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 松源寺通信 第 3 号　平成 26 年（2014 年）神無月

みなさまのお知恵とお力を合わ
せていただき　この佳きめぐり
あわせを寿ぎましょう

永松だより
　
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
三
月
二
十
日
に
ご
逝
去
さ
れ
た
、
大
蔵
山

松
源
寺
三
十
四
世
再
重
興
智
貫
孝
善
大
和
尚
の
お
通
夜
と
本
葬
儀
が
、
松
源

寺
に
お
い
て
、
六
月
二
十
六
日
（
木
）
と
六
月
二
十
七
日
（
金
）
に
執
り
行

わ
れ
ま
し
た
。
式
場
は
周
到
に
準
備
さ
れ
ま
し
た
。
本
堂
須
弥
壇
の
右
脇
に

霊
壇
が
も
う
け
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
本
堂
の
外
側
と
な
る
、
須
弥
壇
と
対

峙
す
る
南
側
に
、
六
方
龕
を
し
つ
ら
え
た
祭
壇
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　
二
十
六
日
。
ご
遺
体
を
納
棺
し
、
お
棺
を
本
堂
に
移
動
し
、
お
棺
に
鍵
を

か
け
、
お
通
夜
の
儀
式
を
行
う
、
四
種
の
佛
事
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
百
か
日

法
要
の
お
通
夜
の
儀
式
が
約
三
〇
名
の
僧
侶
に
よ
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
二
十
七
日
。
九
時
、
各
佛
事
師
の
ご
到
着
の
『
五ご

鏧け
い

三さ
ん

拝ぱ
い

』
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
お
棺
を
本
祭
壇
に
起
こ
す
儀
式
、
葬
列
を
組
ん
で
葬
場
に

向
か
う
儀
式
、
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
葬
列
の
様
子
は
趣
深
い
も
の
で
し

た
。
ご
遺
骨
と
ご
位
牌
を
中
心
に
、
遺
影
、
供
物
、
お
花
、
い
わ
れ
の
あ
る

生
前
使
用
し
た
法
具
な
ど
の
品
々
と
と
も
に
一
〇
本
の
旗
を
な
び
か
せ
な
が

ら
、
斎
場
の
四
門
（
発
心
門
・
修
行
門
・
菩
提
門
・

涅
槃
門
）
を
経
巡
る
よ
う
に
練
り
歩
く
さ
ま
は
、
野

辺
の
送
り
の
葬
列
が
眼

前
に
凝
縮
さ
れ
た
よ
う

で
、
見
守
る
人
た
ち
に

と
っ
て
も
、
胸
に
迫
る

も
の
で
し
た
。
本
葬
儀

は
、
須
弥
壇
の
両
脇
に

両
大
本
山
の
御
専
使
、

県
宗
務
所
長
、
第
一
教
区
教
区
長
が
臨
席
し
ま
す
。
三
人
の
佛
事
師
が
須
弥

壇
に
背
を
向
け
、
祭
壇
を
向
い
て
、
並
列
し
て
座
を
占
め
ま
す
。
は
じ
め
に
、

御
本
寺
輪
王
寺
大
方
丈
か
ら
「
再
重
興
」
の
認
可
が
授
け
ら
れ
ま
し
た
。
蜜

湯
を
捧
げ
供
養
し
、
お
茶
を
捧
げ
供
養
し
、
炬
火
を
と
っ
て
お
別
れ
す
る
、

そ
れ
ぞ
れ
の
佛
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
弔
辞
が
読
み
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。
同
級
生
太
田
守
さ
ん
の
お
別
れ
の
言
葉
、
四
〇
年
間
住
職
と
し
て
菩

提
寺
を
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
永
松
会
会
長
竹
丸
寅
夫
さ
ん

の
言
葉
を
伺
う
と
、
お
檀
家
の
皆
様
に
と
っ
て
大
き
な
支
え
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
一
八
〇
席
設
け
た
仮
設
の
参
拝
所
も
立
錐
の
余
地
な
く
埋

ま
り
、
ご
住
職
の
ご
逝
去
を
悼
み
、
惜
し
み
、
悲
し
み
が
に
じ
み
出
る
風
情

で
し
た
。
松
源
寺
現
住
職
東
海
泰
典
氏
よ
り
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
て
、
本
葬
儀

は
終
了
し
ま
し
た
。
引
き
続
き
百
か
日
法
要
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
一
〇
〇
名
を
数
え
る
僧
侶
が
一
堂
に
会
し
、
佛
弟
子
と
し
て
の
一
人
の
同

志
を
心
か
ら
讃
え
送
る
姿
が
あ
り
ま
し
た
。梅
雨
の
晴
れ
間
、日
差
し
も
戻
り
、

日
中
は
気
温
も
上
が
り
ま
し
た
が
、
広
瀬
川
か
ら
吹
き
上
げ
て
く
る
風
が
、

参
列
者
に
涼
を
与
え
、
会
堂
を
さ
わ
や
か
に
清
め
、
吹
き
渡
っ
て
い
ま
し
た
。

�

（
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今
回
は
、
前
号
に
掲
載
し
た
結
城
義
親
の
続
き
で
す
。
そ

し
て
、
そ
の
嗣
子
義
綱
の
お
話
で
す
。

　（
前
承
）
旧
主
義
親
仙
台
の
伊
達
氏
に
迎
え
ら
れ
る
、
と

聞
い
て
大
勢
の
旧
臣
た
ち
が
仙
台
に
来
た
が
、
三
五
〇
石
の

客
分
で
は
、
こ
の
旧
家
臣
を
養
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
馬
上

一
〇
〇
人
を
伊
達
氏
の
直
臣
と
し
て
取
り
立
て
て
も
ら
う
こ

と
に
し
た
。
そ
れ
が
班
目
、
河
東
田
、
阿
刀
田
、
上
田
な
ど

の
大
藩
士
の
人
々
で
あ
る
。
手
元
に
は
和
知
、
渡
辺
、
佐
藤
、

遠
藤
の
わ
ず
か
四
名
を
置
い
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
家
は

後
々
ま
で
白
河
四
人
衆
と
い
っ
た
。
ま
た
伊
達
氏
の
直
臣
に

取
立
て
ら
れ
た
人
々
は
、仙
台
に
そ
れ
ぞ
れ
屋
敷
を
賜
っ
た
。

こ
の
一
〇
〇
人
を
住
ま
わ
せ
た
場
所
が
、
昔
の
百
騎
丁
、
す

な
わ
ち
今
の
東
二
番
丁
で
あ
る
。

　
白
川
義
綱
　
義
親
に
男
子
が
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
娘
に

弟
義
名
（
兄
義
親
よ
り
先
に
伊
達
氏
に
仕
え
名
取
郡
植
松
で

千
石
）
の
子
義
綱
を
迎
え
て
嗣
と
し
た
。
こ
の
義
綱
は
父
義

親
の
た
め
に
、
土
樋
の
屋
敷
の
な
か
に
松
源
寺
と
い
う
牌
所

を
建
て
て
そ
の
開
基
と
な
っ
た
。
こ
の
松
源
寺
は
今
も
土
樋

に
在
り
、
義
親
、
義
綱
の
牌
所
と
な
っ
て
い
る
。
義
綱
の
義

親
家
督
相
続
は
、
政
宗
の
命
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
父
義

親
同
様
、
こ
の
代
も
は
じ
め
は
客
分
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、

禄
高
五
五
〇
石
で
あ
っ
た
。
所
領
は
下
真
山
と
、
磐
井
郡
東

山
、
西
口
村
の
両
所
で
あ
る
。

�

（
一
迫
町
史
　
昭
和
五
十
一
年
九
月
発
行
）

　
石
川
陸
雄
さ
ん
（
八
四
歳
）
は
、

曽
祖
父
か
ら
四
代
に
わ
た
る
松
源
寺

の
お
檀
家
さ
ん
で
す
。
ご
先
祖
様
が

田
町
界
隈
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
も
っ
と
昔
か
ら
松
源
寺
と
ご
縁
の
あ

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
石
川
さ
ん
は
「
岩
沼
み
ん
な
で
歌

う
第
九
の
会
」
の
会
員
と
し
て
現
在
も
ス
テ
ー
ジ
に
立
っ
て

活
躍
し
て
い
ま
す
。
石
川
さ
ん
と
「
第
九
」
の
ご
縁
を
追
っ

て
み
ま
し
た
。

　
仙
台
工
業
専
門
学
校
（
Ｓ
Ｋ
Ｋ
）
の
卒
業
を
翌
年
に
控
え

た
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）、
石
川
さ
ん
は
就
職
活
動

の
真
っ
最
中
で
し
た
。
そ
ん
な
中
、
自
分
が
結
核
に
罹
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
、
就
職
の
す
べ
て
の
可
能
性
は
閉
じ
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
同
年
十
一
月
二
十
日
、
失
意
の
中
の

石
川
さ
ん
は
、東
北
大
学
交
響
楽
団
が
演
奏
す
る
、ベ
ー
ト
ー

ベ
ン
作
曲
交
響
曲
第
九
番
（
合
唱
付
）
に
出
会
い
ま
す
。
石

川
さ
ん
は
初
め
て
体
験
す
る
「
第
九
」
に
魂
を
揺
さ
ぶ
ら
れ

ま
し
た
。閉
ざ
さ
れ
た
未
来
を
開
く
大
合
唱
に
深
く
感
動
し
、

生
き
る
励
ま
し
を
う
け
た
の
で
し
た
。「
死
ぬ
ま
で
に
一
度

で
い
い
か
ら
、
自
分
も
歌
っ
て
み
た
い
」
と
。

　
石
川
さ
ん
が
初
め
て
「
第
九
」
を
聞
い
て
か
ら
三
〇
年
の
月

日
が
流
れ
ま
す
。
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
に
、仙
台
フ
ィ

ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
が
、
初
め
て
「
第
九
」
の
演
奏
会
を

行
い
ま
す
。
な
ん
と
、
そ
こ
に
は
石
川
さ
ん
が
「
第
九
」
の
合

唱
団
の
一
員
と
し
て
舞
台
に
立
っ
て
い
た
の
で
し
た
。
　
　

　
そ
の
後
、
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）
十
二
月
十
九
日

に
「
岩
沼
み
ん
な
で
歌
う
第
九
の
会
」
第
一
回
コ
ン
サ
ー
ト

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
石
川
さ
ん
は
そ
の
創
立
メ
ン
バ
ー
の
一

員
と
し
て
尽
力
し
ま
す
。「
岩
沼
み
ん
な
で
歌
う
第
九
の
会
」

の
演
奏
会
は
、
当
初
か
ら
プ
ロ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
仙
台
フ
ィ

ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団
と
の
共
演
で
す
。
こ
れ
は
大
き
な

特
徴
で
あ
り
会
員
に
と
っ
て
の
誇
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
、
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
り

ま
す
。
東
日
本
大
震
災
の
被
害
か
ら
生
き
延
び
る
戦
い
が
続

い
て
い
る
中
、「
響
け
復
興
の
第
九
」
の
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
、

岩
沼
み
ん
な
で
歌
う
第
九
の
会
は
第
二
五
回
演
奏
会
を
、

十
二
月
十
八
日
に
開
催
し
た
の
で
し
た
。

　「
岩
沼
み
ん
な
で
歌
う
第
九
の
会
」
定
期
演
奏
会
は
今
年

で
第
二
八
回
を
迎
え
ま
す
。石
川
さ
ん
は
ボ
ケ
防
止
で
す
よ
、

と
お
お
ら
か
に
笑
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
お
檀
家
の
ご
縁
と
い

う
こ
と
で
、
皆
様
も
是
非
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。
そ
し
て

石
川
さ
ん
の
雄
姿
に
拍
手
を
お
送
り
く
だ
さ
い
。

◎「
岩
沼
み
ん
な
で
歌
う
第
九
の
会
」
第
二
八
回
演
奏
会
ご
案
内
◎

日
　
　
時

：

平
成
26
年
12
月
14
日
（
日
）
15
時

会
　
　
場

：

岩
沼
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

チ
ケ
ッ
ト

：

指
定
席
　
3
、5
0
0
円
　
自
由
席
　
3
、0
0
0
円

連
絡
先

：

〒
9
8
9
─

2
4
2
7
　
岩
沼
市
里
の
杜
1
─
2
─
45

　
　
　
　
　
岩
沼
市
民
会
館
内
　
電
話
　
0
2
2
3
─
23
─

3
4
5
0

松
源
寺
の
御
縁

探さ
が

し
訪た
ず

ね
て

第3回

第
一
回

　
石
川
さ
ん
と
「
第
九
」
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八
月
十
四
日
（
木
）
午
後
一
時
三
〇
分
よ
り
盂
蘭
盆
会
施
食
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
時
間

前
か
ら
お
檀
家
の
皆
様
が
三
々
五
々
ご
参
集
な
さ
い
ま
し
た
。
お
式
が
始
ま
る
時
刻
に
は
そ

の
数
は
一
二
〇
名
を
超
え
、
本
堂
は
満
席
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
日
は
、
午
前
中
晴
れ
て
い

ま
し
た
が
、
午
後
に
は
陰
り
気
味
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
気
温
は
三
〇
度
に
迫
る
暑
い

一
日
で
し
た
。
ご
高
齢
の
皆
様
や
暑
さ
に
弱
い
方
の
為
に
、
永
松
閣
に
は
大
型
ス
ク
リ
ー
ン

を
用
意
し
て
冷
房
を
利
か
せ
て
用
意
し
て
い
ま
し
た
。

　
鼓く

鈸は
つ

三さ
ん

通つ
う

の
中
、
松
源
寺
三
十
五
世
住
職
東
海
泰
典
師
が
入
堂
し
ま
す
。
本
堂
に
は
、
須し
ゅ

弥み

壇だ
ん

と
向
か
い
合
っ
て
施
食
棚
が
設
け
ら
れ
、「
三さ
ん

界が
い

萬ば
ん

霊れ
い

」
す
な
わ
ち
欲
界
・
色
界
・
無
色
界

の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
霊
に
数
多
く
の
食
事
や
供
え
物
が
施
さ
れ
る
の
で
す
。
須
弥
壇
に
線
香
を

あ
げ
た
後
、
対
向
に
設
け
ら
れ
た
施
食
棚
に
向
か
い
ま
す
。
先
祖
代
々
の
法
要
が
始
ま
る
前
に

「
大だ

い

悲ひ

心し
ん

陀だ

羅ら

尼に

」
が
読
ま
れ
ま
す
。
拈ね
ん

香こ
う

法ほ
う

語ご

を
あ
げ
、「
甘か
ん

露ろ

門も
ん

」
を
唱
え
な
が
ら
両
り
ょ
う

班ば
ん

の
方
丈
様
が
次
々
と
祭
壇
に
お
焼
香
し
て
ま
い
り
ま
す
。
各
お
檀
家
の
ご
先
祖
様
の
御み

霊た
ま

を
呼

み
込
み
供
養
し
ま
す
。
参
集
さ
れ
た
お
檀
家
の
皆
様
が
ご
焼
香
を
終
え
る
と
、
鼓
鈸
三
通
の
響

き
の
中
、
退
場
と
な
り
儀
式
は
終
了
し
ま
し
た
。
駒
澤
大
学
二
年
生
の
ご
子
息
も
含
め
一
五
名

　
私
達
の
ご
先
祖
の
「
御
霊
」
に
ま
ご
こ
ろ
の
と
も
し
火
を
捧
げ
、
報
恩
感
謝
の
ご
供
養
を

す
る
萬
燈
会
供
養
の
起
源
は
、
信
心
深
い
姉
妹
に
よ
る
、
父
母
の
追
慕
供
養
に
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
両
親
を
亡
く
し
た
ば
か
り
の
二
人
は
、
お
釈
迦
様
の
説
法
を
聞
い
て
父
母
の

追
慕
供
養
を
し
た
い
と
願
い
ま
し
た
が
、
お
釈
迦
さ
ま
を
お
迎
え
す
る
火
を
と
も
す
油
を
買

う
お
金
が
あ
り
ま
せ
ん
。
二
人
は
わ
が
身
の
一
部
の
黒
髪
を
切
り
取
っ
て
買
い
求
め
た
、
僅

か
ば
か
り
の
油
を
も
っ
て
灯
明
を
と
も
し
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
が
お
話
を
始
め
ま
す
と
、

バ
ラ
モ
ン
の
ダ
イ
バ
ダ
ッ
タ
が
邪
魔
し
よ
う
と
大
風
を
呼
び
、
捧
げ
ら
れ
た
全
て
の
灯
明
を

吹
き
消
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
人
が
捧
げ
た
灯
明
だ
け
は
消
え
ず
に
益
々
輝
き
を
放
ち
、

バ
ラ
モ
ン
は
退
散
し
ま
す
。
や
が
て
二
人
は
お
釈
迦
さ
ま
に
救
わ
れ
、
須し

ゅ

弥み

灯と
う

光こ
う

如に
ょ

来ら
い

と
い

う
仏
様
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
三
世
の
諸
仏
・
有
縁
無
縁
の
精
霊
を
お
護
り
し
て
い
ま
す
。

　
曹
洞
宗
宮
城
県
第
一
教
区
主
催
の
萬
燈
会
供
養
は
、
秋
彼
岸
の
最
終
日
に
寺
院
持
ち
回
り

で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
松
源
寺
は
約
二
〇
年
前
に
会
場
と
な
り
ま
し
た
。
第
三
六
回
を
迎
え

た
今
年
は
、
九
月
二
十
六
日
に
圓
福
寺
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
松
源
寺
の
ご
住
職
が
司
会
を
務

め
ま
し
た
。
こ
の
ご
供
養
は
、
日
頃
行
わ
れ
る
法
要
と
は
違
い
、
夜
に
行
わ
れ
る
珍
し
い
法

　
施せ

食じ
き

会え

（
施せ

餓が

鬼き

会え

）

　
萬ま
ん

燈ど
う

会え

供く

養よ
う

施食棚

施食会法要

萬燈会供養　圓福寺

の
僧
侶
の
皆
様
に
よ
る

お
勤
め
で
し
た
。

　
お
式
を
終
え
た
皆
様

の
中
に
は
、
そ
の
ま
ま

お
墓
に
詣
で
ら
れ
る
皆

様
も
多
く
、
墓
所
の
そ

こ
か
し
こ
に
は
お
線
香

の
煙
が
漂
っ
て
い
ま
し

た
。

要
で
す
。
法
堂
が
無
数
の
ロ
ウ
ソ
ク
の
燈
火
に
囲
ま
れ
、
柔

ら
か
な
光
を
湛
え
幻
想
的
な
情
景
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。



(4)
松源寺 検索松源寺のホームページをご覧ください http://shougenji.jp/

蕃山房 検索 http://banzanbou.com/蕃山房のホームページをご覧ください

第
4
号
は
平
成
二
十
七
年
一
月
発
行
予
定
で
す
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き
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き

相そ

う

承じ
ょ
う
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蕃
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青
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区
木
町
通
一
丁
目
1
─
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朝
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プ
ラ
ザ
北
一
番
丁
1
階
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B

電
話
　
0
9
0
─
8
2
5
0
─
7
8
9
9

F
A
X
　
0
2
2
─
2
2
4
─
5
3
0
8

＊
情
報
の
ご
提
供
、
ご
意
見
、

ご
質
問
な
ど
は
、
蕃
山
房
に

お
寄
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
平
成
27
年
1
月
ま
で
の
行
持
予
定

10
月
23
日
～
24
日 

松
源
寺
研
修
旅
行

水
沢
正
法
寺
【
先
住
職
供
養
】
参
拝
と
わ
ら
び
座
「
げ
ん
な
い
」
観
劇
と
鶯
宿

温
泉

　
正
し
ょ
う

法ぼ
う

寺じ

は
、岩
手
県
奥
州
市
水
沢
区
黒
石
町
に
あ
る
曹
洞
宗
の
寺
院
で
す
。

か
つ
て
は
大
本
山
の
永
平
寺
、
總
持
寺
に
次
ぐ
第
三
本
山
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。
1
9
9
0
年
（
平
成
2
年
）
9
月
11
日
に
は
、
本
堂
な
ど
が
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
本
堂
に
て
先
住
職
様
供
養
を
行
い
ま
す
。

　
詳
細
は
松
源
寺
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

11
月
4
日
午
前
10
時
30
分
　
祠
堂
法
要

　
祠
堂
法
要
と
は
、
祠
堂
位
牌
の
方
（
本
堂
裏
手
の
祠
堂
に
安
置
さ
れ
て
い

る
位
牌
）
の
ご
供
養
を
行
い
ま
す
。
昼
食
後
散
会
の
予
定
で
す
。�

12
月
8
日
　
釈
尊
成
道
会

　
12
月
8
日
は
、
お
釈
迦
様
が
真
理
に
目
覚
め
た
日
で
す
。
真
理
に
目
覚
め

る
に
至
る
八
日
間
の
お
釈
迦
様
の
修
行
を
し
の
ぶ
日
な
の
で
す
。

1
月
1
日
～
3
日
　
三
朝
祈
禱

　松源寺は、今年3月11日に第1回「3・

11を忘れない　祈りの集い」を開催し、

『3・11慟哭の記録』の朗読会を行いまし

た。その編著者・金菱清先生は、松源寺に

おいでになりイベントに参加してくださ

いました。その先生の新刊本が出ましたのでご紹介します。

　「メメントモリ」は「死を忘れるな」という意味のラ

テン語です。この大災害からの復興方法は、被災地にこ

そ生まれてきています。被災地に足を運び、被災者にこ

そ問い学ぶことで真の復興への道が見えてきます。科学

と経済に頼り、高速復興を図る姿は、この震災に何も学

ばない姿勢であることを痛烈に喝破します。「現在の科

学は生者と死者の関係性にきわめて鈍感である」と。生

と死を受け止める社会・文化的装置に関する日本とブー

タンの違いを紹介しながら、被災地において、悲しみか

ら回復するためには宗教的儀礼のみではなく、擬似的な

社会・文化的装置によって補完されることが起こってい

ることが報告されています。東日本大震災からの復興と、

その風化の軋みがあらわになってきた被災地に思索し、

被災者に寄り添い実践する、金菱清先生の力作をぜひお

手に取ってお読みください。

　東日本大震災からの復興は、まだまだこれからです。

様々な動きに注目して参りましょう。

　松源寺現住職の東海泰典さんは駒澤大

学アメリカンフットボール部の選手でし

た。凛々しいですね。和尚の言葉をお檀家

の皆様に届けたいと願っている編集部は、

これにちなんで「タッチダウン」のコーナー

を設けることにしました。さて今回は。

�

　「touchdownタッチダウン」とは得点が6点入る事で、

ラグビーでは try トライと言います。また米軍では戦闘

機が着艦する事をこう呼んでいます。

　今年も松源寺の行事は 11月 4日の祠堂講法要でタッ

チダウンとなります。振り返れば 3月 11 日に東日本大

震災慰霊法要と朗読会を開催し、僅か 9日後の 20日に

当山34世の遷化。密葬・49日法要と執り行い、100ケ

日に当たる 6月 27 日に本葬儀を行いました。この一連

の法要では檀信徒の皆様方には温かい弔意を賜り、衷心

より感謝申し上げます。8月の施食会では、当山先住を

はじめ新盆を迎えた新亡精霊のご供養を致しました。9

月には婦人会主催の「月見コンサート」を実施致しまし

た。多くの方々にお集まりいただき、年に一度の観音堂

ご開帳供養ではお手合わせ頂きました。10月には檀信徒

研修旅行を企画致しておりますので、この機会に是非ご

参加頂きたいと存じます。

第 1回

震災メメントモリ―第二の津波に抗して
（金菱清・新曜社）本体 2,400 円＋税

松源寺本葬収支決算書
収入の部　35,256,718
支出の部　35,256,718

収　入
寺院香資 6,950,000
親族・檀信徒香典 8,723,190
東海家 5,000,000
松源寺 14,583,528

35,256,718

支　出
寺院恩謝等 14,710,000
葬儀費用（霊柩車他） 1,542,250
密葬・法要・本葬引物 5,659,692
東海家引物 2,484,000
法要飲食関係 6,873,225
通信・印刷関係 463,386
本葬工事費 3,524,165

35,256,718


