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華
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華
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華
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華
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持
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持
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持
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仏
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仏
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仏
諸
仏
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（

）

法

蓮

抄

お

盆

が

近

づ

い

て

来

ま

し

た

。

暑

い

日

が

続

き

ま

す

の

で

、

皆

さ

ん

も

体

調

に

は

十

分

気

を

付

け

て

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

京

都

は

雨

も

少

な

く

更

に

熱

く

感

じ

て

い

ま

す

。

皆

さ

ん

も

日

蓮

聖

人

の

御

遺

文

は

色

々

な

と

こ

ろ

で

目

に

さ

れ

て

い

る

こ

と

と

思

い

ま

す

こ

の

法

蓮

抄

と

い

う

ご

文

章

は

下

総

千

葉

県

。

（

）

の

曾

谷

二

郎

法

蓮

と

い

う

信

者

さ

ん

が

父

親

の

十

三

回

忌

に

あ

た

っ

て

身

延

の

日

蓮

聖

人

に

、

供

養

の

品

々

と

、

追

善

回

向

の

依

頼

を

記

し

た

「

諷

誦

文

」

を

さ

さ

げ

た

こ

と

に

対

す

る

ご

返

事

の

お

手

紙

で

す

。

こ

の

お

手

紙

自

体

は

長

文

で

あ

り

ま

す

が

、

お

手

紙

の

中

ほ

ど

で

中

国

の

説

話

を

取

り

上

げ

て

書

写

の

功

徳

を

説

か

れ

、

読

誦

の

功

徳

は

そ

れ

以

上

に

す

ぐ

れ

て

い

る

こ

と

お

示

し

に

な

ら

れ

ま

す

「

十

方

世

界

の

。

諸

仏

は

自

我

偈

を

師

と

し

て

仏

に

な

ら

せ

給

。

世

界

の

人

の

父

母

の

如

し

」

と

い

う

文

の

後

に

先

頭

文

章

が

出

て

き

ま

す

。

自

我

偈

と

は

お

寺

の

法

要

で

い

つ

も

三

回

お

唱

え

す

る

妙

法

蓮

華

経

如

来

寿

量

品

第

十

六

の

こ

と

で

す

。

自

我

偈

を

お

唱

え

す

る

人

は

世

界

人

々

の

父

母

で

あ

る

と

お

書

き

に

な

ら

れ

て

い

ま

す

。

涌

泉

寺

で

は

お

経

を

皆

さ

ん

で

一

緒

に

お

唱

え

し

ま

す

が

、

皆

さ

ん

は

法

華

経

を

お

唱

え

す

る

こ

と

が

、

ほ

と

け

さ

ま

の

命

を

繋

ぎ

と

め

る

涌

泉

寺

涌

泉

寺

涌

泉

寺

涌

泉

寺

だ

よ

り

だ

よ

り

だ

よ

り

だ

よ

り

と

て

も

重

要

な

こ

と

で

あ

る

と

い

う

自

覚

を

お

持

ち

で

し

ょ

う

か

。

今

後

も

お

経

の

功

徳

を

し

っ

か

り

と

、

か

み

し

め

て

お

唱

え

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

な

ぜ

法

華

経

、

自

我

偈

、

そ

し

て

南

無

妙

法

蓮

華

経

の

お

題

目

な

の

で

し

ょ

う

か

ぜ

ひ

皆

さ

ん

で

も

お

考

え

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

。

時

々

宗

教

・

宗

派

は

た

く

さ

ん

あ

る

が

、

あ

の

世

に

逝

っ

た

お

釈

迦

様

や

キ

リ

ス

ト

等

。

日

蓮

聖

人

や

法

然

上

人

、

親

鸞

聖

人

、

道

元

上

人

は

皆

、

世

界

の

安

穏

を

願

っ

て

い

た

の

だ

か

ら

仲

良

く

さ

れ

て

い

る

は

ず

だ

と

お

っ

し

ゃ

る

方

も

い

ま

す

。

い

わ

ゆ

る

「

法

論

は

誰

が

負

け

て

も

釈

迦

の

恥

」

と

い

う

こ

と

で

す

が

、

教

え

に

よ

っ

て

あ

の

世

の

行

き

先

が

違

い

ま

す

の

で

お

会

い

に

な

っ

て

い

な

い

と

思

い

ま

す

。

誰

も

が

世

界

の

安

穏

を

願

っ

て

い

る

の

は

同

じ

だ

と

思

い

ま

す

。

信

じ

る

も

の

が

違

う

事

に

よ

っ

て

争

い

が

起

こ

る

こ

と

自

体

無

く

さ

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

し

、

相

手

を

ま

ず

理

解

し

よ

う

と

す

る

気

持

ち

で

ほ

と

け

さ

ま

の

真

理

に

近

づ

い

て

い

か

な

く

て

は

な

り

ま

せ

ん

。

お

盆

に

な

り

ま

す

と

「

宗

派

を

問

わ

ず

ご

供

養

い

た

し

ま

す

」

と

い

う

大

き

な

看

板

を

出

さ

れ

る

お

寺

を

見

ま

す

。

と

て

も

び

っ

く

り

し

ま

す

し

、

他

の

宗

教

に

失

礼

に

も

思

い

ま

す

。

日

本

と

い

う

国

は

こ

れ

だ

け

の

宗

教

が

あ

り

ま

す

が

、

現

在

で

は

宗

教

戦

争

が

あ

り

ま

せ

ん

。

何

で

も

受

け

入

れ

る

こ

と

が

で

き

る

寛

容

な

日

本

人

は

と

て

も

素

晴

ら

し

い

の

か

、

受

け

流

し

て

い

る

の

か

。

日

本

の

先

祖

を

敬

う

気

持

ち

は

素

晴

ら

し

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

こ

れ

ら

を

通

し

て

ほ

と

け

さ

ま

の

真

実

に

触

れ

る

こ

と

が

少

し

で

も

出

来

る

、

意

味

の

あ

る

信

行

で

な

く

て

は

な

り

ま

せ

ん

。

寿

量

品

（

自

我

偈

）

が

諸

仏

の

命

を

繋

い

で

い

る

と

い

う

お

手

紙

を

い

た

だ

い

た

曾

谷

二

郎

は

ど

の

よ

う

な

思

い

で

し

ょ

う

。

法

華

経

に

出

会

い

お

自

我

偈

を

お

唱

え

す

る

こ

と

が

、

ほ

と

け

さ

ま

の

教

え

を

繋

げ

さ

せ

て

い

た

だ

け

る

こ

と

と

喜

び

に

感

じ

、

こ

れ

か

ら

も

精

進

し

て

参

り

ま

す

。
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ら

せ

ら
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ら

せ

ら

せ

生

師

廟

京

都

市

有

形

文

化

財

指

定

生

師

廟

京

都

市

有

形

文

化

財

指

定

生

師

廟

京

都

市

有

形

文

化

財

指

定

生

師

廟

京

都

市

有

形

文

化

財

指

定

新

聞

等

で

ご

覧

に

な

ら

れ

た

方

も

い

ら

っ

し

ゃ

る

と

思

い

ま

す

が

、

本

年

月

日

付

け

で

生

師

廟

（

本

涌

寺

御

開

山

日

生

上

人

廟

）

が

京

3

31

都

市

文

化

財

の

指

定

を

受

け

ま

し

た

。

昨

年

京

都

府

の

補

助

金

を

受

け

て

修

復

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

そ

の

後

、

京

都

市

の

文

化

財

の

指

定

を

受

け

ら

れ

る

よ

う

に

調

査

を

進

め

て

い

ま

し

た

。

文

化

財

の

指

定

を

受

け

る

こ

と

に

よ

っ

て

今

後

の

維

持

に

対

し

補

助

を

い

た

だ

け

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

こ

れ

か

ら

も

末

長

く

維

持

し

て

い

く

た

め

に

は

と

て

も

有

り

難

い

こ

と

と

思

っ

て

い

ま

す

。

平

た

く

い

え

ば

、

生

師

廟

は

お

寺

に

と

っ

て

、

皆

さ

ん

が

大

事

に

さ

れ

て

い

る

先

祖

の

お

墓

と

同

じ

よ

う

な

も

の

で

す

。

生

師

廟

を

き

れ

い

に

保

っ

て

い

け

る

こ

と

で

目

に

見

え

な

い

お

陰

を

い

た

だ

い

て

い

る

よ

う

に

私

自

身

感

じ

て

い

ま

す

。

先

祖

の

お

墓

と

家

や

家

庭

、

何

か

皆

さ

ん

も

感

じ

る

こ

と

が

お

あ

り

だ

と

思

い

ま

す

。

今

後

も

し

っ

か

り

お

守

り

し

涌

泉

寺

の

発

展

に

つ

な

げ

て

い

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

文化財の指定を受けた生師廟

保

育

園

建

保

育

園

建

保

育

園

建

保

育

園

建

てててて

替替替替

ええええ

工

事

工

事

工

事

工

事

前

回

の

涌

泉

寺

だ

よ

り

で

も

お

伝

え

し

ま

し

た

よ

う

に

、

現

在

保

育

園

の

建

て

替

え

工

事

を

行

っ

て

い

ま

す

。

月

日

に

地

鎮

祭

を

法

人

5

17

と

工

事

関

係

者

参

列

の

も

と

行

い

、

月

中

旬

に

は

上

棟

の

状

態

ま

で

7

進

ん

で

い

ま

す

。

お

天

気

が

続

き

ま

す

の

で

工

事

も

予

定

通

り

で

す

。

こ

の

ま

ま

順

調

に

い

き

ま

す

と

、

月

中

旬

に

は

仮

園

舎

解

体

で

年

末

11

ま

で

に

外

構

工

事

が

完

了

し

工

事

終

了

と

な

り

ま

す

。

工

事

期

間

中

は

何

か

と

ご

迷

惑

を

お

掛

け

い

た

し

ま

す

が

、

お

寺

に

と

っ

て

大

切

な

保

育

園

の

事

業

で

す

。

ご

理

解

の

程

よ

ろ

し

く

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

庫

裡

庫

裡

庫

裡

庫

裡

のののの

催催催催

しししし

月

日

に

恒

例

の

落

語

会

を

開

催

し

ま

し

た

。

出

演

は

桂

よ

ね

吉

4

13

さ

ん

と

桂

二

葉

さ

ん

で

し

た

。

桂

二

葉

さ

ん

は

女

性

の

方

で

若

い

方

で

す

が

、

ご

存

知

の

方

も

多

か

っ

た

よ

う

で

す

。

し

か

し

な

が

ら

、

今

年

は

日

が

良

か

っ

た

の

か

参

加

者

の

方

が

少

な

か

っ

た

で

す

。

来

年

は

多

く

の

参

加

が

い

た

だ

け

る

よ

う

に

事

前

案

内

も

し

か

り

し

て

行

き

た

い

と

思

い

ま

す

。

月

日

に

は

志

摩

欣

哉

さ

ん

が

行

わ

れ

て

い

る

「

で

く

の

工

房

」

6

29

と

い

う

グ

ル

ー

プ

の

朗

読

会

で

庫

裏

を

使

用

し

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

宮

沢

賢

治

の

詩

の

朗

読

や

三

味

線

の

演

奏

が

あ

り

、

な

か

な

か

良

い

雰

囲

気

で

し

た

。

ま

た

、

保

育

園

保

護

者

の

方

々

が

ほ

ぼ

毎

週

ヨ

ガ

等

で

ご

使

用

い

た

だ

い

て

い

ま

す

。

子

育

て

中

の

ち

ょ

っ

と

し

た

リ

ラ

ッ

ク

ス

に

な

っ

て

く

れ

れ

ば

と

思

い

ま

す

。

使

用

し

て

い

た

だ

く

機

会

も

少

し

ず

つ

増

え

有

り

難

く

、

建

物

も

喜

ん

で

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

っ

て

い

ま

す

。

庫

裏

の

使

用

に

つ

い

て

は

、

い

つ

で

も

お

気

軽

に

お

問

い

合

わ

せ

下

さ

い

。


