
西光 
第187号 

令和3年9月3日発行 

靈閑だより「黙」 靈閑だより「黙」 靈閑だより「黙」 靈閑だより「黙」     

気になる気になる気になる気になる…  …  …  …      

彼岸って何？ どこ？彼岸って何？ どこ？彼岸って何？ どこ？彼岸って何？ どこ？    

日常に溶け込む仏教語日常に溶け込む仏教語日常に溶け込む仏教語日常に溶け込む仏教語「師子」「師子」「師子」「師子」    〜浄⼟宗⻄⼭勤⾏式から〜〜浄⼟宗⻄⼭勤⾏式から〜〜浄⼟宗⻄⼭勤⾏式から〜〜浄⼟宗⻄⼭勤⾏式から〜    

門前掲示板門前掲示板門前掲示板門前掲示板        宗祖法然上人立教開宗宗祖法然上人立教開宗宗祖法然上人立教開宗宗祖法然上人立教開宗850850850850年年年年    

坊主のつぶやき坊主のつぶやき坊主のつぶやき坊主のつぶやき    

秋のお彼岸法要のご案内秋のお彼岸法要のご案内秋のお彼岸法要のご案内秋のお彼岸法要のご案内    



 

2 

 
お

釈
迦

様
や

神
様

も
ア

ル
コ

ー
ル

で
消

毒
し

て
か

ら
、

お
参

り
す

る
時

代
が

来
る

と
は

思
っ

て
い

な

か
っ

た
で

し
ょ

う
。

お
香

で
身

も
心

も
浄

め
ま

し
ょ

う
と

悠
長

な
こ

と
を

言
っ

て
い

る
場

合
で

は
ご

ざ
い

ま
せ

ん
。

手
は

で
き

れ
ば

濃
度

の
高

い
ア

ル
コ

ー
ル

で
し

っ
か

り
と

滅
菌

消
毒

し
ま

し
ょ

う
。

手
水

舎
で

水
を

す
く

っ
て

手
を

洗
い

浄
め

る
だ

け
で

は
全

然
ダ

メ
で

す
。

口
を

ゆ
す

ぐ
な

ん
て

と
ん

で
も

な
い

。
飛

沫
が

飛
び

ち
り

ま
す

か
ら

お
止

め
く

だ
さ

い
。

お
参

り
の

際
は

数
珠

は
忘

れ
て

も
マ

ス
ク

は
お

忘
れ

な

く
。

な
ん

て
こ

と
が

冗
談

で
は

な
く

な
っ

て
き

て
し

ま
い

ま
し

た
。

 

 
世

間
で

は
目

下
、

黙
〇

が
流

行
っ

て
い

ま
す

。
連

れ
が

い
て

も
喋

ら
ず

食
べ

る
黙

食
、

連
れ

が
い

て
も

喋
ら

ず
湯

に
つ

か
る

黙
浴

。
そ

の
内

、
京

都
な

ど
の

観
光

寺
院

で
は

連
れ

が
い

て
も

喋
り

な
が

ら
の

お
参

り
は

お
控

え
く

だ
さ

い
、

「
黙

拝
」

「
黙

参
」

し
ま

し
ょ

う
な

ど
と

張
り

紙
が

登
場

す
る

か
も

し
れ

ま
せ

ん
。

我
々

も
法

事
な

ど
で

よ
か

っ
た

ら
ご

一
緒

に
お

経
を

お
あ

げ
下

さ
い

と
気

軽
に

言
え

な
く

な
り

ま
し

た
。

そ
れ

こ
そ

黙
読

で
お

願
い

し
ま

す
と

。
 

  
ど

う
も

コ
ロ

ナ
が

流
行

っ
て

か
ら

と
い

う
も

の
、

暗
黙

の
ル

ー
ル

が
一

気
に

増
え

た
よ

う
な

気
が

し
ま

す
。

あ
、

暗
黙

、
こ

こ
に

も
「

黙
」

が
。

年
末

に
発

表
さ

れ
る

今
年

の
漢

字
、

昨
年

は
「

密
」

で
し

た

が
、

今
年

は
「

黙
」

で
い

か
が

で
し

ょ
う

。
メ

デ
ィ

ア
で

は
黙

活
な

ど
と

い
っ

て
、

「
黙

っ
て

〇
〇

す

る
」

こ
と

を
流

行
ら

せ
る

ん
だ

ろ
う

な
⁝

と
思

っ
て

い
た

ら
、

な
ん

と
も

う
既

に
い

っ
ぱ

い
あ

る
で

は
な

い
で

す
か

！
次

の
黙

活
全

部
言

え
ま

す
か

。

（
W
ik
ip
ed

iaよ
り

）
 

 黙
買

：
ス

ー
パ

ー
な

ど
で

は
黙

っ
て

買
い

物
 

黙
歩

・
黙

走
・

黙
ト

レ
：

静
か

に
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
、

 
 

ジ
ョ

ギ
ン

グ
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

 

黙
煙

：
喫

煙
所

で
は

黙
っ

て
吸

い
ま

し
ょ

う
 

黙
式

：
式

典
で

は
合

唱
な

ど
は

自
粛

 

黙
乗

：
公

共
の

乗
り

物
に

は
静

か
に

乗
り

ま
し

ょ
う

 

黙
援

：
応

援
は

声
を

出
さ

ず
拍

手
や

横
断

幕
な

ど
で

 

黙
勉

：
授

業
は

静
か

に
受

け
ま

し
ょ

う
 

き
よ

 

靈
閑

靈
閑

靈
閑

靈
閑

だ
よ

り
だ

よ
り

だ
よ

り
だ

よ
り

    

    
    
    
    「「 「「

黙黙 黙黙
」」 」」

    

黙黙 黙黙
、、 、、

黙黙 黙黙
、、 、、

黙黙 黙黙
    

神神 神神
、、 、、

仏仏 仏仏
も

び
っ

く
り

も
び

っ
く

り
も

び
っ

く
り

も
び

っ
く

り
    

じ
ゅ
ず

 

ち
ょ
う
ず
や
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も

は
や

何
で

も
あ

り
と

い
う

感
じ

で
す

が
、

結

局
は

外
で

は
会

話
は

控
え

ま
し

ょ
う

と
い

う
こ

と

で
し

ょ
う

。
つ

い
つ

い
う

っ
か

り
し

て
い

て
も

大

丈
夫

で
す

。
周

り
か

ら
の

冷
や

や
か

な
目

線
で

、

は
っ

と
す

ぐ
に

気
づ

か
せ

て
く

れ
ま

す
。

 

 

 
仏

教
は

そ
も

そ
も

「
黙

」
と

は
相

性
が

よ
い

の

で
す

。
む

し
ろ

基
本

的
に

は
黙

で
す

。
修

行
中

は

そ
れ

こ
そ

黙
食

で
し

た
。

喋
る

ど
こ

ろ
か

箸
や

食

器
で

余
計

な
音

を
た

て
る

こ
と

も
憚

ら
れ

ま
し

た
。

そ
れ

は
水

行
、

作
務

（
掃

除
）

、
勤

行
、

礼

拝
行

、
座

禅
行

み
な

そ
う

で
し

た
。

余
念

な
く

、

た
だ

た
だ

そ
れ

に
向

き
合

う
の

み
で

す
。

「
は

よ

終
わ

ら
へ

ん
か

な
」

と
い

う
余

計
な

こ
と

を
考

え

て
し

ま
う

の
が

、
悲

し
い

か
な
私

た
ち
人

間
で

す
。

「
黙

す
る

」
「

黙
々

と
す

る
」

時
間

に
な

か

な
か
耐

え
ら

れ
な

い
の

で
す

。
現

代
人

は
「

な
が

ら
」

の
達
人

で
す

。
耳

で
は
イ
ヤ
ホ

ン
で

音
楽

を

聴
き

、
目

は
ス

マ
ホ

の
画
面

を
じ

っ
と
見

つ
め

な

が
ら

、
食

べ
物

を
口

に
運
ぶ

な
ん

て
の

は
お

手
の

も
の

で
す

。
黙

食
に
違

い
あ

り
ま

せ
ん

が
⁝

 

  
禅

の
言
葉

に
こ

ん
な

言
葉

が
あ

り
ま

す
。

 

・
茶

に
逢

う
て

は
茶

を
喫

し
、

 

 
飯

に
逢

う
て

は
飯

を
喫

す
（
瑩
山

禅
師

 ）
 

お
茶

を
頂

く
と

き
に

は
そ

の
お
茶

を
飲

み
、

ご
飯

を
頂

く
時

は
そ

の
ご
飯

を
頂

く
。
乱
暴

な
言

い
方

を
す

る
な

ら
「
茶

な
ら
茶

、
メ
シ

な
ら

メ
シ

」
で

す
。
ほ

と
ん

ど
同

じ
で

す
が

、
こ

ん
な

言
葉

も
あ

り
ま

す
。

 

・
仏

法
元

来
多
子

な
し

、
 

 
喫
茶

喫
飯

、
又
着
衣

（
愚
堂
国
師

）
 

 
仏

の
教

え
に

は
別

に
秘

事
は

な
く

、
時

に
応

じ

て
茶

を
飲

み
、

食
事

を
と

り
、
着

物
を
着

る
、

た

だ
そ

れ
だ

け
。

い
ず

れ
も

禅
の

教
え

の
神
髄

と

い
っ

た
と

こ
ろ

で
し

ょ
う

。
 

  
他

の
こ

と
を

考
え

ず
そ

の
こ

と
だ

け
に
集

中
す

る
、

何
も

考
え

な
い

。
で

す
の

で
、
テ

レ
ビ

を
見

な
が

ら
写

経
を

し
て

は
い

け
な

い
の

で
す

。
そ

れ

が
「

黙
し

て
〇

〇
す

る
」

と
い

う
こ

と
か

と
思

い

ま
す

。
意

外
に
息
抜

き
に

な
っ

た
り

、
イ
ラ
イ
ラ

が
リ
セ
ッ

ト
さ

れ
た

り
、

も
し

か
す

る
と
新

た
な

発
想

が
思

い
浮

か
ん

だ
り

、
一

度
試

す
価
値

は
あ

る
か

も
し

れ
ま

せ
ん

。
 

仏
教

仏
教

仏
教

仏
教

はは はは
「「 「「

黙黙 黙黙
」」 」」

とと とと
相

性
相

性
相

性
相

性
が

よ
い

が
よ

い
が

よ
い

が
よ

い
    

禅禅 禅禅
のの のの

教教 教教
え

に
え

に
え

に
え

に
学学 学学

ぶぶ ぶぶ
    

ご
ん
ぎ
ょ
う

 
さ

む
 

ざ
ぜ
ん
ぎ
ょ
う

 

す
い
ぎ
ょ
う

 
ら
い

 

は
い
ぎ
ょ
う

 

け
い
ざ
ん
ぜ
ん
じ

 

ぐ
ど
う
こ
く
し

 
き
っ
さ
き
っ
ぱ
ん

 
ま
た
ち
ゃ
く
え

 

ぶ
っ
ぽ
う

 が
ん
ら
い

 
た

し
 

ひ
じ

 

き
っ

 

き
っ

 

さ
 

お
 

は
ん

 

さ
 

は
ん

 
お
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迷

わ
ず

行
け

よ
。

行
け

ば
分

か
る

さ
。

 

 
あ

り
が

と
う

！
 

 
イ

ー
チ

、
ニ

ー
、

サ
ン

、
ダ

ァ
ー

！
 

  
ア

ン
ト

ニ
オ

猪
木

氏
の

名
言

か
ら

ス
タ

ー
ト

で
す

。

こ
の

猪
木

氏
の

元
ネ

タ
は

、
今

月
の

門
前

掲
示

板
に

も

一
部

書
か

せ
て

頂
き

ま
し

た
が

、
こ

こ
に

全
文

を
ご

紹

介
い

た
し

ま
し

ょ
う

。
 

  
こ

の
道

を
行

け
ば

  
ど

う
な

る
の

か
と

  
 

 
危

ぶ
む

な
か

れ
 

危
ぶ

め
ば

道
は

な
し

  
 

 
ふ

み
出

せ
ば

  
そ

の
一

足
が

 道
と

な
る

  
 

 
そ

の
一

足
が

 道
で

あ
る

 

 
わ

か
ら

な
く

て
も

歩
い

て
行

け
 

行
け

ば
わ

か
る

よ
 

 
明

治
の

偉
大

な
宗

教
家

清
沢

満
之

の
孫

に
あ

た
る

清

沢
哲

夫
の

「
道

」
と

い
う

詩
で

す
。

猪
木

氏
の

意
図

と

は
違

い
ま

す
が

、
こ

れ
は

完
全

に
左

の
絵

の
説

明
に

な
っ

て
い

ま
す

。
ど

う
い

う
こ

と
か

と
言

い
ま

す
と

、

こ
っ

ち
側

の
岸

（
此

岸
）

か
ら

、
火

の
河

と
水

の
河

の

間
に

あ
る

細
い

白
い

道
を

ビ
ク

ビ
ク

渡
ろ

う
と

し
て

い

る
人

物
に

向
か

っ
て

、
お

釈
迦

さ
ま

（
右

側
の

仏
さ

ま
）

が
、

「
こ

の
道

を
往

け
ば

 
ど

う
な

る
の

か
と

 

危
ぶ

む
な

か
れ

 
迷

わ
ず

往
け

よ
」

と
お

っ
し

ゃ
っ

て

い
る

の
で

す
。

す
る

と
あ

ち
ら

側
の

岸
（

彼
岸

）
か

ら

阿
弥

陀
仏

が
「

安
心

し
て

こ
ち

ら
へ

来
な

さ
い

」
と

お

迎
え

に
来

て
い

る
の

で
す

。
迎

え
に

来
る

か
ら

来
迎

仏

と
い

う
の

で
す

。
前

回
の

『
西

光
』

に
て

お
葬

式
で

故

人
に

最
後

の
お

手
紙

を
読

む
「

引
導

」
と

い
う

作
法

を

ご
紹

介
し

ま
し

た
が

、
そ

の
引

導
の

中
で

も
、

「
必

ず

あ
な

た
は

極
楽

へ
往

生
す

る
の

で
す

、
案

ず
る

な
、

安

ん
じ

て
往

け
」

と
い

う
旨

の
お

手
紙

の
文

面
を

読
ん

で

送
り

出
し

ま
す

。
絵

の
下

側
に

は
猛

獣
や

盗
賊

が
み

え

ま
す

。
こ

ち
ら

は
娑

婆
世

界
、

つ
ま

り
私

た
ち

の
今

生

き
て

い
る

世
界

。
そ

し
て

絵
の

上
側

に
見

え
て

い
る

宮

殿
は

極
楽

の
世

界
で

す
。

つ
ま

り
彼

岸
で

す
。

お
釈

迦

さ
ま

が
「

阿
弥

陀
仏

の
極

楽
の

世
界

は
こ

ん
な

素
晴

ら

し
い

と
こ

ろ
な

ん
で

す
よ

」
と

説
い

た
お

経
を

読
ん

で
、

故
人

を
お

送
り

す
る

の
で

す
か

ら
、

お
釈

迦
さ

ま

は
、

や
は

り
こ

ち
ら

側
に

い
な

い
と

ダ
メ

な
ん

で
す

。
 

  
そ

の
仏

さ
ま

の
境

地
に

到
る

た
め

に
、

太
陽

が
真

西

に
沈

む
（

極
楽

世
界

は
西

方
に

あ
る

）
春

分
・

秋
分

の

日
を

中
日

と
し

て
、

前
後

一
週

間
の

修
養

期
間

が
設

け

ら
れ

て
い

る
の

で
す

。
 

彼
岸

っ
て

 

何
？

 ど
こ

？
 

気
に

な
る

⁝
 

善導大師（仏壇の向かって右側

の方）が説く譬えを図示した

「⼆河⽩道図」(⻄光寺所有)。

極楽往生を願うことを勧めてい

る。 

き
よ
ざ
わ
ま
ん
し

 

し
が
ん

 

ひ
が
ん

 

い
ん
ど
う

 

し
ゃ
ば

 

に が び ゃ く ど う ず 

ぜんどうだいし 



 

 
仲

良
し

の
ラ

イ
オ

ン
と

ト
ラ

の
友

情
を

描
い

た
仏

教

物
語

を
読

ん
で

い
た

ら
、

「
ラ

イ
オ

ン
と

ト
ラ

は
生

息

地
が

違
う

か
ら

出
会

う
こ

と
は

な
い

ん
や

で
」

と
。

最

近
、

最
強

動
物

対
決

の
本

を
愛

読
し

て
い

る
息

子
に

教

わ
り

ま
し

た
。

 

 
今

年
も

コ
ロ

ナ
禍

に
あ

っ
て

、
い

つ
も

通
り

の
祭

り

の
実

施
は

見
送

ら
れ

た
よ

う
で

す
。

そ
こ

で
少

し
で

も

祭
り

に
関

わ
る

ネ
タ

を
。

今
回

は
ラ

イ
オ

ン
＝

獅
子

で

す
。

獅
子

は
仏

典
に

も
よ

く
登

場
し

ま
す

。
仏

典
で

は

通
常

「
犭

」
を

付
け

ず
「

師
子

」
と

書
き

ま
す

が
、

同

じ
も

の
で

す
。

師
子

は
『

肆
誓
偈

』
と

い
う

お
経

の
後

半
に

出
て

き
ま

す
。

 

 
と

こ
ろ

で
獅

子
舞

は
奈

良
時
代

に
仏

教
と
共

に
中
国

の
唐

よ
り
伝

え
ら

れ
た

と
い

わ
れ

て
い

ま
す

。
大
塩
天

満
宮

の
祭
神

、
菅
原

道
真

の
少

し
前

く
ら

い
で

し
ょ

う

か
。

祭
り
好

き
の
皆
様

に
獅

子
舞

を
語

る
な

ど
釈

迦
に

説
法

で
す

が
、

こ
の
度

は
釈

迦
の

説
法

の
方

で
す

。
百

獣
の
王

、
獅

子
が
吠
(吼
)え

る
と

獣
た

ち
が
ひ

れ
伏

す

よ
う

に
、

仏
(ブ
ッ

ダ
)の

説
法

に
は
聞

く
者

を
畏
伏

さ

せ
る
力

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

仏
を

獅
子

に
譬

え
、

仏
の

説
法

を
「

師
子
吼

」
と

い
い

ま
す

。
今

で
は
熱
弁

を
ふ

る
う
様

子
に
使

っ
た

り
し

ま
す

。
 

 
他

の
経

典
に

出
て

く
る
例

え
で

「
獅

子
身

中
の
虫

」

と
い

う
諺

も
あ

り
ま

す
。

獅
子

の
体
内

に
寄

生
し

て
い

る
虫

は
、
体
内

に
い

て
そ

の
恩
恵

を
蒙

り
な

が
ら

、
少

し
ず

つ
獅

子
の
肉

を
蝕

ん
で

い
き

、
致
命
傷

を
与

え
ま

す
。

仏
の
弟

子
の

中
に

も
、
外

面
は

し
っ

か
り

修
行

に

励
ん

で
い

る
よ

う
に

見
せ

か
け

、
陰

で
は

仏
法

や
戒

を

平
気

で
破

っ
て

い
る
連

中
が

い
た

の
で

し
ょ

う
。

お
釈

迦
様

は
そ

れ
を
戒

め
る

た
め

に
、

「
最

大
の
敵

は
外

に

非
ず

、
内

に
あ

り
」

と
言

わ
れ

た
の

で
す

。
こ

こ
か

ら

平
生

は
味

方
の

よ
う

な
顔

を
し

な
が

ら
、
恩

を
仇

で
返

す
よ

う
な
裏
切

り
者

を
指

す
よ

う
に

な
り

ま
し

た
。

 

 
も

っ
と
馴
染

み
深

い
言
葉

で
、

獅
子
奮
迅

の
活
躍

な

ど
と

言
い

ま
す

が
、

獅
子
奮
迅

も
や

は
り

経
典

の
中

に

出
て

く
る

言
葉

で
す

。
ち

な
み

に
動

物
園

で
獅

子
(ラ

イ
オ

ン
)が
奮
迅

し
て

い
る
様

子
を

見
た

た
め

し
が

あ

り
ま

せ
ん

。
だ

い
た

い
ダ
ル

そ
う

に
寝

て
い

ま
す

。
 

 
来

年
こ

そ
は

秋
に

獅
子

が
吼

え
る
様

を
見

た
い

も
の

で
す

。
 

為
衆
開
法
蔵
 
 

広
施
功
徳
宝
 
 

常
於
大
衆
中
 

説
法
師
子
吼
 
 

 
（
肆
誓
偈
）
 

【【 【【
師

子
師

子
師

子
師

子
】】 】】

    

    
(

獅
子

)
(

獅
子

)
(

獅
子

)
(

獅
子

)
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日
常

日
常

日
常

日
常

にに にに
溶溶 溶溶

けけ けけ
込込 込込

むむ むむ
仏

教
語

仏
教

語
仏

教
語

仏
教

語
    

～～ ～～
浄

土
宗

西
山

勤
行

式
浄

土
宗

西
山

勤
行

式
浄

土
宗

西
山

勤
行

式
浄

土
宗

西
山

勤
行

式
か

ら
か

ら
か

ら
か

ら
～～ ～～

    

し
し

し
し

し
し

し
し

    

人
々

の
為
に
、
真
実
の
教

え

が
満

つ
る
蔵
を
開
け
放
ち
 

 そ
の
功
徳
の
宝
を
広
く
皆

に

施
し
 

 常
に
人
々
の
中
に
お
い
て
 

 獅
子

が
吼
え
る
よ
う
雄
弁

に
法

を
説
か
ん
 

し
せ
い
げ

 

い
ふ
く

 

た
と

 

し
し

く
 

し
し
ふ
ん
じ
ん

 

し
し
し
ん
ち
ゅ
う
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 令和6年は法然上人が浄土宗を開いて850年の節目の年になります。それに向けて本山永観堂では

様々な記念事業を計画しています。特設Webサイトもこの8月よりオープンしておりますので、記

念事業の詳細はWebをご覧下さい↓このWebサイトでは、イベントや企画の告知やレポートの発信

にとどまらず、仏教に関する多種多様な話題を、様々な書き手が独自の切り口で発信しております

（私も時々登場します）。コロナ禍にあって、残念ながら次々と企画が延期・中止に追い込まれて

いますが、Webから盛り上げていければと思っておりますので、また覗いてみて下さい！ 

宗祖法然上人立教開宗850年 

https://honen850.jp/ 

ご逝去の報 

東ノ丁 中川司郎さん  82歳 7月15日没 

⻄ノ丁 入江鈴子さん  80歳 8月6日没 

⻄浜 瀬田俊春さん 94歳 8月10日没 

曽根 井川博之さん 84歳 8月11日没 

⻄ノ丁 歌野勝司さん  81歳 8月25日没 

宮本丁 生嶋よそゑさん 89歳 8月31日没 

七
月

 
イ

ツ
モ

静
カ

ニ
笑

ツ
テ

イ
ル

 

（
宮

沢
賢

治
）

 

八
月

 
お

よ
そ

 あ
て

に
な

ら
ぬ

も
の

を
  

 
 

 
 

あ
て

に
し

て
い

る
 

九
月

 
ふ

み
出

せ
ば

  

 
 

 
 

そ
の

一
足

が
 道

と
な

る
 

（
清

沢
哲

夫
「

道
」

）
 

門
前

掲
示

板
よ

り
 

8/7  施餓鬼会の日、燃える朝焼け（駐車場より） 
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 ある日、この朱印は

貴寺院のもので間違い

ないでしょうかという

確認のお手紙が私の元

へ届きました。確かに

この字は先々代霊瑞上

人の字に間違いありま

せん。手紙の差出人は

釈迦如来華判という朱

印の研究をなさってい

る方のようで、当山のこの朱印に興味を持たれた

ようです。そこで釈迦如来華判の捜索活動を開始

したところ、運よく発見できたのです。先方も実

物の捺印を目にすることができて喜んで頂けたよ

うです。また何かの折に紹介させて頂きたいとの

こと。100年前に書かれた朱印帳を通じて頂いたご

縁に感謝です。 

 

※当⼭は印南⻄国33カ所霊場の第四番札所。印南

⻄国33カ所霊場は、⻄国33カ所霊場にならって正

徳2年（1712）に創設されたもの。この納経帳に昭

和3年とあるのは、ちょうど大正12年に復興されて

盛んにお参りされていた時期であったのではない

かと思われます。  

 

 

 例年、大塩小学校の2年生が町探検の一環でお寺

にも来てくれています。昨年は中止、今年は先生

が事前に取材に来られました。生徒たちは取材映

像を学校で見て学んでくれたようです。カメラの

向こう側の子供達を思いながら話さねばならない

のですが、なかなか無観客ライブは難しい。。。

30点です。逆にいつもは子供たちの生の反応に大

いに助けられていたのだと痛感しました。この反

省を活かしつつ、いや来年こそは直にお寺の雰囲

気を味わってもらえることを願っております。 

 土砂降りの雨、カンカン照り、どちらがマシ

か。究極の質問ですが、軍配は土砂降りの雨で上

がりです。例年8月に入ると連日カンカン照りで、

疲労が日に日にどんどん蓄積していくのが感じら

れました。しかし今年は連日雨模様で、お参りを

するのは大変ですが、気温が比較的低く抑えら

れ、照りがなかったことで、身体が思いのほか楽

でした。昨年に続き今年もコロナ禍の下でのお盆

参り（棚経）、また施餓⻤会となりましたが、皆

様にはご理解並びにお気遣いを賜り誠に有難うご

ざいました。 

100100100100年前の朱印のご縁年前の朱印のご縁年前の朱印のご縁年前の朱印のご縁    
反省反省反省反省…………    

←当山所有の釈迦如来華

判。釈迦宝印ともいい、

チドリ(千鳥)が波の上で

遊んでいる姿を表してい

るそう。そう言われると

見えなくもない… 

お盆参り、施餓⻤会の御礼お盆参り、施餓⻤会の御礼お盆参り、施餓⻤会の御礼お盆参り、施餓⻤会の御礼    

し ゃ か に ょ ら い け は ん 

し ゃ か ほ う い ん 



 
 

 
目

下
緊
急
事
態
宣

言
中

で
あ

り
、

さ
ら

に
延
長

さ
れ

る

よ
う

な
話

も
出

て
き

て
い

ま
す

。
つ

き
ま

し
て

は
、

こ
の

秋
の

お
彼

岸
は

、
右
記

の
通

り
お
勤

め
の

み
の
形

式
で

実

施
致

し
ま

す
。

 お
参

り
の

分
散
化

を
図

る
べ

く
、

一
日

三
度

お
勤

め
を
致

し
ま

す
の

で
、

ご
都
合

の
宜

し
い
時

間

帯
に

お
参

り
下

さ
い

。
お
勤

め
の
内
容

は
三
度

と
も
異

な

り
ま

す
の

で
、
三

回
と

も
お
参

り
頂

く
の

も
大
歓

迎
で

す
。
入
退
室

は
自
由

で
す

。
手
だ

け
合

わ
せ

て
お
帰

り
頂

い
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
変
則
的

な
形

で
は

ご
ざ

い
ま

す

が
、

仏
さ

ま
、

ご
先
祖

に
対

し
、

手
を
合

わ
せ

る
機

会
だ

け
は

お
作

り
さ

せ
て

頂
き

た
く
思

い
ま

す
。

法
要

は
お
寺

に
と

っ
て

の
生
命
線

で
す

。
お
墓
参

り
に
合

わ
せ

て
、

本

堂
へ

も
お
参

り
頂

け
れ

ば
幸

い
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 

朝朝 朝朝
の

お
の

お
の

お
の

お
勤勤 勤勤

めめ めめ
    

午
前

七
時

午
前

七
時

午
前

七
時

午
前

七
時

～～ ～～
    

昼昼 昼昼
の

お
の

お
の

お
の

お
勤勤 勤勤

めめ めめ
    

午
前

十
一

時
午

前
十

一
時

午
前

十
一

時
午

前
十

一
時

～～ ～～
    

夕夕 夕夕
の

お
の

お
の

お
の

お
勤勤 勤勤

めめ めめ
    

午
後

四
時

午
後

四
時

午
後

四
時

午
後

四
時

～～ ～～
 

秋秋 秋秋
の

お
の

お
の

お
の

お
彼

岸
法

要
彼

岸
法

要
彼

岸
法

要
彼

岸
法

要
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九
月

二
十

三
日

 (木
九

月
二

十
三

日
 (木

九
月

二
十

三
日

 (木
九

月
二

十
三

日
 (木

・・ ・・
秋

分
秋

分
秋

分
秋

分
のの のの

日
)

日
)

日
)

日
)
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〒671-0101 姫路市大塩町229   
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 雲龍山 ⻄光寺 住職 大塚靈閑 

Tel 079-254-0351 Fax 079-254-4142                                                                               

※
各

回
と

も
お

勤
め

の
時

間
は

二
十

～
三

十
分

で
す

 

※
お

説
教

・
塔

婆
回

向
は

実
施

致
し

ま
せ

ん
 

と
う
ば
え
こ
う

 


