
    

皆

さ

ん

は

、
『

法

華

経

』

と

い

う

お

経

の

題

名

を

聞

い

た

こ

と

が

あ

り

ま

す

か

。

 

『

法

華

経

』

は

、

正

式

と

は

、『

妙

法

蓮

華

経

』

と

い

い

、

イ

ン

ド

の

言

葉

で

は

、

サ

ッ

ダ

ル

マ

・

プ

ン

ダ

リ

カ

・

ス

ー

ト

ラ

（

正

し

い

教

え

で

あ

る

白

い

蓮

の

花

の

お

経

）

と

い

う

意

味

に

な

り

ま

す

。

 

『

法

華

経

』

は

、

全

二

十

八

の

章

か

ら

成

り

立

っ

て

い

る

お

経

で

す

。

 

天

台

宗

で

は

、

『

法

華

経

』

を

根

本

経

典

と

し

、

日

常

の

朝

夕

の

勤

行

時

・

年

回

忌

法

要

・

葬

儀

の

時

な

ど

に

、

如

来

寿

量

品

・

観

世

音

菩

薩

普

門

品

な

ど

の

『

法

華

経

』

を

読

誦

し

て

い

ま

す

。

 

さ

て

、

こ

の

『

法

華

経

』

は

、

文

学

性

豊

か

な

経

典

と

し

て

も

有

名

な

お

経

の

一

つ

で

す

。

そ

の

と

き

、

よ

く

引

 

    

用

さ

れ

の

が

、
「

法

華

七

喩

」

（

ほ

っ

け

し

ち

ゆ

）

と

言

わ

れ

る

譬

え

話

で

す

。

 

七

つ

の

譬

え

話

は

、

 

一

、

三

車

火

宅

の

喩

 

二

、

長

者

窮

子

の

喩

 

三

、

三

草

二

木

の

喩

 

四

、

化

城

宝

処

の

喩

 

五

、

衣

裏

繋

珠

の

喩

 

六

、

髻

中

明

珠

の

喩

 

七

、

良

医

治

子

の

喩

 

で

す

。

 

    

今

回

は

、

七

つ

の

譬

え

話

の

中

で

も

一

番

始

め

に

登

場

す

る

「

三

車

火

宅

の

喩

」

に

つ

い

て

お

話

し

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 

あ

る

と

こ

ろ

に

一

人

の

年

老

い

た

長

者

が

い

ま

し

た

。

と

て

も

富

裕

で

、

田

畑

や

邸

宅

な

ど

を

多

数

持

っ

て

い

ま

し

た

。

長

者

の

邸

宅

は

広

大

で

し

た

が

、

た

だ

一

つ

の

狭

い

門

し

か

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

 

あ

る

と

き

、

長

者

が

外

に

出

て

い

る

と

き

に

、

こ

の

邸

宅

に

突

然

火

事

が

起

こ

り

ま

し

た

。

火

事

と

聞

い

た

長

者

が

邸

宅

に

帰

っ

て

み

る

と

、

燃

え

さ

か

る

邸

宅

の

中

で

は

、

長

者

の

子

ど

も

た

ち

が

今

に

も

火

に

焼

か

れ

そ

う

に

な

り

な

が

ら

も

遊

び

続

け

て

い

ま

し

た

。

 

ま

た

、

子

ど

も

た

ち

の

傍

ら

で

は

犬

な

ど

が

お

互

い

に

喰

ら

い

あ

っ

て

い

た

り

、

悪

虫

が

地

面

を

這

い

ず

り

回

っ

て

い

た

り

と

い

う

あ

り

さ

ま

な

の

に

、

子

ど

も

た

ち

は

、

身

の

危

険

に

も

気

づ

か

ず

に

、

遊

び

惚

け

て

い

る

状

態

で

し

た

。

 

長

者

は

、
「

速

や

か

に

脱

出

し

な

さ

い

。

」

と

叫

ぶ

の

で

す

が

、

子

ど

も

た

ち

は

耳

を

貸

し

ま

せ

ん

。

 

長

者

は

、

子

ど

も

た

ち

が

以

前

か

ら

、

羊

の

車

、

鹿

の

車

、

牛

の

車

を

欲

し

い

と

言

っ

て

い

た

こ

と

を

思

い

出

し

、

子

ど

も

た

ち

に

向

っ

て

、
「

子

ど

も

た

ち

、

門

の

外

に

は

以

前

か

ら

欲

し

が

っ

て

い

た

羊

の

車

、

鹿

の

車

、

牛

の

車

が

あ

る

か

ら

、

早

く

出

て

き

な

さ

い

。

」

と

叫

び

ま

し

た

。

 

子

ど

も

た

ち

は

、

長

者

の

言

葉

を

聞

い

て

、

前

か

ら

欲

し

か

っ

た

物

が

も

ら

え

る

と

、

一

目

散

に

門

か

ら

出

て

き

て

、

長

者

の

前

に

行

き

ま

し

た

。

 

長

者

は

、

子

ど

も

た

ち

の

欲

し

が

っ

て

い

た

羊

の

車

、

鹿

の

車

、

牛

の

車

で

は

な

く

、

こ

れ

ら

の

よ

り

も

も

っ

と

価

値

の

あ

る

「

大

白

牛

車

」

を

与

え

ま

し

た

。

 

子

ど

も

た

ち

は

、

今

に

も

燃

え

落

ち

そ

う

な

火

宅

を

逃

れ

、

安

穏

な

世

界

に

至

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

 

と

い

う

お

話

で

す

。

 

こ

の

譬

え

話

は

何

を

表

し

て

い

る

の

で

し

ょ

う

か

。

 

こ

の

譬

え

話

に

出

て

く

る

長

者

と

は

「

如

来

」

、

す

な

わ

ち

「

仏

様

」

を

指

し

、

子

ど

も

は

「

衆

生

」

、

す

な

わ

ち

「

我

わ

れ

」

を

指

し

ま

す

。

 

火

宅

は

欲

界

・

色

界

・

無

色

界

の

「

三

界

」

を

指

し

ま

す

。

「

三

界

」

と

は

、

生

死

を

繰

り

返

し

な

が

ら

輪

廻

す

る

世

界

を

三

つ

に

分

け

た

も

の

で

す

。

 

我

わ

れ

が

生

老

病

死

な

ど

の

様

々

な

苦

し

み

に

迫

ら

れ

な

が

ら

、

そ

の

苦

し

み

に

埋

没

し

、

遊

び

戯

れ

て

、

輪

廻

を

解

脱

し

よ

う

と

し

な

い

姿

が

、

子

ど

も

た

ち

が

火

宅

の

中

で

遊

び

戯

れ

て

脱

出

し

な

い

姿

に

譬

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

仏

様

は

我

々

の

父

で

す

か

ら

、

苦

難

か

ら

救

済

し

よ

う

と

思

い

、

声

聞

乗

（

羊

の

車

）

、

縁

覚

乗

（

鹿

の

車

）

、

仏

乗

（

牛

の

車

）

と

い

う

三

つ

の

教

え

を

説

い

て

、

我

々

を

導

き

、

火

宅

か

ら

脱

出

さ

せ

て

く

だ

さ

い

ま

し

た

。

 

脱

出

し

て

み

る

と

今

ま

で

の

教

え

で

な

く

、

一

仏

乗
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隆

哲

隆

哲

    
    

 



（

大

白

牛

車

）

を

我

わ

れ

に

示

し

、

三

つ

の

教

え

は

実

は

一

つ

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

を

教

え

て

く

だ

さ

っ

て

い

ま

す

。

 

昨

今

、

原

発

の

問

題

や

環

境

問

題

な

ど

身

の

回

り

に

危

険

が

た

く

さ

ん

あ

る

の

に

、

私

た

ち

だ

け

は

大

丈

夫

と

思

っ

て

い

ま

せ

ん

か

。

 

こ

の

「

三

車

火

宅

の

喩

」

を

参

考

に

自

分

だ

け

の

事

だ

け

で

は

な

く

、

広

い

視

野

に

立

っ

て

物

事

を

冷

静

に

考

え

て

み

て

は

い

か

が

で

し

ょ

う

か

。

 

       

今

回

か

ら

「

獅

子

ヶ

谷

・

本

覺

寺

今

昔

」

と

題

し

て

、

檀

信

徒

の

皆

様

か

ら

獅

子

ヶ

谷

・

本

覺

寺

の

歴

史

や

思

い

出

な

ど

に

つ

い

て

、

ご

寄

稿

い

た

だ

く

 

コ

ー

ナ

ー

を

開

設

し

た

し

ま

す

。

 

第

一

回

目

と

し

て

、

檀

家

総

代

の

横

溝

眞

一

さ

ん

に

ご

寄

稿

い

た

だ

き

ま

し

た

。

 

獅

子

獅

子

獅

子

獅

子

ヶヶヶヶ

谷谷谷谷

とととと

本

覺

寺

本

覺

寺

本

覺

寺

本

覺

寺

のののの

昔昔昔昔    

総

代

総

代

総

代

総

代    

横

溝

眞

一

横

溝

眞

一

横

溝

眞

一

横

溝

眞

一 

早

い

も

の

で

本

堂

が

落

成

し

て

か

ら

二

十

五

年

に

な

ろ

う

と

し

て

い

る

。

当

初

は

木

の

香

り

の

強

か

っ

た

木

造

建

築

だ

が

、

風

雪

に

磨

か

れ

て

近

年

は

あ

る

種

の

風

格

さ

え

感

じ

ら

れ

て

、

や

は

り

コ

ン

ク

リ

ー

ト

で

な

く

て

よ

か

っ

た

な

と

感

慨

深

い

。

落

慶

法

要

の

際

の

稚

児

行

列

の

子

供

達

も

立

派

な

成

人

で

あ

る

。

 

私

が

父

の

急

逝

に

伴

い

総

代

を

継

い

だ

の

は

本

堂

着

工

の

三

年

前

で

、

当

初

は

田

舎

の

慣

習

や

屋

号

な

ど

知

ら

な

い

こ

と

が

多

く

、

ま

た

本

業

を

始

め

た

ば

か

り

で

忙

し

く

、

当

惑

う

こ

と

が

多

か

っ

た

が

、

建

設

委

員

、

後

の

役

員

の

方

々

の

合

議

に

よ

っ

て

本

堂

お

よ

び

庫

裡

の

新

築

に

こ

ぎ

つ

け

る

こ

と

が

で

き

た

。

す

で

に

鬼

籍

に

入

ら

れ

た

方

も

多

く

、

御

冥

福

を

お

祈

り

す

る

次

第

で

あ

る

。

 

私

は

江

戸

時

代

初

期

の

本

覺

寺

創

建

に

拘

る

初

代

横

溝

七

郎

兵

衛

か

ら

数

え

て

１

３

代

に

当

る

。

こ

の

間

私

の

先

祖

は

多

数

の

分

家

の

方

々

と

も

ど

も

、

原

谷

戸

と

呼

ば

れ

る

地

域

で

農

業

を

営

ん

で

き

た

。

ま

た

本

覺

寺

の

檀

家

に

は

灰

ヶ

久

保

と

呼

ば

れ

る

地

域

の

方

々

も

お

ら

れ

、

両

谷

戸

が

協

力

し

て

本

覺

寺

と

上

神

明

社

を

信

仰

し

、

バ

ッ

ク

ア

ッ

プ

し

て

き

た

の

で

あ

る

。

 

私

の

祖

父

は

先

代

が

早

逝

さ

れ

た

た

め

、

六

十

年

以

上

の

長

き

に

わ

た

っ

て

本

覺

寺

総

代

と

し

て

そ

の

盛

衰

を

見

て

き

た

。

そ

の

一

部

を

紹

介

し

た

い

。

 

戦

前

の

寺

は

橘

郡

旭

村

役

場

の

支

所

の

よ

う

な

役

割

も

あ

っ

た

よ

う

で

、

当

時

祖

父

の

書

い

た

登

記

簿

な

ど

も

実

存

し

て

い

る

。

当

時

の

本

堂

は

草

葺

屋

根

で

寺

領

も

広

く

、

現

在

よ

り

境

内

も

広

か

っ

た

。

ま

た

医

療

の

未

発

達

な

頃

と

て

、

幼

児

の

死

亡

や

伝

染

病

に

よ

る

死

亡

も

多

く

、

同

時

期

の

没

年

を

示

す

墓

石

が

多

い

の

は

こ

の

た

め

で

あ

る

。

 

昭

和

二

十

年

五

月

の

横

浜

大

空

襲

で

は

、

一

時

鎮

火

し

た

も

の

の

夜

に

な

っ

て

再

燃

し

、

全

伽

藍

が

焼

失

し

た

。

ち

な

み

に

上

神

明

社

も

同

時

期

に

焼

失

し

て

い

る

。

 

戦

後

さ

さ

や

か

な

仮

本

堂

が

再

建

さ

れ

た

が

、

大

規

模

な

行

事

を

行

な

え

る

広

さ

は

な

く

、

施

餓

鬼

法

要

は

ご

く

限

ら

れ

た

人

数

で

行

な

わ

れ

た

。

当

時

の

檀

家

は

原

谷

戸

と

灰

ヶ

久

保

の

農

家

と

そ

の

出

身

者

が

殆

ん

ど

で

、

境

内

の

清

掃

も

自

家

で

行

な

う

時

代

で

あ

っ

た

。

盆

前

な

ど

野

菜

の

出

荷

の

合

い

間

に

草

刈

り

や

墓

石

の

修

理

を

す

る

の

も

あ

た

り

ま

え

で

あ

っ

た

。

 

葬

儀

は

葬

祭

社

を

使

わ

ず

、

各

谷

戸

の

農

家

が

中

心

と

な

っ

て

催

行

す

る

慣

例

で

あ

っ

た

。

こ

の

講

中

と

呼

ば

れ

る

ム

ラ

社

会

に

お

け

る

互

助

組

織

は

婚

姻

の

際

も

同

様

で

あ

り

、

原

谷

戸

で

は

今

で

も

存

続

し

て

い

る

。

本

覺

寺

参

道

に

お

け

る

「

野

辺

の

送

り

」

は

鐘

や

ド

ラ

の

音

に

包

ま

れ

て

粛

々

と

行

わ

れ

て

い

る

が

、

今

や

横

浜

で

は

貴

重

な

伝

統

と

言

わ

れ

て

い

る

。

 

か

く

し

て

本

堂

の

再

建

と

庫

裡

の

建

築

は

原

谷

戸

と

灰

ヶ

久

保

の

戦

後

長

き

に

わ

た

る

懸

案

で

あ

っ

た

わ

け

で

あ

る

が

、

そ

の

先

鞭

を

つ

け

る

べ

き

私

の

父

と

、

当

時

の

住

職

の

逝

去

が

重

な

り

、

建

設

委

員

会

が

設

立

さ

れ

、

昭

和

六

十

三

年

の

落

慶

法

要

を

迎

え

る

に

至

っ

た

の

で

あ

る

。

 

以

上

思

い

つ

く

ま

ま

に

本

覺

寺

に

関

す

る

昔

話

を

記

し

て

み

た

が

、

お

若

い

方

、

近

年

入

檀

さ

れ

た

方

々

の

参

考

に

な

れ

ば

幸

い

で

あ

る

。

 

本

稿

は

、

檀

信

徒

の

皆

様

に

順

次

書

い

て

い

た

だ

き

た

い

と

の

住

職

の

意

向

で

あ

り

、

と

り

あ

え

ず

初

回

を

担

当

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

。

 

本

覺

寺

で

は

「

本

覺

寺

通

信

」

の

み

な

ら

ず

、

各

種

イ

ベ

ン

ト

も

企

画

さ

れ

て

お

り

、

日

本

の

伝

統

文

化

を

記

録

し

、

伝

達

す

る

よ

う

努

め

て

い

る

。

寺

が

宗

教

的

道

場

と

し

て

だ

け

で

は

な

く

、

地

域

の

文

化

的

精

神

的

な

支

柱

と

な

る

こ

と

を

期

待

す

る

も

の

で

あ

る

。

 

  

獅

子

獅

子

獅

子

獅

子

ヶヶヶヶ

谷谷谷谷

・・・・

本

覺

寺

今

昔

本

覺

寺

今

昔

本

覺

寺

今

昔

本

覺

寺

今

昔    



  

    

散

華

散

華

散

華

散

華

（

さ

ん

げ

）    

 
 

当

山

の

大

施

餓

鬼

会

や

様

々

な

法

要

の

際

に

紙

で

出

来

た

華

び

ら

を

参

じ

ま

す

。

そ

れ

が

散

華

で

す

。

 

 

仏

様

が

来

迎

し

た

際

に

、

讃

歎

す

る

た

め

に

大

衆

や

天

部

の

神

に

よ

り

華

を

降

ら

し

た

と

い

う

故

事

に

ち

な

ん

で

行

わ

れ

ま

す

。

 

 

寺

院

で

法

要

を

行

う

際

に

、

仏

様

を

供

養

す

る

た

め

、

ま

た

、

華

の

芳

香

に

よ

っ

て

悪

い

鬼

神

な

ど

を

払

い

、

道

場

を

清

め

る

て

仏

様

を

迎

え

る

た

め

に

散

華

を

行

い

ま

す

。

 

 

本

来

は

、

蓮

な

ど

の

生

花

が

使

わ

れ

て

い

ま

し

た

。

 

        

   

◎◎◎◎

七

月

三

十

日

七

月

三

十

日

七

月

三

十

日

七

月

三

十

日    

    

鶴

見

区

仏

教

婦

人

会

主

催

鶴

見

区

仏

教

婦

人

会

主

催

鶴

見

区

仏

教

婦

人

会

主

催

鶴

見

区

仏

教

婦

人

会

主

催

「「「「

盂

蘭

盆

会

盂

蘭

盆

会

盂

蘭

盆

会

盂

蘭

盆

会

」」」」

灯

籠

供

養

灯

籠

供

養

灯

籠

供

養

灯

籠

供

養    

    
    

鶴

見

川

岸

に

あ

る

佃

野

公

園

に

て

、

毎

年

恒

例

の

灯

籠

供

養

が

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

 

 
当

日

は

、

鶴

見

区

内

に

あ

る

ご

寺

院

の

檀

信

徒

の

皆

様

に

も

ご

参

列

い

た

だ

き

、

灯

籠

を

飾

り

、

ご

供

養

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

 

         

◎◎◎◎

八

月

九

日

八

月

九

日

八

月

九

日

八

月

九

日    

本

覺

寺

盂

蘭

盆

会

大

施

餓

鬼

本

覺

寺

盂

蘭

盆

会

大

施

餓

鬼

本

覺

寺

盂

蘭

盆

会

大

施

餓

鬼

本

覺

寺

盂

蘭

盆

会

大

施

餓

鬼

会会会会    

 

当

山

本

堂

に

お

い

て

、

天

台

宗

神

奈

川

教

区

横

浜

南

部

諸

大

徳

ご

出

仕

の

も

と

、

盂

蘭

盆

会

大

施

餓

鬼

法

要

を

厳

修

い

た

し

ま

し

た

。

 

法

要

に

先

立

っ

て

、

天

台

宗

布

教

師

 

鶴

見

区

下

末

吉

宝

塔

寺

副

住

職

 

榎

本

渡

成

師

に

よ

る

御

法

話

を

い

た

だ

き

ま

し

た

。

 

盛

夏

の

暑

さ

の

中

、

八

十

名

余

の

檀

信

徒

の

皆

様

に

ご

参

列

い

た

だ

き

、

無

事

に

檀

信

徒

各

家

の

ご

先

祖

様

の

ご

供

養

を

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

 

                                                              

◎◎◎◎

八

月

十

八

日

八

月

十

八

日

八

月

十

八

日

八

月

十

八

日    

    

東

日

本

大

震

災

慰

霊

東

日

本

大

震

災

慰

霊

東

日

本

大

震

災

慰

霊

東

日

本

大

震

災

慰

霊

・・・・

復

興

復

興

復

興

復

興

祈

願

祈

願

祈

願

祈

願

「「「「

萬

燈

会

萬

燈

会

萬

燈

会

萬

燈

会

」」」」    

 
 

当

山

本

堂

前

・

境

内

に

お

い

て

、

三

年

目

に

な

る

「

萬

燈

会

」

を

開

催

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

 

 

当

日

は

、

東

日

本

大

震

災

慰

霊

・

復

興

祈

願

並

び

に

灯

籠

の

供

養

法

要

を

厳

修

し

、

そ

の

後

、

飲

み

物

の

ご

接

待

、

お

子

さ

ま

を

中

心

に

、

花

火

や

く

じ

引

き

な

ど

を

行

っ

て

、

夏

の

夜

ひ

と

時

を

過

ご

し

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

 

 

ま

た

、

今

年

は

、

総

代

の

横

溝

眞

一

さ

ん

が

制

作

し

て

く

だ

さ

い

ま

し

た

竹

灯

籠

も

加

わ

り

、

と

て

も

盛

大

な

会

と

な

り

ま

し

た

。

 

 

檀

信

徒

の

皆

様

の

お

蔭

で

年

々

灯

籠

の

数

も

増

え

、

に

ぎ

や

か

な

「

萬

燈

会

」

を

開

催

す

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

 

 

ち

ょ

う

ど

、

鶴

見

川

の

花

火

と

も

重

な

り

、

当

山

か

ら

も

大

き

な

花

火

を

見

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

 

    

                                            

◎◎◎◎

毎

月

第

一

日

曜

日

開

催

毎

月

第

一

日

曜

日

開

催

毎

月

第

一

日

曜

日

開

催

毎

月

第

一

日

曜

日

開

催    

    

「「「「

写

経

会

写

経

会

写

経

会

写

経

会

」」」」    

     

九

月

よ

り

当

山

客

殿

に

お

い

て

、

写

経

会

を

開

催

し

て

お

り

ま

す

。

 

 

般

若

心

経

、

七

仏

通

戒

偈

・

円

頓

章

な

ど

の

写

経

用

紙

を

ご

用

紙

し

て

お

り

ま

す

。

 

 

道

具

等

は

お

寺

で

も

ご

用

意

し

て

お

り

ま

す

。

 

 

椅

子

席

も

ご

用

意

し

て

お

り

ま

す

。

 

一

筆

一

筆

、

精

神

を

集

中

し

て

、

写

経

を

し

て

み

ま

せ

ん

か

。

 

 
 

平

成

二

十

四

年

開

催

日

平

成

二

十

四

年

開

催

日

平

成

二

十

四

年

開

催

日

平

成

二

十

四

年

開

催

日    

 
 

 
 

 
 

 
 

十

月

七

日

十

月

七

日

十

月

七

日

十

月

七

日

（（（（

日日日日

））））    

 
 

 
 

 
 

 
 

十

一

月

四

日

十

一

月

四

日

十

一

月

四

日

十

一

月

四

日

（（（（

日日日日

））））    

仏

教

仏

教

仏

教

仏

教

あ

れ

こ

れ

あ

れ

こ

れ

あ

れ

こ

れ

あ

れ

こ

れ

（（（（

二二二二

））））    

行

事

報

告

行

事

報

告

行

事

報

告

行

事

報

告    

行

事

案

内

行

事

案

内

行

事

案

内

行

事

案

内    

 

 

  

 

昼間秀雄氏撮影 昼間秀雄氏撮影 

昼間秀雄氏撮影 



 
 

 
 

 
 

 
 

十

二

月

二

日

十

二

月

二

日

十

二

月

二

日

十

二

月

二

日

（（（（

日日日日

））））    

 
 

 
 

 
 

 
 

時

間

時

間

時

間

時

間

：：：：

午

後

三

時

午

後

三

時

午

後

三

時

午

後

三

時

か

ら

か

ら

か

ら

か

ら    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

一

時

間

程

度

一

時

間

程

度

一

時

間

程

度

一

時

間

程

度    

 
 

      

◎◎◎◎

毎

月

第

四

日

曜

日

開

催

毎

月

第

四

日

曜

日

開

催

毎

月

第

四

日

曜

日

開

催

毎

月

第

四

日

曜

日

開

催    

    

「「「「

坐

禅

会

坐

禅

会

坐

禅

会

坐

禅

会

」」」」    

        

十

月

よ

り

当

山

本

堂

に

お

い

て

、

坐

禅

会

を

開

催

い

た

し

ま

す

。

 

 

獅

子

ヶ

谷

市

民

の

森

に

隣

接

す

る

当

山

の

本

堂

に

て

、

山

の

空

気

を

感

じ

な

が

ら

坐

禅

を

し

て

み

ま

せ

ん

か

。

 

 

所

要

時

間

は

約

一

時

間

で

す

。

 

 

動

き

や

す

い

服

装

で

お

越

し

く

だ

さ

い

。

 

 

初

め

て

の

方

も

安

心

し

て

ご

参

加

い

た

だ

け

ま

す

。

 

 

な

お

、

本

堂

の

収

容

人

数

の

関

係

で

、

申

込

方

式

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

 

 

参

加

希

望

の

方

は

当

山

（

〇

四

五

-

五

七

五

-

七

八

五

五

）

ま

で

事

前

に

申

込

く

だ

さ

い

 

    

平

成

二

十

四

年

開

催

日

平

成

二

十

四

年

開

催

日

平

成

二

十

四

年

開

催

日

平

成

二

十

四

年

開

催

日    

 
 

 
 

 
 

 
 

十

月

二

十

八

十

月

二

十

八

十

月

二

十

八

十

月

二

十

八

日日日日

（（（（

日日日日

））））    

 
 

 
 

 
 

 
 

十

一

月

二

十

五

十

一

月

二

十

五

十

一

月

二

十

五

十

一

月

二

十

五

日日日日

（（（（

日日日日

））））    

 
 

 
 

 
 

 
 

十

二

月

二

十

二

月

二

十

二

月

二

十

二

月

二

十

三

十

三

十

三

十

三

日日日日

（（（（

日日日日

））））    

 
 

 
 

 
 

 
 

時

間

時

間

時

間

時

間

：：：：

午

後

四

午

後

四

午

後

四

午

後

四

時時時時

か

ら

か

ら

か

ら

か

ら    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

一

時

間

程

度

一

時

間

程

度

一

時

間

程

度

一

時

間

程

度    

                        

◎◎◎◎

九九九九

月

二

十

二

月

二

十

二

月

二

十

二

月

二

十

二

・・・・

二

十

三

二

十

三

二

十

三

二

十

三

日

開

日

開

日

開

日

開    

催催催催    
    

    

手

仕

事

手

仕

事

手

仕

事

手

仕

事

フ

ォ

ー

ラ

ム

フ

ォ

ー

ラ

ム

フ

ォ

ー

ラ

ム

フ

ォ

ー

ラ

ム

主

催

主

催

主

催

主

催    

旅旅旅旅

す

る

シ

ル

タ

す

る

シ

ル

タ

す

る

シ

ル

タ

す

る

シ

ル

タ

「「「「

日

本

手

仕

日

本

手

仕

日

本

手

仕

日

本

手

仕

事

良

品

展

事

良

品

展

事

良

品

展

事

良

品

展

」」」」    

  

三

月

の

春

の

彼

岸

会

の

期

間

に

開

催

し

た

「

日

本

手

仕

事

良

品

展

」

を

こ

の

秋

の

彼

岸

会

の

中

日

に

あ

た

る

二

十

二

日

と

二

十

三

日

に

当

山

の

客

殿

に

て

開

催

い

た

し

ま

す

。

 

 

手

仕

事

フ

ォ

ー

ラ

ム

は

今

の

日

本

の

手

仕

事

を

守

り

、

取

り

入

れ

た

生

活

の

素

晴

ら

し

さ

を

広

め

て

い

く

活

動

を

行

っ

て

い

ま

す

。

 

 

「

旅

す

る

シ

ル

タ

」

一

つ

一

つ

の

手

で

作

ら

れ

た

手

仕

事

の

良

品

を

、

現

在

の

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

に

合

っ

た

形

で

提

案

し

て

い

く

展

示

会

で

す

。

 

 

ぜ

ひ

、

お

誘

い

合

わ

せ

の

上

、

遊

び

に

来

て

く

だ

さ

い

。

 

 

詳

細

は

、

同

封

の

ご

案

内

を

参

照

く

だ

さ

い

。

 

                      

◎◎◎◎

十

月

八

日

開

催

十

月

八

日

開

催

十

月

八

日

開

催

十

月

八

日

開

催    

    

ヨ

ガ

ヨ

ガ

ヨ

ガ

ヨ

ガ

＆＆＆＆

ヘ

ナ

ア

ー

ト

ヘ

ナ

ア

ー

ト

ヘ

ナ

ア

ー

ト

ヘ

ナ

ア

ー

ト

体

験

体

験

体

験

体

験    

  

今

回

で

三

回

目

と

な

る

ヨ

ガ

体

験

を

開

催

い

た

し

ま

す

。

 

 

今

回

も

前

回

と

引

き

続

き

、

シ

ン

キ

ン

グ

ボ

ウ

ル

の

生

演

奏

の

中

、

ヨ

ガ

を

体

験

し

て

い

た

だ

け

ま

す

。

 

 

ま

た

、

今

回

は

、

ヨ

ガ

終

了

後

の

茶

話

会

の

時

に

、

ヘ

ナ

ア

ー

ト

の

体

験

も

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 

ヘ

ナ

ア

ー

ト

と

は

、

ヘ

ナ

（

植

物

）

で

体

に

絵

を

描

く

も

の

で

、

消

え

る

タ

ト

ゥ

ー

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。

イ

ン

ド

で

は

花

嫁

さ

ん

が

腕

に

描

い

た

り

し

て

い

ま

す

。

 

 

ぜ

ひ

、

お

誘

い

合

わ

せ

の

上

、

本

覺

寺

ま

で

お

申

込

み

く

だ

さ

い

。

 

 

詳

細

は

同

封

の

ご

案

内

を

ご

参

照

く

だ

さ

い

。

 

         

◎◎◎◎

天

台

宗

一

隅

募

金

天

台

宗

一

隅

募

金

天

台

宗

一

隅

募

金

天

台

宗

一

隅

募

金

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て    

        

毎

年

、

当

山

の

大

施

餓

鬼

会

と

萬

燈

会

の

灯

籠

冥

加

料

を

天

台

宗

一

隅

募

金

に

寄

附

し

て

お

り

ま

す

。

 

 

今

年

は

、

総

額

十

万

五

千

九

百

六

十

円

の

ご

寄

附

を

い

た

だ

き

ま

し

た

。

 

 

八

月

二

十

二

日

付

け

に

て

、

天

台

宗

一

隅

を

照

ら

す

運

動

総

本

部

に

て

寄

附

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

 

 

皆

様

か

ら

の

ご

寄

附

は

、

様

々

な

災

害

の

救

援

金

と

里

親

育

英

金

と

し

て

活

用

さ

れ

ま

す

。

 

    

◎◎◎◎

墓

地

墓

地

墓

地

墓

地

のののの

供

物

供

物

供

物

供

物

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て

に

つ

い

て    

        

当

山

墓

地

に

て

、

カ

ラ

ス

が

供

花

を

抜

い

た

り

、

お

供

物

を

荒

ら

し

た

り

、

糞

を

か

け

る

と

い

っ

た

被

害

が

で

て

い

ま

す

。

 

お

参

り

の

際

に

お

供

え

に

な

る

お

供

物

（

食

物

・

飲

料

）

は

な

る

べ

く

そ

の

場

で

仏

様

と

分

か

ち

合

い

召

し

上

が

る

、

ま

た

は

お

持

ち

帰

り

に

な

り

、

墓

地

に

お

残

し

に

な

り

ま

せ

ん

よ

う

ご

協

力

を

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

 

おおおお

知知知知

ら

せ

ら

せ

ら

せ

ら

せ    

 

 

 
 

編

集

後

記 

先

日

、

若

手

の

僧

職

と

神

職

の

勉

強

会

「

神

仏

和

合

」

が

、

東

京

の

神

田

明

神

で

開

催

さ

れ

ま

し

た

。 

 

私

も

参

加

し

、

神

道

に

つ

い

て

、

神

職

の

階

位

や

世

襲

に

つ

い

て

、

靖

国

神

社

問

題

な

ど

神

職

と

僧

侶

が

忌

憚

の

な

い

意

見

交

換

を

行

い

ま

し

た

。 

 

全

国

に

は

、

寺

院

が

七

万

ヶ

寺

、

神

社

が

八

万

社

、

合

計

十

五

万

寺

社

が

あ

り

ま

す

。

 

 

心

の

時

代

の

今

こ

そ

、

寺

院

と

神

社

が

手

を

携

え

る

必

要

を

感

じ

ま

し

た

。

 

住

職 


