
西
来
寺
報

第 47号 西来寺報 2023 年 12月 15日

令
和
五
年
　
冬

第
四
十
七
号

第 47号 西来寺報 2023 年 12月 15日

起
点
・
基
点

〒
2

3
8

-0
0

5
1
　

横
須

賀
市

 不
入

斗
町

3
-3

8
　

/　
T

E
L
 0

4
6

-8
2

2
-1

0
2

0
　

/　
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
 h

ttp
://s

a
ira

iji.c
o

m

戸
籍
謄
本
を
請
求
す
る
た
め
の
資
料
が

揃
っ
た
ら
、
郵
便
局
へ
行
き
、
重
さ
を
測

り
切
手
を
貼
っ
て
郵
送
し
ま
す
。
同
封
す

る
定
額
小
為
替
と
返
信
用
切
手
は
こ
の
と

き
に
購
入
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

し
ば
ら
く
す
る
と
、
請
求
に
関
し
て
不
明

な
こ
と
が
あ
る
場
合
、
役
所
の
担
当
者
か

ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
す
。
私
の
場
合

は
、
２
か
所
か
ら
問
い
合
わ
せ
の
電
話
が

あ
り
ま
し
た
。
內
容
は
、
①
「
ま
だ
ご
先

西
来
寺

ど
う
ぞ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い

免
疫
を
あ
げ
よ
う
!!

今
年
は
暑
す
ぎ
た
夏
が
長
く
、
気
づ
く
と
一
気
に
寒
さ
が
や
っ
て
き
ま

し
た
ね
。
そ
の
せ
い
か
、
寒
さ
に
身
体
が
追
い
つ
か
ず
、
体
調
を
崩
し
や

す
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
風
邪
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
感
染
症
は
、

免
疫
力
が
下
が
る
こ
と
で
か
か
り
や
す
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
免

疫
力
を
保
つ
に
は
、
身
体
を
冷
や
さ
な
い
こ
と
が
１
番
大
切
！ 

と
は
言
っ

て
も
冬
は
何
か
と
冷
え
や
す
く
、
身
体
を
温
め
て
く
れ
る
運
動
も
、
億
劫

に
な
り
が
ち
で
す
。
そ
こ
で
今
回
お
伝
え
す
る
の
は
、一
日
一
回
こ
の
ポ
ー

ズ
を
す
る
だ
け
で
、
全
身
の
血
流
を
促
し
、
身
体
の
熱
を
上
げ
て
く
れ
る

「
下
向
き
犬
の
ポ
ー
ズ
」
で
す
。
椅
子
を
使
っ
て
行
う
の
で
、
安
心
し
て
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
息
を
深
く
吐
く
こ
と
を
意
識
し
て
、
寒
さ
で
固
ま

り
が
ち
な
背
中
や
腰
周
り
、
膝
裏
を
伸
ば
し
ま
し
ょ
う
！
（
ま
い
）

健康コラム

ゆ
っ
た
り

ゆ
っ
た
り

コ
ツ
コ
ツ

コ
ツ
コ
ツ

お
家
ヨ
ガ

年
末
年
始
を
元
気
に
す
ご
し
ま
し
ょ
う

❶
椅
子
の
前
に
立
ち
、座
面
外
側
を
両
手
で
支
え
る
。

❷
脚
を
一
歩
ず
つ
後
ろ
に
引
い
て
、
お
し
り
を
突
き

出
す
。

❸
息
を
吐
き
な
が
ら
腕
の
間
に
頭
と
胸
を
下
ろ
し
、

背
中
を
伸
ば
す
。

❹
３
回
ほ
ど
深
呼
吸
を
す
る
。

❺
椅
子
の
近
く
ま
で
一
歩
ず
つ
戻
り
、
ゆ
っ
く
り
と

上
半
身
を
起
こ
す
。

※
最
後
起
き
上
が
る
時
に
、
頭
が
く
ら
っ
と
し
や
す

い
の
で
、
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

西
来
寺
の
門
の
隣
に
あ
る
花
屋
さ
ん
が
10
月

末
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
閉

店
し
ま
し
た
。

芝
崎
生
花
店
と
西
来
寺

は
、
戦
前
か
ら
の
長
い
ご

近
所
付
き
合
い
で
、
店
主

の
章
子
さ
ん
は
、
当
時
海

軍
工
廠
に
勤
め
て
い
た
お

爺
さ
ま
が
西
来
寺
の
新
し

い
住
職
を
駅
に
迎
え
に

十
二
月
三
十
一
日
（
日
）

午
後
十
一
時

　
　
歳
末
昏
時

午
前 

十
一
時

　
　
修
正
会

一
月
一
日
（
月
）

だ
れ
で
も
で
き
る

や
さ
し
い

「
寺
ヨ
ガ
」
　
会
場 

西
来
寺　

本
堂

　
　

開
催 

毎
月
第
一
金
曜
日 

午
後
２
時
〜
３
時

　
　

参
加
費 

一
〇
〇
〇
円　

飲
み
物

・
タ
オ
ル
持
参

月イチ
開催中

申込み
不要！

家
系
図
を
作
っ
た
門
徒
さ
ん

江
戸
時
代
ま
で
辿た
ど

れ
ま
し
た

祖
の
戸
籍
が
あ
る
の
で
す
が
、
定

額
小
為
替
が
足
り
ま
せ
ん
。
不
足

分
を
送
っ
て
く
れ
れ
ば
、
全
部
だ

せ
ま
す
。
ど
う
し
ま
す
か
？
」
②

「
請
求
対
象
の
方
（
後
妻
の
祖
母
）

は
、
戸
籍
の
内
容
を
観
る
限
り
、

請
求
者
と
は
直
系
で
な
い
の
で
取

得
で
き
ま
せ
ん
。
直
系
の
人
の
委

任
状
が
あ
れ
ば
、
取
得
で
き
ま

す
。」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
10

日
ぐ
ら
い
す
る
と
役
所
か
ら
戸
籍

が
入
っ
た
返
信
用
封
筒
が
送
ら
れ

て
き
ま
す
。
返
送
物
は
、

●
戸
籍
謄
本·

除
籍
謄
本
な
ど

●
少
額
為
替
の
余
り
（
お
つ
り
）

古
い
戸
籍
を

取
っ
て
み
よ
う

そ
の

５石井充さん

家
系
図
作
り
ま
せ
ん
か
？

石
井
さ
ん
が
お
手
伝
い
を
し
て
く
だ
さ
い

ま
す
。★ 

西
来
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

行
っ
た
と
言
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る

そ
う
で
す
。
生
花
店
に
な
っ
た
の
は
、
章

子
さ
ん
が
小
学
生
の
と
き
で
、
店
に
は
お

花
と
一
緒
に
お
菓
子
も
並
ん
で
い
ま
し
た
。

「
来
ら
れ
る
お
客
さ
ん
は
み
ん
な
、
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
は
？ 
と
気
に
か
け
て
く
だ
さ
い

ま
す
。
私
の
母
は
お
店
の
顔
で
す
。
そ
し
て

私
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
人
で
す
。
お
店

は
も
う
す
こ
し
続
け
た
か
っ
た
の
で
す
が
、

私
も
歳
で
す
ね
。
体
が
思
う
よ
う
に
動
か

な
く
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
店
を
閉
め
て
、

母
の
た
め
に
時
間
を
作
る
こ
と
に
し
ま
し

西
来
寺
の
と
な
り
の
お
花
屋
さ
ん

閉
店
し
ま
し
た

芝崎生花店の顔
芝崎美和子さん

芝
崎
生
花
店

（
４
ペ
ー
ジ
に
つ
づ
く
）

今
号
の
巻
頭
言
は
、
過
日
の
西
来
寺
報
恩
講
に

お
い
て
読
み
上
げ
た
「
表
白
（
ひ
ょ
う
び
ゃ
く
）」

を
載
せ
た
い
。
表
白
と
は
、
そ
の
法
要
の
位
置
と
、

そ
の
法
要
を
執
行
す
る
意
味
が
語
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。

数
十
年
に
一
度
の
大
法
要
も
、
一
年
に
一
度
の

報
恩
講
も
、
毎
朝
の
御
内
仏
（
御
仏
壇
）
へ
の
礼

拝
が
起
点
で
あ
り
基
点
で
あ
る
。
お
勤
め
（
俗
に

言
う
と
お
経
を
読
む
こ
と
）
が
で
き
な
く
と
も
、

せ
め
て
十
秒
、
た
っ
た
十
秒
で
良
い
。
阿
弥
陀
様

の
前
に
座
り
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
声
に
し
て
ほ

し
い
。（
住
職
代
務
者
）

　
大
塚
山 

西
來
寺
　
令
和
五
年 

報
恩
講

　
　
表
　
白

敬
っ
て
、
大
慈
大
悲
の
阿
弥
陀
如
来
の

御
尊
前
、
な
ら
び
に
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
の

御
影
前
に
て
、
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
こ
こ
に
、
有
縁
参
集
の
人
び
と
と

と
も
に
、
御
尊
前
を
荘
厳
し
、
御
聖
教
を

読
誦
し
て
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
が
還
浄
さ
れ

て
か
ら
満
七
六
一
年
、
七
六
二
回
忌
の
報

恩
講
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。

振
り
返
り
ま
す
れ
ば
、
本
年
春
、
京
都

は
御
本
山
東
本
願
寺
に
お
い
て
、
五
十
年

に
一
度
の
大
法
要
「
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕

生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃

法
要
」
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
法
要

と
は
、
一
つ
に
は
文
字
通
り
、
宗
祖
親
鸞

聖
人
が
お
生
ま
れ
に
な
り
八
五
〇
年
、
も

う
一
つ
に
は
、宗
祖
親
鸞
聖
人
の
主
著『
顕

浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
俗
称
『
教
行
信

証
』
の
「
草
稿
本
」
完
成
を
、
教
団
と
し

て
の
浄
土
真
宗
の
は
じ
ま
り
と
位
置
づ
け

て
、
以
来
八
〇
〇
年
、
こ
の
二
つ
を
慶
び

讃
え
た
御
仏
事
で
あ
り
ま
し
た
。
さ
て
、

世
の
姿
に
目
を
や
れ
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
、

種
々
の
不
信
、
明
日
へ
の
不
安
、
現
代

社
会
の
状
況
を
俯
瞰
し
て
み
ま
す
と
、

ど
こ
か
ら
見
て
も
、
何
を
見
て
も
、
人

間
が
囚
わ
れ
、
束
縛
さ
れ
、
尊
厳
が
見

失
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
本
願
の
は

た
ら
き
が
、
普
く
人
び
と
を
広
や
か
な

大
地
へ
解
放
し
よ
う
と
し
て
止
ま
な
い

こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
南

無
阿
弥
陀
仏
の
一
声
一
声
に
、
人
間
回

復
の
願
い
が
満
ち
満
ち
て
い
ま
す
。
念

仏
弾
圧
の
時
代
も
、
戦
国
乱
世
の
時
代

も
、
や
り
き
れ
な
い
思
い
と
と
も
に
、

そ
れ
で
も
　<

た
だ
念
仏>

　
の
教
え

に
生
き
ら
れ
た
宗
祖
親
鸞
聖
人
や
無
数

の
念
仏
者
た
ち
が
お
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
れ
ら
の
方
々
を
憶
念
し
つ
つ
、
と
も

ど
も
に
手
を
相
携
え
て
、
報
恩
講
を
一

同
で
謹
ん
で
厳
修
す
る
こ
と
を
も
っ

て
、
連
続
無
窮
の
法
灯
を
み
ず
か
ら
が

い
た
だ
き
、
そ
し
て
次
代
に
手
渡
し
し

て
い
く
こ
と
の
決
意
と
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
掌

令
和
五
年
十
月
二
十
八
日

　
横
浜
久
保
山
　
真
宗
大
谷
派

　
　
法
皇
山
　
西
敎
寺
　
副
住
職

　
横
須
賀
不
入
斗
　
真
宗
大
谷
派

　
　
大
塚
山
　
西
來
寺
　
住
職
代
務
者

　
　
　
　
　
　
　
　
法
名
　
釋
大
信

午
後
十
一
時
四
十
五
分

　
　
除
夜
の
鐘
の
打
鐘

●
切
手
の
余
り
（
お
つ
り
）

●
手
数
料
の
領
収
書

請
求
し
た
戸
籍
が
思
い
通
り
の

も
の
か
を
確
認
し
て
、
次
に
請
求

す
る
直
系
先
祖
の
名
前
、
本
籍
地
、

戸
主 

（
筆
頭
者
）
が
読
み
取
れ
た

ら
、
ま
た
同
じ
要
領
で
次
の
役
所

に
請
求
し
ま
す
。
こ
の
作
業
を
何

度
も
繰
り
返
し
、
こ
れ
以
上
取
得

で
き
る
戸
籍
が
な
く
な
っ
た
ら
終

わ
り
で
す
。

次
回
は
、
戸
籍
を
読
み
解
く
た

め
の
コ
ツ
に
つ
い
て
お
話
い
た
し

ま
す
。（
つ
づ
く
）

た
。」「
来
て
く
だ
さ
る
方
に
は
感
謝
の

気
持
ち
と
申
し
訳
な
い
気
持
ち
で
い
っ

ぱ
い
で
す
。」
と
、
章
子
さ
ん
が
言
い

ま
す
。
お
店
を
閉
め
て
す
こ
し
落
ち
着

い
た
ら
、
こ
こ
で
座
っ
て
の
ん
び
り
し

て
い
ま
す
。
お
花
は
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
ど
う
ぞ
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
ね
。

と
笑
顔
で
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

犬の散歩など立ち寄る
お客さんも多かった

午
後 

一
時
三
十
分

　
　
同
朋
会
（
講
師 

佐
々
木
正
さ
ん
）

一
月
二
十
九
日
（
月
）

西来寺梵鐘は横須賀市内に残る最古の梵鐘で、
横須賀市の指定重要文化財です。
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本
当
に
長
い
間
有
り
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

尚
、
お
彼
岸
・
お
盆
に
は
本
堂

前
に
墓
花
の
用
意
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
遠
方
等
で
お
困
り
の
方
は

西
来
寺
に
お
申
し
出
下
さ
い
。



◆
今
報
道
さ
れ
て
い
る
、（
世
界
で
は
、）
教
え
が
違
う
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
れ
だ
け
激
し
い
殺

し
合
い
を
す
る
。
横
須
賀
の
西
来
寺
の
あ
る
、
静
か
で
平
安
な
里
に
来
た
私
た
ち
が
今
い
る
こ

の
場
所
。
一
乗
教
、
三
乗
教
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
い
る
「
こ
の
場
所
」
が
、
宗
派
の
異
な
る

も
の
同
士
が
集
い
、
静
か
で
平
安
で
あ
る
「
こ
の
今
」
が
、
ど
れ
ほ
ど
よ
い
こ
と
で
あ
る
か
。

◆
煩
悩
は
私
達
を
つ
か
ま
え
て
い
る
（
も
の
で
す
。）

◆（
け
れ
ど
）
仏
様
の
慈
悲
と
い
う
の
は
、
一
乗
教
も
三
乗
教
も
違
い
は
な
く
、
救
い
の
手
を
差

し
伸
べ
ら
れ
る
も
の
。

◆（
仏
様
は
）
人
間
も
畜
生
も
隔
て
な
く
、
願
え
ば
手
を
差
し
伸
べ
て
く
だ
さ
る
。

◆
極
楽
浄
土
の
い
い
と
こ
ろ
を
褒
め
称
え
る
こ
と
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
自
分
と
同
じ
で
は
な
い
自
分
以
外
の
全
て
の
「
も
の
」、
自
分
と
同
じ
で
は
な
い
自
分
以
外
の

全
て
の
「
こ
と
」。
そ
れ
ら
が
い
っ
し
ょ
に
存
在
す
る
か
ら
、
世
界
は
面
白
い
。
そ
う
い
っ
た

み
ん
な
が
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
す
ん
だ
か
ら
楽
し
い
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
？

宇
宙
に
は
、ど
こ
か
に
地
球
と
同
じ
よ
う
に
生
き
物
が
い
る
星
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
（
と
、

思
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。）「
命
あ
る
も
の
全
て
が
平
等
」
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
ウ
イ
ル

ス
も
そ
う
で
す
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
も
敵
の
よ
う
に
み
ん
な
言
う
け
れ
ど
、
や
っ
つ
け
る
だ

け
で
は
な
く
、
い
っ
し
ょ
に
生
き
て
い
く
こ
と
、
お
釈
迦
様
の
功
徳
（
く
ど
く
）
か
ら
の
生

命
感
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
教
え
に
従
え
ば
、
自
分
の
命
を
大
事
に
で
き
る
の
で
す
。

３
ヶ
月
間
、
一
九
六
一
年
に
私
は
イ
ン
ド
に
行
き
ま
し
た
。
イ
ン
ド
ハ
イ
エ
ナ
し
か
い
な
い

よ
う
な
場
所
に
一
週
間
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
な
に
か
の
声
を
耳
に
し
ま
し
た
。（
と
て
も
恐

ろ
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。）
し
か
し
翌
朝
に
は
、
そ
の
声
と
い
う
の
が
、
と
な
り
の
村

で
鳴
い
て
い
る
ニ
ワ
ト
リ
の
声
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。（
怯
え
て
い
た
心
が
そ
の

よ
う
な
音
に
聞
こ
え
た
の
で
す
。）
私
は
ニ
ワ
ト
リ
の
声
に
さ
え
、
怯
え
て
い
ま
し
た
。

「
難
思
光
佛
（
な
ん
し
こ
う
ぶ
つ
）」
は
、
阿
弥
陀
の
教
え
で
す
。
そ
れ
が
私
は
ず
い
ぶ
ん
長

い
間
、
信
じ
ら
れ
ん
か
っ
た
。「
光
で
は
な
い
も
の
が
仏
で
あ
る
も
の
か
」
と
。
と
こ
ろ
が
、

カ
ミ
オ
カ
ン
デ
の
話
を
耳
に
し
た
私
は
、（
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
の
）
小
柴
昌
俊
先
生
に
会
い

に
行
き
ま
し
た
。
わ
ず
か
な
光
で
「
光
」
と
は
思
い
難
い
く
ら
い
の
、
蝋
燭
の
よ
う
な
光
が

何
光
年
の
間
、
す
ー
っ
と
宇
宙
か
ら
地
球
に
降
り
て
き
て
、
し
か
も
地
球
を
通
り
抜
け
る
と

い
う
わ
け
で
す
。
あ
あ
、
お
経
に
は
真
実
が
書
か
れ
て
い
る
の
だ
な
と
、
私
は
ず
っ
と
間
違
っ

た
考
え
を
し
て
い
た
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

長
老
の
講
義
は
、
ま
る
で
空
を
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
感
覚
に
な
り
ま
し
た
。
西
来
寺
の
あ
る
不

入
斗
の
里
を
見
下
ろ
し
、
と
き
に
は
宇
宙
へ
、「
音
」
の
話
で
は
、
日
本
各
地
の
梵
鐘
を
用
い
た

黛
敏
郎
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
テ
ー
マ
音
楽
に
触
れ
ら
れ
、
昭
和
の
時
代
に
も
タ
イ
ム
ト
リ
ッ

プ
。
イ
ン
ド
旅
行
に
も
い
ざ
な
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

松
久
保
長
老
は
西
来
寺
で
の
講
義
に
備
え
、
時
間
を
か
け
て
西
来
寺
の
歴
史
の
こ
と
を
学
ん
で

考
え
て
こ
ら
れ
て
く
だ
さ
り
、
聴
講
す
る
方
々
の
た
め
に
、
７
ペ
ー
ジ
（
＋
２
枚
の
資
料
）
に

も
及
ぶ
レ
ジ
メ
を
作
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
長
老
の
物
事
へ
の
丁
寧
さ
に
触
れ
、
私
達

は
も
っ
と
学
び
、
深
く
考
え
な
け
れ
ば
と
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
を
感
じ
ま
し
た
。

「宇
宙
」
「音
」
そ
し
て

「光
」
の
お
話

今
、
こ
の
場
所
が
ど
れ
ほ
ど
平
穏
な
こ
と
か

報告

真
宗
大
谷
派

大
塚
山  

西
来
寺

報
恩
講

令
和
五
年

令
和
五
年
十
月
二
十
八
日
（
土
曜
日
）、
西
来
寺
に
て

報
恩
講
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
暖
か
な
日
差
し
と
爽
や
か
風

が
吹
く
秋
の
晴
天
。
報
恩
講
の
開
催
を
知
ら
せ
る
30
分
前

の
鐘
の
音
が
鳴
り
響
き
、
勤
行
が
始
ま
る
頃
に
は
満
堂
と

な
り
ま
し
た
。

今
年
の
講
師
は
薬
師
寺
（
奈
良
県
）
長
老
、
松
久
保
秀

胤
師
。
講
演
に
向
け
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
要
衝
ト
ル
フ
ァ

ン
（
現
在
の
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
）
地
方
に
あ
る
ベ
ゼ
ク
リ

ク
千
仏
洞
の
３
点
の
壁
画
を
持
っ
て
き
て
下
さ
い
ま
し

た
。
そ
の
中
に
イ
ン
ド
人
、
ペ
ル
シ
ア
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
な
ど
様
々
な
人
物
が
ブ
ッ
ダ
を
囲
ん
で
い
る
構
図
の
も

の
が
あ
り
ま
す
。「
宗
派
の
異
な
る
も
の
同
士
が
集
い
、

静
か
で
平
安
で
あ
る
こ
と
が
、
今
、
こ
の
場
所
が
ど
れ
ほ

ど
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
た
っ
ぷ
り
２
時
間
、
多
く
の
聴
講
者
は
、
松
久

保
長
老
の
世
界
観
に
真
剣
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。

法相宗大本山 薬師寺長老 松久保秀胤師 講演（抜粋）
まつ　く　ぼ しゅう いん

西来寺のホームページで
は、準備から当日に撮影
した 100 枚以上の写真が
ご覧いただけます。


