
当山副住職、全日仏青理事長就任祝賀会開催さる当山副住職、全日仏青理事長就任祝賀会開催さる

理事長就任挨拶を述べる西郊良貴副住職（ロイヤルホールヨコハマ）

　こ
の
度
、
日
本
最
大
の
青
年
僧
侶
の
連
合
体
で
あ
り
ま
す
全
日
本

仏
教
青
年
会
の
第
二
十
三
代
理
事
長
に
就
任
す
る
に
あ
た
り
、
ロ
イ

ヤ
ル
ホ
ー
ル
ヨ
コ
ハ
マ
に
て
四
月
十
一
日
、
理
事
長
就
任
祝
賀
会
を

開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　全
国
津
々
浦
々
か
ら
各
宗
派
、
各
団
体
の
僧
侶
、
円
満
寺
総
代
の

方
々
、
賛
助
企
業
を
は
じ
め
と
し
た
一
般
の
方
々
等
々
約
百
五
十
名

様
に
ご
参
加
を
頂
き
ま
し
て
、
重
ね
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　当
日
は
全
国
寺
院
が
加
盟
す
る
全
日
本
仏
教
会
理
事
長
や
世
界
の

青
年
僧
侶
の
組
織
で
あ
る
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
の
会
長
か
ら
ご
祝
辞
を
頂
い
た

他
、
菅
義
偉
前
総
理
大
臣
か
ら
も
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
頂
き
、
ス

ク
リ
ー
ン
に
て
ご
披
露
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
終
息
は
な
か
な
か
見
え
て
き
ま
せ
ん
が
、

感
染
予
防
対
策
と
し
て
ア
ク
リ
ル
板
で
感
染
予
防
を
徹
底
し
た
上
で

の
開
催
と
な
り
、
青
年
会
で
も
本
当
に
久
し
ぶ
り
に
対
面
に
て
会
っ

た
方
々
も
数
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　全
日
本
仏
教
青
年
会
の
理
事
長
は
大
役
で
あ
り
、
重
責
が
か
か
る

職
務
で
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
ご
縁
に
感
謝
し
つ

つ
、
様
々
な
社
会
問
題
に
対
し
て
青
年
僧
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
ど

う
い
っ
た
役
割
を
持
て
る
の
か
と
い
う
点
を
追
求
し
て
い
き
た
い
、

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　全
日
本
仏
教
青
年
会
で
は
全
国
各
地
の
災
害
等
へ
の
支
援
は
も
ち

ろ
ん
の
事
、
昨
今
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
へ
の
支
援
な
ど
、
国
際
的
な

問
題
に
対
し
て
も
様
々
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
組
織
で
も
あ
り
ま
す

の
で
、
そ
う
し
た
活
動
も
折
に
ふ
れ
て
寺
報
等
で
ご
紹
介
で
き
れ
ば
、

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　東
日
本
大
震
災
の
発
生
以
来
、
天
台
宗
の
防
災
士
と
し
て
、
数
多

く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
直
接
行
っ
て
き
た
経
験
を
最
大
限
に
生

か
し
な
が
ら
、
今
後
も
壇
信
徒
の
皆
様
と
共
に
歩
ん
で
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
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　円
満
寺
本
堂
前
に
姿
形
の
違
う
六
体
の
お

地
蔵
さ
ん
が
ご
ざ
い
ま
す
。
近
所
の
方
々
も

散
策
が
て
ら
お
参
り
を
な
さ
る
方
も
多
い
こ

の
六
地
蔵
で
す
が
、
建
立
さ
れ
た
の
は
平
成

十
六
年
。
当
寺
の
院
代
で
あ
っ
た
久
間
倉
良

永
様
か
ら
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。（
久
間
倉
さ

ん
は
九
十
歳
を
過
ぎ
た
こ
と
も
あ
り
ご
勇
退

な
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
も
元
気
に
過
ご
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
た
ま
に
お
寺
に

お
立
ち
寄
り
下
さ
っ
て
い
ま
す
）

　お
地
蔵
様
の
正
式
な
お
名
前
は
、
地
蔵
菩

薩
と
い
い
、
六
体
そ
れ
ぞ
れ
し
ぐ
さ
の
違
う

お
地
蔵
さ
ん
が
並
ん
で
い
る
の
は
、
仏
教
の

教
え
で
人
間
が
死
後
行
く
と
さ
れ
る
六
つ
の

世
界
（
六
道
）
全
て
に
お
地
蔵
さ
ん
が
赴
き

救
っ
て
下
さ
る
か
ら
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。　ま

た
斉
藤
栄
子
様
よ
り
手
作
り
の
赤
い
前

掛
け
と
頭
巾
を
お
地
蔵
様
が
建
立
さ
れ
て
以

来
、
毎
年
ご
寄
贈
頂
い
て
お
り
ま
し
て
、
こ

こ
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

※

　先
日
の
強
風
に
て
賽
銭
箱
が
破
損

し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
現
在
修
理
を

依
頼
し
て
お
り
ま
す
。（
写
真
中
央
）
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検
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＆
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を
設
置

　書
院
入
口
に
手
を
入
れ
て
頂
く
だ
け
で
検

温
と
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
手
指
消
毒
が
で
き

る
機
材
を
設
置
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

書
院
入
口
に
つ
き
人
の
出
入
り
が
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
冬
場
は
体
温
表
示
が
や
や
低
く

な
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
ご
ざ
い
ま
す
が
何
卒

ご
了
承
下
さ
い
ま
せ
。

　引
き
続
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予

防
に
務
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご

理
解
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

自動検温＆手指消毒器

機
に
一
個
人
や
一
寺
院
が
取
れ
る
対
応
策
は

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
地
域
、
宗
派
、
時

に
は
宗
教
の
枠
を
も
超
え
た
連
合
体
に
参

画
・
協
力
を
し
、
独
自
の
支
援
を
進
め
て
い

く
と
い
う
流
れ
が
広
く
浸
透
し
つ
つ
あ
り
ま

す
。　実

は
こ
う
し
た
動
き
は
か
な
り
以
前
よ
り

あ
り
、
今
回
、
副
住
職
が
理
事
長
に
就
任
し

た
「
全
日
本
仏
教
青
年
会
」
は
一
九
七
七
年

（
昭
和
五
十
二
年
）
に
現
在
の
形
と
し
て
立

ち
上
が
り
ま
し
た
が
、
そ
の
際
の
名
簿
を
調

べ
る
と
常
務
理
事
と
し
て
住
職
が
名
を
連
ね

て
お
り
、
住
職
に
お
聞
き
し
て
も
当
時
か
ら

国
際
的
な
問
題
や
災
害
救
援
に
尽
力
し
て
き

た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　一
方
、
そ
う
し
た
活
動
を
世
間
に
対
し
て

Ｐ
Ｒ
す
る
必
要
は
あ
ま
り
な
い
の
で
は
？
と

い
う
考
え
方
を
す
る
僧
侶
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
住
職
は
終
始
一
貫
「
や
っ
て
い
る
事

は
ど
ん
ど
ん
ア
ピ
ー
ル
し
な
い
と
意
味
が
な

い
」
と
い
う
お
考
え
で
、
円
満
寺
に
は
そ
の

思
想
が
染
み
つ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　東
日
本
大
震
災
発
生
以
後
は
、
仏
教
界
の

支
援
活
動
や
社
会
貢
献
活
動
の
露
出
や
注
目

が
増
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
独

自
の
情
報
発
信
を
行
う
僧
侶
も
飛
躍
的
に
増

加
し
ま
し
た
。
情
報
発
信
の
時
に
生
じ
る
リ

ス
ク
に
対
す
る
研
修
や
心
構
え
は
充
分
と
は

思
え
ず
、
個
人
的
に
は
い
つ
も
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ

し
っ
ぱ
な
し
で
は
あ
る
の
で
す
が
、「
お
坊

さ
ん
は
お
経
を
読
ん
で
い
る
だ
け
の
存
在
」

と
い
う
時
代
は
と
う
に
終
わ
っ
て
い
た
、
と

言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　（良
嘉
記
）

編
集
後
記

編
集
後
記

　前
回
の
円
満
寺
報
は
原
稿
を
提
出
し
、
印

刷
に
移
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
て
ロ
シ
ア
に
よ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
一
報
が
入
っ
た
の
で
記

事
に
反
映
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
三
ヶ
月
ほ

ど
の
月
日
が
流
れ
、
未
だ
に
収
束
の
見
え
な

い
戦
争
が
続
い
て
い
る
の
は
と
て
も
悲
し
い

出
来
事
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　国
際
的
な
問
題
や
、
大
規
模
災
害
等
の
危
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　「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
と
は
、
お

寺
で
お
供
え
さ
れ
る
お
供
え
物
を
「
お
さ

が
り
」
と
し
て
、
経
済
的
に
困
難
な
状
況

に
あ
る
子
供
に
「
お
す
そ
分
け
」
す
る
慈

善
活
動
団
体
で
す
。

　当
寺
も
平
成
二
十
八
年
よ
り
こ
の
活
動

に
参
加
し
、
ご
法
事
や
大
法
要
の
際
に
頂

戴
致
し
ま
し
た
お
供
え
物
の
一
部
を
「
お

さ
が
り
」
と
し
て
「
お
す
そ
分
け
」
さ
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　日
本
で
も
子
供
の
七
人
に
一
人
が
貧
困

状
態
に
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
支
援
団
体
か
ら
の
報
告
に
よ
り
ま
す

と
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
流
行

後
に
は
更
に
そ

う
し
た
家
庭
の

経
済
状
況
が
悪

化
し
て
い
る
旨

が
報
告
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
そ

う
し
た
家
庭
に

重
点
的
に
支
援

を
行
う
べ
く
、

「
お
て
ら
お
や

つ
ク
ラ
ブ
」
で

も
匿
名
で
の
一

人
親
家
庭
へ
の

支
援
と
い
っ
た
新
し
い
取
り
組
み
も
始
ま

り
、
当
寺
で
も
従
来
の
支
援
に
加
え
、
新

た
な
方
法
も
取
り
入
れ
て
支
援
を
続
け
て

お
り
ま
す
。

　近
年
は
こ
う
し
た
活
動
に
つ
い
て
食
品

ロ
ス
軽
減
等
の
観
点
か
ら
も
注
目
が
集

ま
っ
て
い
る
よ
う
で
、
メ
デ
ィ
ア
よ
り
お

問
い
合
わ
せ
を
頂
い
た
り
、
活
動
に
つ
い

て
地
域
の
仏
教
会
・
仏
教
青
年
会
等
で
ご

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
も
増
え
て
ま

い
り
ま
し
た
。

　こ
う
し
た
活
動
も
、
檀
信
徒
を
は
じ
め

と
し
た
皆
さ
ま
の
ご
理
解
・
ご
協
力
が

あ
っ
て
こ
そ
で
あ
り
、
ご
協
力
に
御
礼
を

申
し
上
げ
る
と
共
に
、
今
後
も
支
援
の
輪

を
少
し
で
も
広
げ
て
ゆ
け
た
ら
、
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

送付した「おすそ分け」

菅義偉前総理よりメッセージ神奈川・埼玉の青年会が理事長をサポート

全国より約百五十名様が参集和太鼓演奏も披露された

祝  

賀  

会  

写  

真

祝  

賀  

会  

写  

真

　今
年
も
盂
蘭
盆
会
（
お
盆
）

の
時
期
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
大
切
な
行
事
で
す
の
で
あ

ら
た
め
て
お
迎
え
に
つ
い
て
書

い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　お
盆
は
御
先
祖
様
が
あ
の
世

か
ら
帰
っ
て
く
る
の
で
お
迎
え

を
す
る
期
間
、
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
お
弟
子

さ
ん
の
母
が
亡
く
な
っ
た
後

「
あ
の
世
で
母
が
苦
し
ん
で
い

る
の
が
見
え
る
」
と
悩
む
お
弟

子
さ
ん
に
対
し
、「
母
を
救
う

為
に
は
様
々
な
ご
供
養
を
し
な

さ
い
」
と
説
か
れ
た
の
が
は
じ

ま
り
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
ま

す
。　お

盆
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

正
式
に
は
精
霊
棚
と
よ
ば
れ
る

棚
を
作
り
ま
す
。
竹
で
骨
組
み

を
作
り
、
棚
の
上
に
ま
こ
も
の

ご
ざ
を
敷
き
ま
す
。
季
節
の
野

菜
や
果
物
、
ナ
ス
の
牛
、
キ
ュ

ウ
リ
の
馬
な
ど
を
お
供
え
し
ま

す
。
ま
た
、
机
を
用
意
し
、
ご

先
祖
様
の
お
位
牌
や
三
具
足
と

呼
ば
れ
る
も
の
（
ロ
ー
ソ
ク
立

て
、
線
香
立
て
、
花
立
て
）
を

配
置
し
て
準
備
を
し
ま
す
。
そ

し
て
、
お
盆
の
入
り
の
日
（
正

式
に
は
十
三
日
）
に
迎
え
火
を

玄
関
で
焚
き
、
盆
の
終
わ
り
に

は
ご
先
祖
様
に
帰
っ
て
い
た
だ

く
た
め
に
送
り
火
を
十
五
日
、
も
し
く
は
十

六
日
に
焚
き
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

　悲
し
い
こ
と
で
す
が
、
お
身
内
の
方
が
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
場
合
、
四
十

九
日
を
過
ぎ
た
後
に
迎
え
る
初
め
て
の
お
盆

を
「
新
盆
（
に
い
ぼ
ん
）」
と
呼
び
、
特
に

ね
ん
ご
ろ
に
ご
供
養
を
い
た
し
ま
す
。
円
満

寺
で
も
毎
年
、
新
盆
を
迎
え
る
方
に
は
新
盆

の
ご
供
養
の
ご
案
内
を
、
そ
う
で
な
い
方
に

は
お
盆
の
ご
供
養
の
ご
案
内
を
お
送
り
さ
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　お
盆
の
時
に
は
提
灯
を
飾
り
ま
す
が
、
新

盆
の
場
合
は
白
提
灯
（
白
く
、
柄
の
な
い
無

地
の
提
灯
）
を
飾
り
ま
す
。
飾
っ
た
白
提
灯

は
翌
年
に
持
ち
越
さ
ず
、
お
盆
が
終
わ
る
と

お
焚
き
上
げ
（
お
経
等
で
ご
供
養
し
な
が
ら

燃
や
す
こ
と
）
を
し
処
分
を
す
る
の
が
習
わ

し
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
柄
の
つ
い
た

提
灯
は
毎
年
飾
っ
て
も
よ
い
、
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　お
盆
の
慣
わ
し
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
す

が
、地
域
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

近
年
は
住
宅
事
情
に
よ
り「
棚
が
飾
れ
な
い
」

「
火
が
炊
け
な
い
」「
仕
事
の
関
係
で
家
族
が

集
ま
れ
な
い
」
等
々
、
様
々
な
ご
相
談
が
お

寺
に
寄
せ
ら
れ
ま
す
。
お
寺
で
は
「
正
式
に

で
き
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
で
き
る

限
り
の
事
を
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
お

答
え
す
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。

　ご
自
宅
で
ご
供
養
が
ま
ま
な
ら
な
い
と
お

考
え
の
方
は
、
是
非
お
寺
や
お
墓
地
に
足
を

お
運
び
お
参
り
下
さ
い
ま
せ
。（
良
嘉
記
）

盂蘭盆会によせて盂蘭盆会によせて

お
施
餓
鬼
会（
お
盆
の
大
法
要
）に
つ
い
て

　円
満
寺
で
は
毎
年
、七
月
に
施
餓
鬼
会（
大

法
要
）
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
皆

様
の
ご
先
祖
様
を
弔
う
た
め
、
先
祖
供
養
と

し
て
の
ご
法
要
を
行
わ
せ
て
頂
い
て
い
る
の

で
す
が
、「
ど
う
し
て
施
餓
鬼
会
（
せ
が
き
え
）

と
い
う
の
？
」
と
、
単
語
が
耳
慣
れ
な
い
方

も
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
今
回
解
説
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　施
餓
鬼
会
は
、
文
字
通
り
「
餓
鬼
（
飢
え

た
鬼
）
に
施
し
を
与
え
る
会
」
な
の
で
す
が
、

ど
う
し
て
飢
え
た
鬼
が
関
係
す
る
の
か
と
い

い
ま
す
と
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
で
お
釈
迦
様

が
説
法
し
て
い
る
時
、
十
大
弟
子
の
一
人
に

「
阿
難
（
あ
な
ん
）」
と
い
う
お
方
が
お
ら
れ

ま
し
た
。

　こ
の
方
が
、
あ
る
晩
、
静
か
な
所
で
修
行

を
し
て
い
ま
す
と
一
人
の
餓
鬼
（
恐
ろ
し
い

姿
を
し
た
飢
え
た
鬼
）
が
現
れ
、
食
べ
物
を

食
べ
よ
う
と
し
て
口
へ
運
ぶ
の
で
す
が
、
そ

う
す
る
と
食
物
は
火
と
な
っ
て
食
べ
る
こ
と

が
出
来
ず
、
絶
え
ず
苦
し
ん
で
い
る
状
態
で

し
た
。
そ
の
餓
鬼
が
阿
難
に

「
お
前
は
三
日
以
内
に
死
ん
で
、
餓
鬼
道

に
墜
ち
る
だ
ろ
う
。」

　と
言
い
ま
し
た
。
阿
難
は
大
変
に
驚
き
、

お
釈
迦
様
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
を
い

た
し
ま
し
た
。

　す
る
と
お
釈
迦
様
は
、

　「十
万
の
僧
を
供
養
せ
よ
。」

　と
お
教
え
し
、
阿
難
は
多
く
の
僧
侶
を
集

め
供
養
を
し
ま
し
た
。
三
日
以
内
に
死
ぬ
と

い
わ
れ
た
阿
難
は
、
そ
の
供
養
の
功
徳
に
よ

り
長
寿
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
言

わ
れ
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　こ
う
し
た
言
わ
れ
に
従
い
、
天
台
宗
の
施

餓
鬼
会（
大
法
要
）で
は
い
つ
も
住
職
が
座
っ

て
い
る
壇
と
は
別
に
供
養
壇（
施
餓
鬼
の
壇
）

を
設
置
し
、
五
色
の
幡
（
は
た
）
に
そ
れ
ぞ

れ
如
来
の
名
前
を
書
い
て
か
け
、
壇
上
に
は

「
三
界
万
霊
」
と
書
い
た
大
き
な
位
牌
を
安

置
し
、
食
べ
物
や
お
水
を
お
供
え
い
た
し
ま

す
。　こ

れ
は
お
釈
迦
様
の
弟
子
で
あ
る
阿
難
の

寿
命
が
伸
び
た
、
と
い
う
事
に
あ
や
か
り
ま

し
て
、ご
先
祖
様
の
供
養
を
す
る
と
共
に「
壇

信
徒
の
皆
様
の
長
寿
、
健
康
も
お
祈
り
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
」
法
要
が
施
餓
鬼
会
の
法
要

の
意
義
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　ご
事
情
に
よ
り
直
接
法
要
に
ご
参
加
頂
け

な
い
方
々
に
も
、
こ
う
し
た
功
徳
が
届
き
ま

す
よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。
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満
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お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
に
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加
・
協
力
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ま
す

　「
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ
」
と
は
、
お

寺
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お
供
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お
供
え
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お
さ
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供
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お
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活
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体
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。
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活
動
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、
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法
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際
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頂
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ま
し
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供
え
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部
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「
お

さ
が
り
」
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お
す
そ
分
け
」
さ
せ
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頂
い
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お
り
ま
す
。

　日
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供
の
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人
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貧
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状
態
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あ
る
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報
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お
り
ま
す

が
、
支
援
団
体
か
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の
報
告
に
よ
り
ま
す

と
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
流
行

後
に
は
更
に
そ

う
し
た
家
庭
の

経
済
状
況
が
悪

化
し
て
い
る
旨

が
報
告
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
そ

う
し
た
家
庭
に

重
点
的
に
支
援

を
行
う
べ
く
、

「
お
て
ら
お
や

つ
ク
ラ
ブ
」
で

も
匿
名
で
の
一

人
親
家
庭
へ
の

支
援
と
い
っ
た
新
し
い
取
り
組
み
も
始
ま

り
、
当
寺
で
も
従
来
の
支
援
に
加
え
、
新

た
な
方
法
も
取
り
入
れ
て
支
援
を
続
け
て

お
り
ま
す
。

　近
年
は
こ
う
し
た
活
動
に
つ
い
て
食
品

ロ
ス
軽
減
等
の
観
点
か
ら
も
注
目
が
集

ま
っ
て
い
る
よ
う
で
、
メ
デ
ィ
ア
よ
り
お

問
い
合
わ
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を
頂
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た
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活
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に
つ
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地
域
の
仏
教
会
・
仏
教
青
年
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で
ご

報
告
さ
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た
だ
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会
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増
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ま

い
り
ま
し
た
。
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う
し
た
活
動
も
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檀
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徒
を
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と
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皆
さ
ま
の
ご
理
解
・
ご
協
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あ
っ
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こ
そ
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り
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ご
協
力
に
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申
し
上
げ
る
と
共
に
、
今
後
も
支
援
の
輪

を
少
し
で
も
広
げ
て
ゆ
け
た
ら
、
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

送付した「おすそ分け」

菅義偉前総理よりメッセージ神奈川・埼玉の青年会が理事長をサポート

全国より約百五十名様が参集和太鼓演奏も披露された

祝  

賀  

会  

写  

真

祝  

賀  

会  

写  

真

　今
年
も
盂
蘭
盆
会
（
お
盆
）

の
時
期
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
大
切
な
行
事
で
す
の
で
あ

ら
た
め
て
お
迎
え
に
つ
い
て
書

い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　お
盆
は
御
先
祖
様
が
あ
の
世

か
ら
帰
っ
て
く
る
の
で
お
迎
え

を
す
る
期
間
、
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
お
弟
子

さ
ん
の
母
が
亡
く
な
っ
た
後

「
あ
の
世
で
母
が
苦
し
ん
で
い

る
の
が
見
え
る
」
と
悩
む
お
弟

子
さ
ん
に
対
し
、「
母
を
救
う

為
に
は
様
々
な
ご
供
養
を
し
な

さ
い
」
と
説
か
れ
た
の
が
は
じ

ま
り
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
ま

す
。　お

盆
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

正
式
に
は
精
霊
棚
と
よ
ば
れ
る

棚
を
作
り
ま
す
。
竹
で
骨
組
み

を
作
り
、
棚
の
上
に
ま
こ
も
の

ご
ざ
を
敷
き
ま
す
。
季
節
の
野

菜
や
果
物
、
ナ
ス
の
牛
、
キ
ュ

ウ
リ
の
馬
な
ど
を
お
供
え
し
ま

す
。
ま
た
、
机
を
用
意
し
、
ご

先
祖
様
の
お
位
牌
や
三
具
足
と

呼
ば
れ
る
も
の
（
ロ
ー
ソ
ク
立

て
、
線
香
立
て
、
花
立
て
）
を

配
置
し
て
準
備
を
し
ま
す
。
そ

し
て
、
お
盆
の
入
り
の
日
（
正

式
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は
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三
日
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迎
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、
盆
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ご
先
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に
送
り
火
を
十
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、
も
し
く
は
十

六
日
に
焚
き
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送
り
い
た
し
ま
す
。

　悲
し
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で
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、
お
身
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の
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が
亡
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迎
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）」
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、
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養
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す
。
円
満

寺
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、
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迎
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方
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の
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供
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の
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案
内
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送
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せ
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頂
い
て
お
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ま
す
。

　お
盆
の
時
に
は
提
灯
を
飾
り
ま
す
が
、
新

盆
の
場
合
は
白
提
灯
（
白
く
、
柄
の
な
い
無

地
の
提
灯
）
を
飾
り
ま
す
。
飾
っ
た
白
提
灯

は
翌
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。
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で
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で
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し
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は
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き
る

限
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の
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を
し
て
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く
だ
さ
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と
お

答
え
す
る
よ
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に
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て
お
り
ま
す
。

　ご
自
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で
ご
供
養
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と
お
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は
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是
非
お
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や
お
墓
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に
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を

お
運
び
お
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。（
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当山副住職、全日仏青理事長就任祝賀会開催さる当山副住職、全日仏青理事長就任祝賀会開催さる

理事長就任挨拶を述べる西郊良貴副住職（ロイヤルホールヨコハマ）

　こ
の
度
、
日
本
最
大
の
青
年
僧
侶
の
連
合
体
で
あ
り
ま
す
全
日
本

仏
教
青
年
会
の
第
二
十
三
代
理
事
長
に
就
任
す
る
に
あ
た
り
、
ロ
イ

ヤ
ル
ホ
ー
ル
ヨ
コ
ハ
マ
に
て
四
月
十
一
日
、
理
事
長
就
任
祝
賀
会
を

開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　全
国
津
々
浦
々
か
ら
各
宗
派
、
各
団
体
の
僧
侶
、
円
満
寺
総
代
の

方
々
、
賛
助
企
業
を
は
じ
め
と
し
た
一
般
の
方
々
等
々
約
百
五
十
名

様
に
ご
参
加
を
頂
き
ま
し
て
、
重
ね
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　当
日
は
全
国
寺
院
が
加
盟
す
る
全
日
本
仏
教
会
理
事
長
や
世
界
の

青
年
僧
侶
の
組
織
で
あ
る
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
の
会
長
か
ら
ご
祝
辞
を
頂
い
た

他
、
菅
義
偉
前
総
理
大
臣
か
ら
も
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
頂
き
、
ス

ク
リ
ー
ン
に
て
ご
披
露
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
終
息
は
な
か
な
か
見
え
て
き
ま
せ
ん
が
、

感
染
予
防
対
策
と
し
て
ア
ク
リ
ル
板
で
感
染
予
防
を
徹
底
し
た
上
で

の
開
催
と
な
り
、
青
年
会
で
も
本
当
に
久
し
ぶ
り
に
対
面
に
て
会
っ

た
方
々
も
数
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　全
日
本
仏
教
青
年
会
の
理
事
長
は
大
役
で
あ
り
、
重
責
が
か
か
る

職
務
で
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
ご
縁
に
感
謝
し
つ

つ
、
様
々
な
社
会
問
題
に
対
し
て
青
年
僧
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
ど

う
い
っ
た
役
割
を
持
て
る
の
か
と
い
う
点
を
追
求
し
て
い
き
た
い
、

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　全
日
本
仏
教
青
年
会
で
は
全
国
各
地
の
災
害
等
へ
の
支
援
は
も
ち

ろ
ん
の
事
、
昨
今
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
へ
の
支
援
な
ど
、
国
際
的
な

問
題
に
対
し
て
も
様
々
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
組
織
で
も
あ
り
ま
す

の
で
、
そ
う
し
た
活
動
も
折
に
ふ
れ
て
寺
報
等
で
ご
紹
介
で
き
れ
ば
、

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　東
日
本
大
震
災
の
発
生
以
来
、
天
台
宗
の
防
災
士
と
し
て
、
数
多

く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
直
接
行
っ
て
き
た
経
験
を
最
大
限
に
生

か
し
な
が
ら
、
今
後
も
壇
信
徒
の
皆
様
と
共
に
歩
ん
で
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

安
禅
院
第
四
十
世

円
　

満
　

寺
　

第
　

五
　

世

副
住
職

　西

　郊

　良

　貴

円
満
寺
の
お
地
蔵
さ
ん
近
影

円
満
寺
の
お
地
蔵
さ
ん
近
影

　円
満
寺
本
堂
前
に
姿
形
の
違
う
六
体
の
お

地
蔵
さ
ん
が
ご
ざ
い
ま
す
。
近
所
の
方
々
も

散
策
が
て
ら
お
参
り
を
な
さ
る
方
も
多
い
こ

の
六
地
蔵
で
す
が
、
建
立
さ
れ
た
の
は
平
成

十
六
年
。
当
寺
の
院
代
で
あ
っ
た
久
間
倉
良

永
様
か
ら
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。（
久
間
倉
さ

ん
は
九
十
歳
を
過
ぎ
た
こ
と
も
あ
り
ご
勇
退

な
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
も
元
気
に
過
ご
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
た
ま
に
お
寺
に

お
立
ち
寄
り
下
さ
っ
て
い
ま
す
）

　お
地
蔵
様
の
正
式
な
お
名
前
は
、
地
蔵
菩

薩
と
い
い
、
六
体
そ
れ
ぞ
れ
し
ぐ
さ
の
違
う

お
地
蔵
さ
ん
が
並
ん
で
い
る
の
は
、
仏
教
の

教
え
で
人
間
が
死
後
行
く
と
さ
れ
る
六
つ
の

世
界
（
六
道
）
全
て
に
お
地
蔵
さ
ん
が
赴
き

救
っ
て
下
さ
る
か
ら
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。　ま

た
斉
藤
栄
子
様
よ
り
手
作
り
の
赤
い
前

掛
け
と
頭
巾
を
お
地
蔵
様
が
建
立
さ
れ
て
以

来
、
毎
年
ご
寄
贈
頂
い
て
お
り
ま
し
て
、
こ

こ
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

※

　先
日
の
強
風
に
て
賽
銭
箱
が
破
損

し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
現
在
修
理
を

依
頼
し
て
お
り
ま
す
。（
写
真
中
央
）

自
動
検
温
＆
手
指
消
毒
器
を
設
置

自
動
検
温
＆
手
指
消
毒
器
を
設
置

　書
院
入
口
に
手
を
入
れ
て
頂
く
だ
け
で
検

温
と
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
手
指
消
毒
が
で
き

る
機
材
を
設
置
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

書
院
入
口
に
つ
き
人
の
出
入
り
が
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
冬
場
は
体
温
表
示
が
や
や
低
く

な
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
ご
ざ
い
ま
す
が
何
卒

ご
了
承
下
さ
い
ま
せ
。

　引
き
続
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予

防
に
務
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご

理
解
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

自動検温＆手指消毒器

機
に
一
個
人
や
一
寺
院
が
取
れ
る
対
応
策
は

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
地
域
、
宗
派
、
時

に
は
宗
教
の
枠
を
も
超
え
た
連
合
体
に
参

画
・
協
力
を
し
、
独
自
の
支
援
を
進
め
て
い

く
と
い
う
流
れ
が
広
く
浸
透
し
つ
つ
あ
り
ま

す
。　実

は
こ
う
し
た
動
き
は
か
な
り
以
前
よ
り

あ
り
、
今
回
、
副
住
職
が
理
事
長
に
就
任
し

た
「
全
日
本
仏
教
青
年
会
」
は
一
九
七
七
年

（
昭
和
五
十
二
年
）
に
現
在
の
形
と
し
て
立

ち
上
が
り
ま
し
た
が
、
そ
の
際
の
名
簿
を
調

べ
る
と
常
務
理
事
と
し
て
住
職
が
名
を
連
ね

て
お
り
、
住
職
に
お
聞
き
し
て
も
当
時
か
ら

国
際
的
な
問
題
や
災
害
救
援
に
尽
力
し
て
き

た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　一
方
、
そ
う
し
た
活
動
を
世
間
に
対
し
て

Ｐ
Ｒ
す
る
必
要
は
あ
ま
り
な
い
の
で
は
？
と

い
う
考
え
方
を
す
る
僧
侶
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
住
職
は
終
始
一
貫
「
や
っ
て
い
る
事

は
ど
ん
ど
ん
ア
ピ
ー
ル
し
な
い
と
意
味
が
な

い
」
と
い
う
お
考
え
で
、
円
満
寺
に
は
そ
の

思
想
が
染
み
つ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　東
日
本
大
震
災
発
生
以
後
は
、
仏
教
界
の

支
援
活
動
や
社
会
貢
献
活
動
の
露
出
や
注
目

が
増
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
独

自
の
情
報
発
信
を
行
う
僧
侶
も
飛
躍
的
に
増

加
し
ま
し
た
。
情
報
発
信
の
時
に
生
じ
る
リ

ス
ク
に
対
す
る
研
修
や
心
構
え
は
充
分
と
は

思
え
ず
、
個
人
的
に
は
い
つ
も
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ

し
っ
ぱ
な
し
で
は
あ
る
の
で
す
が
、「
お
坊

さ
ん
は
お
経
を
読
ん
で
い
る
だ
け
の
存
在
」

と
い
う
時
代
は
と
う
に
終
わ
っ
て
い
た
、
と

言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　（良
嘉
記
）

編
集
後
記

編
集
後
記

　前
回
の
円
満
寺
報
は
原
稿
を
提
出
し
、
印

刷
に
移
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
て
ロ
シ
ア
に
よ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
一
報
が
入
っ
た
の
で
記

事
に
反
映
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
三
ヶ
月
ほ

ど
の
月
日
が
流
れ
、
未
だ
に
収
束
の
見
え
な

い
戦
争
が
続
い
て
い
る
の
は
と
て
も
悲
し
い

出
来
事
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　国
際
的
な
問
題
や
、
大
規
模
災
害
等
の
危
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