。

　
あ
る
夜
、
聖
冏
が
読
経
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
皿
を
数
え
る
声
が

「
八
つ
…
…
九
つ
…
…
」、
そ
こ
で
す
か
さ
ず
聖
冏
は
「
十
」
と
付
け
加

え
る
と
、
菊
の
亡
霊
は
「
あ
ら
う
れ
し
や
」
と
言
っ
て
消
え
失
せ
た
と

い
う
〜

お
菊
さ
ん
を
成
仏
さ
せ
た
の
は

浄
土
宗
七
祖　

聖
し
ょ
う
げ
い冏
上
人

　
一
枚
、
二
枚
、
三
枚
…
…
。
江
戸
怪

談
と
し
て
有
名
な
「
番
町
皿
屋
敷
」
の

後
日
談
に
は
、
浄
土
宗
七
祖
で
あ
る
聖

冏
（
し
ょ
う
げ
い
）
上
人
が
登
場
し
ま

す
。

　
こ
の
中
で
聖
冏
上
人
は
お
菊
さ
ん
の

霊
を
機
転
の
効
い
た
方
法
で
救
い
出
し

ま
す
。

　
聖
冏
上
人
は
徳
川
将
軍
家
の
菩
提
寺

で
あ
る
大
本
山
増
上
寺
、
伝
通
院
を
開

か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
学
問
に
お
い
て

も
多
く
の
著
書
を
残
さ
れ
、
浄
土
宗
の

教
え
を
ま
と
め
伝
え
る
「
五
重
相
伝
」

や
浄
土
宗
僧
侶
養
成
機
関
の
創
立
も
行

う
な
ど
、
稀
代
の
名
僧
で
し
た
。

　
そ
し
て
、
お
菊
さ
ん
の
霊
を
倒
す
の

で
は
な
く
、
悔
い
を
取
り
除
き
、
救
う

と
い
う
解
決
法
も
、
阿
弥
陀
様
に
救
っ

て
い
た
だ
く
浄
土
宗
の
僧
侶
ら
し
い
と

感
じ
ら
れ
る
点
で
す
。

浄土宗
小
こいしかわ　でんづういん

石川伝通院

徳川家墓所
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長野県のプロジェクトにお寺として唯一参加してます！

善立寺は赤ちゃんウェルカムです！

長野県×「We ラブ赤ちゃんプロジェクト」

ご寄進をいただきました

西尾可様	 西尾美津子様
西尾雅裕様	 西尾崇様	 より、

○大香炉１基（写真 1）
○摂益文	けやき製聯

れん

一対（写真 2,3）

をご寄進いただいました。

当山にて末永く使わせていただきます。

誠にありがとうございました。

お知ら
せ

①

②③

お知ら
せ

善立寺永代供養塔が完成いたしました。
　これまで、善立寺には個別墓地以外に御
遺骨を供養する場所がなく、墓地の後継者
がいない方、墓じまいをお考えの皆様等に
は、たいへんご心労をおかけしてまいりま
した。
　完成以後、既に多くのご相談をいただい
ております。皆様「相談できてよかった。
これから安心して過ごせます」と晴れやか
なお顔でお帰りになっていただいておりま
す。
お気軽にお問い合わせください。

永代供養塔が完成しました

お問い合わせ先 /善立寺：0263-53-2645

ポスターも貼ってます

　これは昨年から長野県主導で始まった「赤ちゃ
んの泣き声を温かく見守ろう」というプロジェク
トです。多くの公共施設や飲食店が参加していま
すが、善立寺は現在お寺として唯一さんかしてい
ます。
　先立たれた方も、久しぶりに集まってくれたお
孫さんやひ孫さんのお顔をゆっくり見て、お声を
聞きたいと思われてるはずです。
　赤ちゃんの泣き声はその子にとっての「南無阿
弥陀仏」のお念仏だと思っております。法要中に
泣かれても、お気になさらないでくださいね。

皆様の安心のために
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修
正
会

　
１
月
７
日
、
年
始
法
要
の
修
正
会

（
し
ゅ
し
ょ
う
え
）
を
執
り
行
い
、

檀
信
徒
の
皆
様
と
一
年
の
家
内
安
全

と
御
多
幸
を
お
祈
り
致
し
ま
し
た
。

松
本
浄
土
宗
青
年
会
主
催

僧
俗
合
同
別
時
念
仏
会

　
３
月
７
日
、
松
本
浄
土
宗
青
年
会

主
催
で
僧
俗
合
同
別
時
念
仏
会
を
当

山
に
て
行
い
ま
し
た
。

　
当
日
は
40
名
近
い
方
に
参
加
い
た

だ
き
、
一
心
に
お
念
仏
を
お
唱
え
し

ま
し
た
。

　
法
要
後
、
感
想
を
伺
う
と
、「
と

て
も
良
い
時
間
を
過
ご
せ
ま
し
た
」、

「
心
が
洗
わ
れ
ま
し
た
」、「
良
い
機

会
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
」
と

い
っ
た
お
言
葉
を
数
多
く
い
た
だ

き
、
共
に
お
念
仏
を
お
唱
え
す
る
こ

と
の
素
晴
ら
し
さ
を
改
め
て
実
感
し

ま
し
た
。

　
皆
さ
ま
、
ご
参
加
い
た
だ
き
、
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

塩
尻
仏
教
信
和
会
托
鉢
行

花
祭
り
法
要

　

４
月
上
旬
、
塩
尻
仏
教
信
和
会

の
托
鉢
行
を
行
い
ま
し
た
。
い
た

だ
い
た
浄
財
は
花
祭
り
法
要
の
運

営
資
金
と
し
て
、
ま
た
塩
尻
市
社

会
福
祉
協
議
会
、
東
日
本
大
震
災
・

熊
本
地
震
へ
の
義
捐
金
と
し
て
小

口
塩
尻
市
長
に
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

塩
尻
青
年
僧
有
志
の
会

チ
ャ
リ
テ
ィ
バ
ザ
ー

　
６
月
２
日
、
塩
尻
造
花
感
謝
祭
に

て
毎
年
恒
例
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
バ
ザ
ー

を
行
い
ま
し
た
。

　
今
年
も
大
勢
の
方
に
ご
協
力
い
た

だ
き
、
用
意
し
た
物
品
は
完
売
し
ま

し
た
。
ま
た
、
後
日
、
売
上
の
一
部

を
塩
尻
市
図
書
館
に
寄
贈
し
、
児
童

書
の
購
入
費
用
に
充
て
て
い
た
だ
い

て
ま
す
。

　
本
会
は
善
立
寺
・
郷
福
寺
・
長
興

寺
・
東
漸
寺
・
西
福
寺
・
興
龍
寺
の

各
寺
院
副
住
職
、
６
名
で
活
動
し
て

い
ま
す
。

お
て
つ
ぎ
団
体
参
拝

　
６
月
４
～
６
日
、
浄
土
宗
松
本
組

の
お
て
つ
ぎ
団
体
参
拝
に
檀
信
徒
の

皆
様
と
参
加
し
ま
し
た
。
大
改
修
中

の
知
恩
院
御
影
堂
は
囲
い
も
取
れ
、

現
在
は
内
部
の
工
事
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
落
慶
は
来
年
春
。

　
当
山
で
も
来
年
の
秋
に
は
参
拝
旅

行
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
追
っ

て
ご
案
内
致
し
ま
す
。

そ
の
他

・
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
活
動

・
Ｗ
Ｅ
ラ
ブ
赤
ち
ゃ
ん
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

令
和
元
年
上
半
期
の
活
動

編
集
後
記
　

　
今
回
の
巻
頭
記
事
は
お
檀
家
様
か
ら

ご
要
望
が
多
か
っ
た
お
盆
の
精
霊
棚
の

飾
り
方
を
再
編
集
し
て
掲
載
い
た
し
ま

し
た
。
皆
さ
ま
か
ら
の
声
が
こ
の
寺
報

の
支
え
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
紙
面
に
載
り
き
ら
な
い
情
報
は

公
式
サ
イ
ト
に
て
随
時
更
新
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

副
住
職
　
小
路
竜
嗣

2 0 1 9 年 の 回 忌 法 要 早 見 表
1 周忌 平成 30 年 (2018) 没
3 回忌 平成 29 年 (2017) 没
7 回忌 平成 25 年 (2013) 没
13 回忌 平成 19 年 (2007) 没
17 回忌 平成 15 年 (2003) 没
23 回忌 平成 9年 (1997) 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おてつぎ団体参拝　総本山知恩院

①僧俗合同別時念仏会

③塩尻青年僧の会　チャリティバザー

善立寺公式サイト：https://zenryuji-jodo.com

②塩尻仏教信和会托鉢行

公式サイト

QR コード
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