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浄土宗方便山善立寺

第 1 3 号
平成三十一年正月号

香 蓮こうれん

巻頭 /仏教メモ
ユネスコ無形文化遺産登録記念！

日本の来訪神 !

永心寺副住職 /作曲家　見澤清縁
善立寺副住職　小路竜嗣

「これが私の生きる道」
echo



仏教メモ

　秋田県男鹿（おが）半島に伝わる行事。大晦日、「悪
い子はいねーか」と家を回る。家の者は丁重にもてなし、
今年の悪事を釈明し、お酒などを振る舞い送り出す。
　語源は囲炉裏にあたってできた低温やけどの方言「ナ
モミ」をはぐ「ナモミはぎ」がなまり「なまはげ」と呼
ばれるように。秋田といえばなまはげというイメージで
すが、実は秋田全体の文化ではなく、男鹿半島独自のも
の。

ユネスコ無形文化遺産登録記念！

 日本の来訪神！

実は鬼じゃなくて神様

なまはげ / 秋田

　佐賀県見島（みしま）に伝わる行事。　
　カセドリは神の使いであり、つがいのニワトリ
とされています。
　家々をめぐり、家内安全、五穀豊穣を祈願する
ため、竹の先で家の床を叩き、悪霊を払う。　
　カセドリは常にうつむいていますが、顔を見る
と幸せになると言われる。そのため、家人は接待
の際、顔を上げさせようと底の深い器を用いるそ
う。

神の使いはつがいのニワトリ

見島のカセドリ / 佐賀

甑島のトシドン / 鹿児島

なまはげ　　　　　　

神社から出発するカセドリ　　　
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3 仏教メモ

　パーン＝食べる、ピトゥ＝人　からパーントゥ
と呼ばれるようになったと言われています。
　泥を塗りつけることで、悪霊を連れ去る。
　しかもこの泥は特別な井戸の底に溜まったも
のでとてもくさい。塗られたら数日はその匂い
が取れないそう。しかも新築の家や、車・レン
タカーにも容赦なく泥をべったり塗られる。
　近年、興味本位で参加した観光客から「服を
汚された」という苦情や汚されて怒った観光客
からパーントゥが暴力を受けるなどした影響で、
大々的な宣伝はせず、パーントゥに警護をつけ
るなどの対策を行っている。

パーントゥ / 宮古島

　鹿児島県甑島（こしきじま）に伝
わる行事。家を回り、子供にその年
行った悪いことを伝え反省させ、良
いところを褒め、歳餅を与え、去る。
　トシドンが帰った後、無事新年を
迎えることができるとのこと。

子供に歳餅を与える神様

泥を塗りつけて厄払い

ミルク神 / 沖縄

ユネスコ無形文化遺産には登録されていない
沖縄に伝わる豊穣の神様です。
　ユーモラスなお面を被り、行列を導き歩きます。
　ミルクは牛乳ではなく、「弥勒（みろく）」がな
まり、「ミルク」と呼ばれるように。
　布袋様の顔をしているのは、布袋様が弥勒菩薩
の生まれ変わりと信仰する中国南部の影響です。
台湾やベトナムでも同様のお面が伝わっているそ
う。ちなみに女性の神様です。

弥勒菩薩が起源。でも顔は布袋様

ミルク神のお面

　　　　

甑島のトシドン / 鹿児島

見島のカセドリ

ミルク神

パーントゥ

パーントゥ（資料館にて） 
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今
回
は
群
馬
県
富
岡
市
の
永
心
寺
副

住
職
、
見み

さ
わ
せ
い
え
ん

澤
清
縁
さ
ん
で
す
。

　

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
。

　

そ
の
後
、
ド
イ
ツ
へ
音
楽
留
学
を
さ

れ
る
と
い
う
行
動
力
溢
れ
る
方
で
す
。

で
す
が
、
実
は
自
宅
に
引
き
こ
も
っ
て

い
た
時
期
も
あ
っ
た
そ
う
で
︙
︙

音
楽
を
は
じ
め
た
き
っ
か
け

父
と
母
の
影
響

見
澤
清
縁
上
人（
以
下
、見
澤
）

　

永
心
寺
住
職
で
あ
る
父
が
音
楽
好
き

で
、
母
も
ピ
ア
ノ
の
先
生
で
し
た
。
私

も
そ
ん
な
両
親
の
影
響
で
幼
少
期
か
ら

ピ
ア
ノ
を
習
っ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
父
の
音
楽
教
育
が
ス
パ
ル

タ
で
、
指
導
を
受
け
る
う
ち
に
ピ
ア
ノ

も
ク
ラ
シ
ッ
ク
も
嫌
い
に
な
っ
ち
ゃ
い

ま
し
た
。

ク
ラ
シ
ッ
ク
は
ア
ニ
メ
が
き
っ
か
け

小
路　
で
は
そ
の
後
、
作
曲
を
志
す
よ

う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
な
ん
で
す

か
？

見
澤　
子
供
の
頃
、
作
中
に
ク
ラ
シ
ッ

ク
を
使
っ
て
い
る
ア
ニ
メ
が
好
き
で
。　

そ
こ
で
流
れ
て
い
た
ド
ボ
ル
ザ
ー
ク
の

交
響
曲
９
番
「
新
世
界
」
を
聞
い
て
、

ク
ラ
シ
ッ
ク
か
っ
こ
い
い
！
と
思
い
直

し
ま
し
た
。

　

だ
ん
だ
ん
と
演
奏
す
る
こ
と
よ
り
、

音
楽
作
る
こ
と
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

受
験
失
敗
か
ら
引
き
こ
も
り
に

見
澤　

音
楽
を
作
り
た
い
！
と
決
心

し
、東
京
藝
術
大
学
を
受
験
し
ま
し
た
。

で
も
、
結
果
は
不
合
格 

︙
︙

　

そ
の
後
、
勉
強
や
生
活
に
対
す
る
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
下
が
り
、
つ
い
に
は

家
か
ら
も
部
屋
か
ら
も
出
ら
れ
な
く
な

り
ま
し
た
。

　

当
時
は
同
居
し
て
い
る
両
親
と
も
顔

を
合
わ
せ
た
く
な
い
と
い
う
、
自
分
で

言
う
の
も
な
ん
で
す
が
、
ひ
ど
い
状
況

で
し
た
。

　

翌
年
も
受
験
し
た
の
で
す
が
、
ま
た

不
合
格
で
、
結
局
１
年
半
く
ら
い
引
き

こ
も
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

　

２
浪
目
で
国
立
音
楽
大
学
に
合
格
す

る
こ
と
が
で
き
、
な
ん
と
か
、
ひ
き
こ

も
り
生
活
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き

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
見澤上人とは加行で同じ班

インタビュアー

これが私の生きる道
永心寺副住職 /現代音楽作曲家

見澤清縁
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5

ま
し
た
。現

代
音
楽
と
の
出
会
い

　

現
代
音
楽
は
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た

ク
ラ
シ
ッ
ク
の
延
長
線
と
し
て
学
ん
で

い
た
だ
け
で
、
将
来
は
商
業
音
楽
に
進

む
つ
も
り
で
し
た
。
も
と
も
と
、
映
画

音
楽
が
好
き
で
し
た
し
。

　

で
も
、
大
学
１
年
の
と
き
フ
ラ
ン
ス

の
現
代
音
楽
作
曲
家
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
「
呼

び
声
」
と
い
う
曲
を
聞
い
て
感
動
し
、

現
代
音
楽
を
志
す
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

評
価
へ
の
苦
悩

小
路　
引
き
こ
も
り
か
ら
現
代
音
楽
と

い
う
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ

け
、
順
風
満
帆
の
大
学
生
活
で
す
ね
。

見
澤　
そ
れ
が
、
現
代
音
楽
の
道
に
進

む
と
ま
た
別
の
悩
み
が
生
ま
れ
ま
し

て
。

　

音
楽
っ
て
、
そ
の
人
の
感
性
や
好
み

に
よ
っ
て
好
き
嫌
い
が
別
れ
ま
す
よ

ね
。
自
分
で
は
自
分
の
曲
が
良
い
と

思
っ
て
い
る
。
で
も
先
生
は
違
う
人
を

高
く
評
価
す
る
。
他
人
の
好
み
に
合
わ

せ
て
評
価
を
も
ら
う
べ
き
か
。
そ
れ
と

も
自
分
の
好
み
を
押
し
通
す
の
か
。

　

ま
た
、
作
曲
家
は
私
を
含
め
、
気
が

強
い
の
で
、
生
徒
と
い
う
立
場
で
あ
っ

て
も
、
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
納

得
を
本
心
で
は
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ

る
ん
で
す
ね
。
そ
の
折
り
合
い
が
う
ま

く
い
か
な
い
こ
と
が
つ
ら
か
っ
た
で
す

ね
。

　

ひ
き
こ
も
り
か
ら
抜
け
出
し
た
と

思
っ
た
ら
、
今
度
は
人
か
ら
の
評
価
に

悩
み
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
辛
さ
か
ら
逃

げ
出
せ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

ふ
と
、
仏
教
に
出
会
う

見
澤　
そ
ん
な
と
き
、
何
を
読
ん
だ
の

か
も
覚
え
て
い
な
い
ん
で
す
が
、
お
釈

迦
様
が
説
い
た
「
四
苦
八
苦
」
を
思
い

出
し
ま
し
た
。

生
き
る
こ
と
は
つ
ら
い

こ
の
世
は
苦
し
み
ば
か
り
で
あ
る

　

一
見
、
生
き
る
こ
と
に
対
し
、
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
ん
で
す
が
、

「
そ
う
か
。
お
釈
迦
様
が
そ
う
言
う
な

ら
仕
方
な
い
な
。
私
た
ち
は
み
ん
な
悩

む
し
、
み
ん
な
辛
い
し
、
そ
れ
が
当
た

り
前
な
ん
だ
」

　

と
私
は
肩
の
荷
が
下
り
た
感
じ
が
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
法
然
上
人
が
説
い
た
、
私
た

ち
は
み
な
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
教
え
も

す
ご
く
心
に
響
い
て
。

　
く
じ
け
て
、
挫
折
し
て
、
も
う
こ
れ

以
上
頑
張
れ
な
い
よ
と
思
っ
た
と
き
、

『
頑
張
れ
！
負
け
る
な
！
』
で
は
な
く
、

『
大
丈
夫
、み
ん
な
無
理
な
ん
だ
か

ら
。ほ
ど
ほ
ど
に
ね
』と
言
っ
て
く

れ
た
の
が
仏
教
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
は
ほ
ど
ほ
ど
に
頑
張
ろ
う

と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。

　

も
し
、
あ
の
と
き
お
釈
迦
様
の
言
葉

を
思
い
出
さ
な
か
っ
た
ら
、
作
曲
活
動

を
辞
め
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
頃
か
ら
音
楽
だ
け
で
な
く
、
将

来
は
お
坊
さ
ん
に
な
る
道
も
い
い
な
と

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

次
号
で
は
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
変
わ
っ
た
こ

と
。
ド
イ
ツ
で
の
生
活
に
つ
い
て
伺
い
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



善
立
寺
永
代
供
養
塔
が

無
事
完
成
致
し
ま
し
た

　

平
成
30
年
度
総
会
に
て
承
認
い

た
だ
い
た
善
立
寺
永
代
供
養
塔
が

７
月
22
日
の
開
眼
法
要
を
終
え
、

無
事
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
。

す
べ
て
は
皆
様
の
安あ
ん
じ
ん心
の
た
め
に

　
完
成
以
後
、
既
に
数
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
。

　　
浄
土
宗
に
は
「
安あ
ん
じ
ん
き
ぎ
ょ
う

心
起
行
」
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
安あ
ん
じ
ん心
」

と
は
不
安
な
く
生
き
て
い
く
こ
と
。

「
起き
ぎ
ょ
う行
」
と
は
お
念
仏
を
お
唱
え
す

る
こ
と
で
す
。
安
心
が
あ
っ
て
こ
そ
、

仏
の
教
え
を
信
じ
る
気
持
ち
が
湧

き
上
が
り
ま
す
。
こ
の
永
代
供
養

塔
が
末
永
く
多
く
の
方
の
安
心
と

な
り
、
故
人
に
心
を
向
け
、
手
を

合
わ
せ
、
お
念
仏
を
お
唱
え
す
る

よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
こ
と
を
祈
っ
て

お
り
ま
す
。

ど
な
た
で
も
ご
納
骨
い
た
だ
け
ま
す

　
こ
の
永
代
供
養
塔
は
善
立
寺
の
檀

信
徒
の
皆
様
は
も
ち
ろ
ん
、
宗
派
・

宗
教
を
問
わ
ず
、
ど
な
た
で
も
ご

納
骨
い
た
だ
け
ま
す
。
い
つ
で
も
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
善
立
寺
は
、
皆
様
に
安
心
し
て
お

過
ご
し
い
た
だ
け
る
よ
う
、
精
進

し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
ご

指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。

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
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7

　松本浄土宗青年会主催の僧俗合同別時念仏会（別時会）

が３月７日、善立寺にて行われます！
　別時会は「特別に時を定めてお念仏をする法会」の意
味で、数十分間、一心に「南無阿弥陀仏」とお唱えします。
蝋燭の明かりに照らされた荘厳な本堂で、阿弥陀様の慈
悲をぜひ体験してみてください。どなたでも参加いただ
けます。皆様のご参加をお待ちしております！！

日程：２０１９年３月７日（木）
受付：午後３時（３時２０分～開式）
場所：善立寺 本堂
内容：法話 / 別時念仏 / 夕食（お弁当が出ます）
   電話：0263-53-2645（善立寺）

メール：zenryuji.temple@gmail.com

若いお坊さんたちと一緒にお念仏しませんか？

松本浄土宗青年会主催
僧俗合同別時念仏会のお誘い

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 おてらおやつクラブが

グッドデザイン大賞を受賞しました！
　善立寺も参加している「おてらおやつクラブ」が 2018 年度

グッドデザイン大賞（内閣総理大臣賞）を受賞しました！

　「おてらおやつクラブ」は、全国のお寺の「おそなえ」を「お

さがり」として、さまざまな事情により生活に困窮する世帯

へ「おすそわけ」する活動です。活動に賛同する寺院は全国

1000 カ寺、連携する支援団体は 392 団体、毎月 9,000 人の子

どもたちがおやつを受け取っています。

従来、寺院が地域社会で行ってきた営みを現代的な仕組みとしてデザインし直し、寺院の「ある」と社会の「な

い」を無理なくつなげる優れた取り組み。地域内で寺院と支援団体を結んでいるため、身近な地域に支えら

れているという安心感にもつながるだろう。それができるのは、寺院が各地域にくまなく分布するある種の

インフラだからだ。全国 800 以上の寺院が参加する広がりも評価ポイントのひとつであった。活動の意義と

ともに、既存の組織・人・もの・習慣をつなぎ直すだけで機能する仕組みの美しさが高く評価された。

審査員による評価コメント

無料イベント



平
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永
代
供
養
塔
開
眼
式

　
７
月
22
日
、
永
代
供
養
塔
開
眼
法

要
を
執
り
行
い
ま
し
た
。
晴
天
に
も

恵
ま
れ
、
檀
信
徒
会
役
員
の
皆
様
、

建
立
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
役
員
等

の
皆
様
と
共
に
末
永
い
安
寧
を
お
祈

り
致
し
ま
し
た
①

盆

施

餓

鬼

法

要

　
７
月
28
日
、
当
山
最
大
の
年
中
法

要
、
盆
施
餓
鬼
会
を
執
り
行
い
ま
し

た
。
法
話
は
安
曇
野
市
瑠
璃
光
寺

副
住
職
の
關
恒
明
上
人
。
今
年
も

大
勢
の
皆
様
に
ご
参
列
い
た
だ
き
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

北
海
道
地
震
復
興
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　
10
月
23
日
、
長
野
教
区
浄
土
宗
青

年
会
員
18
名
に
て
北
海
道
厚
真
町
へ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
伺
い
ま
し
た
。

　
私
た
ち
が
行
っ
た
の
は
倒
壊
家
屋

の
撤
去
作
業
で
す
。
現
地
も
少
し
ず

つ
復
興
が
進
ん
で
い
ま
す
。
厚
真
町

の
空
は
と
て
も
広
く
、
自
然
豊
か
な

素
敵
な
と
こ
ろ
で
し
た
。
北
海
道
に

行
っ
て
美
味
し
い
物
を
食
べ
る
こ
と

も
大
切
な
復
興
支
援
で
す
の
で
、 
皆

様
も
ぜ
ひ
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
②

薬

師
・

観

音

祭

　
11
月
４
日
、
恒
例
の
薬
師
・
観
音

祭
を
行
い
ま
し
た
。
落
語
に
は
昨
年

大
好
評
の
和
泉
家
志
ん
治
師
匠
。
今

年
は
法
話
と
落
語
の
コ
ラ
ボ
。
共
通

テ
ー
マ
を
「
知
恩
院
」
と
し
、
副
住

職
は
「
知
恩
院
を
建
て
た
お
坊
さ

ん
」、
志
ん
治
師
匠
は
知
恩
院
を
題

材
に
し
た
「
抜
け
雀
」
を
演
じ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。今
年
も
大
好
評
で
、

皆
さ
ん
の
「
楽
し
か
っ
た
！
」
の
お

言
葉
が
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
③

吉
水
講
詠
唱
大
会

　

11
月
12
日
、
吉
水
講
詠
唱
大
会

（
松
本
市
キ
ッ
セ
イ
ホ
ー
ル
）
に
参

加
し
ま
し
た
。
善
立
寺
御
詠
歌
隊

は
「
増
上
寺
和
讃
」
を
奉
納
し
ま
し

た
。
皆
さ
ん
緊
張
し
つ
つ
も
、
日
頃

の
練
習
の
成
果
を
発
揮
し
ま
し
た
。

　
善
立
寺
で
は
月
１
回
、
練
習
と
お

茶
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
新
し
く

加
入
さ
れ
る
方
も
増
え
、
和
気
あ
い

あ
い
と
活
動
し
て
お
り
ま
す
。
随

時
、
会
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
い
つ
で
も
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ

　

仏
様
に
い
た
だ
い
た
お
供
物
の

「
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
全
国
的

な
活
動
「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」

　

当
山
で
は
皆
様
か
ら
頂
い
た
お

供
物
の
一
部
を
フ
ー
ド
バ
ン
ク
信

州
様
に
お
す
そ
わ
け
し
て
ま
す
。

平
成
三
十
年
　
下
半
期
の
活
動

編
集
後
記　

　

今
回
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
見
澤
さ

ん
、
紙
面
の
都
合
上
、
仕
方
な
く
カ
ッ

ト
し
た
話
も
ご
ざ
い
ま
す
。
善
立
寺
の

公
式
サ
イ
ト
に
て
全
文
が
公
開
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
御
覧
く
だ
さ
い
。

 

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 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薬師・観音祭

②北海道地震ボランティア

③吉水講詠唱大会

善立寺公式サイト：http://zenryuji-jodo.com

①永代供養塔開眼式

⑤おてらおやつクラブ
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