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豚

汁
が

あ
れ

ば
す

べ
て

は
事

足
り

る
ん

じ
ゃ

な
い

か
と

思
う

時
が

あ
り

ま
す

。
豊

富
な

具
材

は
栄

養
面

で
も

最
強

で
す

。
ち

ょ
い

足
し

で
柚

子
胡

椒
を

入
れ

る
の

も
割

と
好

き
で

す
。
う

ど

ん
を

入
れ

れ
ば

煮
込

み
う

ど
ん

で
す

。
更

に
は

カ
レ

ー
に

リ
メ

イ
ク

す
る

の
が

オ
ス

ス
メ

の
よ

う
で

す
。
も

は
や

ド
ラ

ゴ
ン

ボ
ー

ル
の

フ
リ

ー

ザ
の

よ
う

に
変

身
し

て
い

く
の

で
す

。
 

  
昨

今
、
料

理
人

の
土

井
善

晴
さ

ん
が

具
だ

く

さ
ん

味
噌

汁
の

一
汁

一
菜

で
よ

い
と

い
う

提
案

を
さ

れ
て

話
題

を
呼

ん
で

い
ま

す
。
「
食

材
は

切
り

揃
え

る
と

か
、
そ

ん
な

ん
目

つ
ぶ

っ
て

て

も
え

え
ん

で
す

よ
」
「あ

く
を

取
る

と
か

取
ら

へ

ん
と

か
、
そ

ん
な

ん
も

ど
う

だ
っ

て
え

え
ん

で

す
よ

。
大

し
た

こ
と

な
い

か
ら

」
な

ど
な

ど
、
セ

オ
リ

ー
や

レ
シ

ピ
か

ら
解

放
さ

れ
た

肩
ひ

じ
張

ら
な

い
料

理
へ

の
向

き
合

い
方

が
支

持
さ

れ
て

い
ま

す
。
こ

れ
も

道
を

究
め

た
プ

ロ
が

言
う

か

ら
成

り
立

つ
こ

と
で

、
私

が
言

う
と

た
だ

の
雑

な
男

料
理

と
な

っ
て

し
ま

い
ま

す
。
 

  
そ

ん
な

土
井

氏
と

政
治

学
者

の
中

島
岳

志
さ

ん
の

『
料

理
と

利
他

』
と

い
う

対
談

本
に

仏
教

と

料
理

の
共

通
点

と
し

て
興

味
深

い

こ
と

が
書

か
れ

て

あ
り

ま
し

た
。
 

 

 
和

食
に

は
和

え
物

と
い

う
料

理
が

あ
り

ま

す
。
一

つ
一

つ
の

食
材

に
敬

意
を

払
う

。
で

す

か
ら

「混
ぜ

る
」で

は
な

く
「和

え
る

」
。
そ

れ
ぞ

れ
が

ご
機

嫌
で

い
て

も
ら

う
。
そ

れ
ぞ

れ
の

存

在
感

を
、
美

し
い

と
こ

ろ
を

尊
重

さ
せ

て
、
隣

同
士

に
�

仏
教

で
は

こ
れ

を
他

を
利

す
る

と
書

い
て

利
他

と
い

い
ま

す
。
複

数
の

食
材

の
利

他

が
互

い
に

働
き

あ
っ

て
、
一

つ
の

美
味

し
い

も

の
が

生
ま

れ
る

。
均

一
に

切
る

必
要

な
ど

な
い

で
は

な
い

か
、
む

ら
や

不
揃

い
を

楽
し

む
、
み

ん
な

が
ご

機
嫌

で
い

て
も

ら
う

、
そ

れ
が

本
来

の
日

本
の

家
庭

料
理

で
あ

る
と

。
 

  
太

平
洋

戦
争

の
激

戦
地

、
硫

黄
島

の
「
鎮

魂
の

丘
」
の

碑
に

井
上

靖
さ

ん
の

言
葉

が
刻

ま
れ

て

い
ま

す
。
 

も
う

自
分

一
人

の
幸

福
を

求
め

る
時

代
は

終
っ

た
。
ほ

か
の

人
が

幸
福

で
な

く
て

、
ど

う

し
て

自
分

が
幸

福
に

な
れ

る
だ

ろ
う

。
 

も
う

自
分

の
国

だ
け

の
平

和
を

求
め

る
時

代

は
終

っ
た

。
ほ

か
の

国
が

平
和

で
な

く
て

、
ど

う
し

て
自

分
の

国
が

平
和

で
あ

り
得

よ
う

。
 

  
和

え
物

の
精

神
で

世
界

は
平

和
に

な
る

は

ず
。
無

理
矢

理
自

分
の

色
に

染
め

よ
う

と
す

る

か
ら

、
当

然
思

い
通

り
に

い
か

ず
争

い
、
諍

い
、

つ
ま

り
不

和
が

起
こ

る
わ

け
で

す
。
な

ん
と

も

簡
単

な
理

屈
な

よ
う

に
思

え
ま

す
。
自

分
一

人

で
生

き
て

い
る

の
で

は
な

い
、
み

ん
な

が
ご

機

嫌
で

い
て

も
ら

う
こ

と
が

結
局

巡
り

巡
っ

て
自

ら
の

幸
せ

に
つ

な
が

っ
て

く
る

。
 

  
一

緒
に

い
る

家
族

、
一

緒
の

時
間

を
過

ご
す

こ
と

の
多

い
友

人
、
毎

日
の

よ
う

に
お

会
い

す

る
ご

近
所
様

、
と

に
か

く
身

近
な

人
に

ご
機

嫌

で
い

て
頂

く
こ

と
が

、
ど

う
も

自
分

の
幸
福
度

に
関
係

し
て

く
る

よ
う

で
す

。
自

分
の

幸
福

度

を
高

め
る

た
め

に
、
他

人
に

幸
せ

に
な

っ
て

も

ら
う

と
は

な
ん

と
も
逆
説
的

に
聞

こ
え

ま
す

。

人
を
モ
ノ

の
よ

う
に

い
う

の
は
語
弊

が
あ

る
か

も
し

れ
ま

せ
ん

が
、
周
辺
環
境

を
整

え
る

と
い

う
意

味
で

は
納
得

で
き

る
よ

う
な
気

も
致

し
ま

す
。
 

幸せになる秘決 

和食と仏教に学ぶ 

column  

あ
 

り
た

 



 
八
月
三
十

一
日

は
ス

ー
パ

ー
ブ

ル
ー
ム

ー
ン

の
日

で
し

た
。
一
年

で
月

が
最

も
地

球
に

近
づ

く
た

め
に

、
普
段

よ
り

大
き

く
、
そ

し
て
明

る
く
見

え
（
ス

ー
パ

ー
ム

ー

ン
）
、
か

つ
一

か
月

で
二
回

目
の
満
月

に
出

会
え

る
（ブ

ル
ー
ム

ー
ン
）と

い
う
偶

然

が
重

な
り

「ス
ー
パ

ー
ブ

ル
ー
ム

ー
ン

」
と

い
う

こ
と

の
よ

う
で

す
。
初

め
て
知

り
ま

し
た

。
 

  
子
供

が
学
校

の
宿

題
で
観
察

日
記

が
出

て
い

た
た

め
、
一

緒
に

一
時

間
毎

に
観
察

し
て

お
り

ま
し

た
。
「
う
～

ん
、
雲

に
隠

れ
て
見

え
な

い
な

」「
あ

、
今

、
雲

か
ぶ

っ
て

な
い

。
で

も
ち

ょ
っ

と
ぼ

や
け

て
な

い
？

」
「と

い
う

か
そ

ん
な

に
大

き
い
？

」
な

ど

言
い

な
が

ら
、
そ

こ
ま

で
の

感
動

も
な

く
（
コ

ラ
ッ
！
）
、
観
察
終
了

と
な

り
ま

し
た

。

ち
な

み
に

今
年

の
中
秋

の
名
月

は
九
月
二
十
九

日
だ

そ
う

で
す

。
 

  
さ

て
月

シ
ー
ズ

ン
到

来
と

い
う

こ
と

で
、
ブ
ッ
ダ

が
亡

く
な

る
直
前

に
説

か
れ

た

と
い

う
『
大
般
涅
槃
経

』
と

い
う

お
経

の
中

の
、
仏

を
「月

」
に

た
と

え
、
説

か
れ

た
く

だ
り

を
ご
紹
介

し
な

い
わ

け
に

は
い

き
ま

せ
ん

。
そ

れ
が

上
の
三

つ
の

言
葉

で
す

。
 

 仏
の

世
界

に
往

か
れ

た
方

も
ま

た
し

か
り

。
 

私
が

思
い

立
っ

て
上

を
見

上
げ

れ
ば

そ
こ

に
い

る
。
 

姿
が
見

え
な

く
と

も
、
声

が
聞

こ
え

て
こ

な
く

と
も

、
 

確
か

に
そ

こ
に

在
り
続

け
て

く
れ

る
。
 

そ
う

い
っ

た
安
心

感
と

い
い

ま
し

ょ
う

か
。
 

そ
の

感
覚

を
持

て
る

と
い

う
の

は
幸

せ
な

こ
と

だ
と

思
い

ま
す

。
 

亡
き

人
を
供

養
し

て
い

る
私
達

の
方

が
実

は
ず

っ
と
見
守

ら
れ

て
い

た
の

で
す
ね

。
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ブッダ 最後の教え 

月の 喩 え 

だ
い

は
つ

ね
は

ん
ぎ

ょ
う

 

は
ず

え
 

月
が

隠
れ

る
と

、
人

々
は

月
が

沈
ん

だ
と

い

い
、
月

が
現

れ
る

と
、
人

々
は

月
が

出
た

と

い
う

。
け

れ
ど

も
月

は
常

に
住

し
て

出
没

す

る
こ

と
が

な
い

。
仏

も
そ

の
よ

う
に

、
常

に

住
し

て
生

滅
し

な
い

の
で

あ
る

が
、
た

だ

人
々

を
教

え
る

た
め

に
生

滅
を

示
す

。
 

月
は

ま
た

す
べ

て
の

上
に

現
れ

る
。
町

に

も
、
村

に
も

、
山

に
も

、
川

に
も

、
池

の
中

に
も

、
か

め
の

中
に

も
、
葉

末
の

露
に

も

現
れ

る
。
人

が
行

く
こ

と
百

里
千

里
で

あ
っ

て
も

、
月

は
常

に
そ

の
人

に
従

う
。
月

の
そ

の
も

の
に

変
わ

り
は

な
い

が
、
月

を

見
る

人
に

よ
っ

て
月

は
異

な
る

。
仏

も
ま

た
そ

の
よ

う
に

、
世

の
人

々
に

従
っ

て
、
限

り
な

い
姿

を
示

す
が

、
仏

は
永

遠
に

存
在

し
て

変
わ

る
こ

と
が

な
い

。
 

人
々

は
月

が
満

ち
る

と
か

、
月

が
欠

け
る

と

か
い

う
け

れ
ど

も
、
月

は
常

に
満

ち
て

お

り
、
増

す
こ

と
も

減
る

こ
と

も
な

い
。
仏

も

ま
た

そ
の

よ
う

に
、
常

に
住

し
て

生
滅

し
な

い
の

で
あ

る
が

、
た

だ
人

々
の

見
る

と
こ

ろ

に
従

っ
て

生
滅

が
あ

る
だ

け
で

あ
る

。
 

し
ょ
う

め
つ
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 法然上人が浄土宗を開かれて850年を来年にひかえ、この秋、本山永観堂において2つの記念事

業を実施いたします。 

 「PureLand Lights」とは「浄土の光」という意味です。法然上人立教開宗850年に最新の技術

を使って光の浄土を永観堂に映しだし、感覚的に光の浄土を皆様に体感して頂こうというものです。

プロジェクションマッピング自体は最近珍しいものではないですが、この度の「PureLand Lights」

は「プロジェクションマッピング×僧侶のお経・お念仏」のコラボという新しい試みです。限定拝観な

ので事前予約制ですが、檀信徒特別枠がありますので、当日受付で西光寺の檀家ですと名乗って頂

ければご入場頂けます。尚、紅葉シーズンの「もみじのライトアップ」（今年は11/3～12/3）とは別イ

ベントですのでご注意下さい。 

 寺フェスはお寺、お坊さんの世界をより身近に感じて頂くイベントで、お坊さんとお話ししましょう、

遊びましょうというイベントです。あいにく両日大塩のお祭りの日にあたりますが、ご来場頂ければ

幸いです。 
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◆ プロジェクションマッピング・光の参道 

大玄関から大殿前までのもみじの参道をプロジェクションマッピングで荘厳し、極楽浄土の光の道を現出します。 

◆ 法然上人追慕の法要   期間中毎日18:30～19:00 

宗祖法然上人の御影をお祀りしている大殿の縁にて、僧侶による法然上人への追慕の法要が行われます。過度なライト

アップをしない幽玄な荘厳の中に日没礼讃の読経が響きます。 

◆ プロジェクションマッピング×僧侶・光の池上法要 

      祝・平日（10/9～13） 19:15～19:30 

境内中央の放生池にて、プロジェクションマッピングと僧侶によるコラボレーション「光の池上法要」が行われます。白く

発光した池上に、僧侶が立ち礼讃の読経と念仏を称えます。そこにプロジェクションマッピングが施され、極楽浄土が浮

かび上がります。 

◆ 安田登一座（ノボルーザ）×青年僧・池上創作舞台 『法然上人と室津の遊女』 

      期間中の土日（10/7・8・14・15） 19:15～19:45 

放生池にて能楽師安田登一座と僧侶による創作能が演じられ

ます。流罪中の法然上人にお念仏の教えを請う室津の遊女の

エピソードを基に安田登氏が書きおろした能を、白く発光した

池の上で、安田登一座と僧侶の読経のコラボレーションで上演

します。 

◆ 阿弥陀堂ライトアップとみかえり阿弥陀如来拝観 

ライトアップにより彩色が鮮やかに浮かび上がる阿弥陀堂で、

ご本尊「みかえり阿弥陀如来」にお参り頂けます。 

「PureLand Lights」 内容紹介 

しょうごん だいでん 

み え い 

に ち も つ ら い さ ん 

いけうえほうよう 

やすだのぼる 

むろつ ゆうじょ 

ごくらくじょうど 



遺し置くもの 
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ま

ず
身

も
ふ

た
も

な
い

こ
と

か
ら
申

す
と

「
お

金
」
で

す
。
そ

れ
も
適
度

な
お
金

で
す

。
お
馴

染

み
の
名
作

「
ボ
ケ

ず
に
長

生
き

し
な

は
れ

や
」
に

そ
う

書
か

れ
て

い
ま

す
。
 

 

お
金

の
欲

を
 
捨

て
な

は
れ

 

な
ん
ぼ
ゼ
ニ

カ
ネ

 
あ

っ
て

で
も

 

死
ん

だ
ら

 
持

っ
て

い
け

ま
へ

ん
 

あ
の

人
は

 
え

え
人

や
っ

た
 

そ
な

い
に

人
か

ら
 
言

わ
れ

る
よ

う
 

生
き

て
る

う
ち

に
 
バ

ラ
ま

い
て

 

山
ほ

ど
徳

を
 
積

み
な

は
れ

  

 そ
や

け
ど

 
そ

れ
は
表

向
き

 

ほ
ん

ま
は
ゼ
ニ

を
 
離

さ
ず

に
 

死
ぬ

ま
で

 
し

っ
か

り
持

っ
て

な
は

れ
 

人
に
ケ
チ

や
と

 
言

わ
れ

て
も

 

お
金

が
あ

る
か

ら
 
大

事
に

し
 

み
ん

な
ベ

ン
チ
ャ

ラ
言

う
て

く
れ

る
 

内
緒

や
け

ど
 
ほ

ん
ま

だ
っ

せ
  

  
や

は
り

か
�

 

 
さ

て
、
来

た
る
令

和
六
年

は
法

然
上

人
が
浄

土
宗

を
開

か
れ

て
八
五
〇
年

の
節

目
の
年

を
迎

え
ま

す
。
せ

っ
か

く
の

機
会

で
す

の
で

、
法

然
上

人
に

学
び

ま
し

ょ
う

。
 

 
法

然
上

人
の
臨
終

に
あ

た
り

、
弟

子
の

一
人

が
「
古

来
の
高
僧

に
は

ど
な

た
に

も
遺
跡

が
あ

り
ま

す
。
し

か
し

お
師
匠
様

は
お
寺

一
つ

も
お

建
て

に
な

り
ま

せ
ん

で
し

た
。
亡

く
な

ら
れ

た

後
、
ど

こ
を
遺
跡

と
す

れ
ば

よ
い

で
し

ょ
う

か
」

と
尋
ね

ま
し

た
。
 

 
す

る
と
法

然
上

人
は

「
遺
跡

を
一

カ
所

に
定

め
て

し
ま

え
ば

私
の

教
え

は
広

ま
ら

な
い

で

し
ょ

う
。
私

は
生
涯

を
か

け
て
様
々

な
場

所
で

お
念

仏
の

教
え

を
説

い
て

き
ま

し
た

。
お
念

仏

の
声

の
し

て
い

る
と

こ
ろ

は
、
身

分
の
高
下

を

問
わ

ず
、
い

か
な

る
場

所
で

あ
っ

て
も

、
す

べ
て

が
私

の
遺
跡

で
す

」
と

お
っ

し
ゃ

い
ま

し
た

。
先

往
く

人
が
後

に
残

る
者

に
何

を
遺

す
か

。
法

然

上
人

ら
し

い
お

言
葉

で
す

。
 

 
今
月

の
門
前
掲
示
板

に
書

か
せ

て
頂

い
た
聖

路
加
国
際
病
院

の
院
長

、
故

日
野
原

重
明
先

生

の
こ

と
ば

で
す

。
 

自
分

の
た

め
に

で
な

く
 

人
の

た
め

に
生

き
よ

う
と

す
る

と
き

 

そ
の

人
は

も
は

や
孤

独
で

は
な

い
 

 
誰

か
の
命

の
中

に
自

分
の
命

を
残

し
て

い

く
。
誰

か
の
心

の
中

で
思

い
が

生
き
続

け
る

。

遺
さ

れ
た

者
は

思
い

を
し

っ
か

り
受

け
継
ぐ

。

そ
の

思
い

が
様
々

な
人
々

の
心

の
中

で
小

さ
な

灯
火

の
ご

と
く
燃

え
続

け
る

。
究
極

の
供

養
の

形
で

す
。
最
後

の
最
後

ま
で

、
「
ど

の
よ

う
に
死

ぬ
か

」で
は

な
く

「
ど

の
よ

う
に

生
き

る
か

」
を

問
い

な
が

ら
走

り
続

け
て
参

り
ま

し
ょ

う
。
 

法然上人に学ぶ 
さ

て
何

を
遺

そ
う

か
�

 
法

然
上

人
の

場
合

 

身
は

死
す

と
も

 
心

は
死

せ
ず

 

column  

り
ん

じ
ゅ
う

 

い
せ

き
 

こ
う

げ
 

法然上人のご臨終 

（イラスト：京都 瑞泉寺住職 中川龍学師） 
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今
年

も
お
盆

が
無

事
に
終

わ
り

ま

し
た

。
ご
先
祖
様

も
こ

な
い

に
暑

い

と
思

わ
な

か
っ

た
で

し
ょ

う
。
「
も

う

え
え

わ
、
帰

ら
せ

て
も

ら
う

わ
」
と
聞

こ
え

て
き

そ
う

な
暑

い
夏

で
し

た
。
 

 
さ

て
、
そ

う
こ

う
し

て
い

る
う

ち

に
、
す
ぐ

に
秋

の
お
彼
岸

で
す

。
原
稿

書
き

に

追
わ

れ
て

お
り

ま
す
�

 

 
こ

の
度

の
秋

の
お
彼
岸

は
、
琵
琶

の
弾

き
語

り
に

よ
る
優
雅

な
ひ

と
と

き
を

楽
し

み
ま

し
ょ

う
。
京
都

は
錦

大
宮

の
休
務
寺
住
職

、
堀

本
俊
紹
師

に
琵
琶
奏

者
・
堀

本
旭
紹

と
し

て
奉

納
演
奏

し
て
頂

き
ま

す
。
五
年

ぶ
り

の
ご

来
寺

で
、
こ

の
度

は
弟

子
の

中
野
旭
彩

さ
ん

に
も

一

緒
に

お
越

し
い

た
だ

き
ま

す
。
ど

う
ぞ

お
誘

い

あ
わ

せ
て

お
参

り
下

さ
い

。
 

ご逝去の報 

今
後

の
行

事
予

定
 

◆
 

十
夜

会
 

      十
一

月
二

十
六

日
（
日

）
  

            午
後

一
時

～
 

◆
 

除
夜

の
鐘

 ・
 修

正
会

 

       十
二

月
三

十
一

日
（
日

）
  

 
 
 
 
 
 
午

後
十

一
時

四
十

分
頃

～
 

高砂 

佐土新 

東ノ丁 

東ノ丁 

曽根 

高砂 

須磨 

令和5年7月16日寂 

令和5年7月18日寂 

令和5年7月19日寂 

令和5年7月25日寂 

令和5年8月13日寂 

令和5年8月21日寂 

令和5年8月27日寂 

八若信代さん(92歳)  

梶原洋子さん(81歳) 

濵田昭子さん(86歳) 

黒川たね子さん(103歳) 

神本薫さん(79歳) 

三浦修さん(78歳) 

丸毛明さん(78歳) 

い
っ

そ
 
 

大
き

く
凹

も
う

 
 

い
つ

か
 
 

多
く

を
満

た
す

 

器
に

な
る

の
だ

 

 
 
 
 

（
伊

東
柚

月
） 

八
月

 

今
月

の
こ
と
ば

 

～
門

前
掲

示
板

よ
り

～
 

自
分

の
た

め
に

で
な

く
 

人
の

た
め

に
 

生
き

よ
う

と
す

る
と

き
 

そ
の

人
は

 

も
は

や
孤

独
で

は
な

い
。
 

（
日

野
原

重
明

） 

九
月

 

https://honen850.jp/ お知らせ 
令和6年、浄土宗は850年を迎えます 

立教開宗850年特設サイト 

https://www.facebook.com/honen850 

facebook 

へ
こ
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9月24日 （日） 

秋彼岸会 

午後1時～ 

午後1時半～ 

午後2時～ 

午後3時～ 

日時 

＜塔婆回向について＞ 

西国33ヶ所の御詠歌をあげながら、ご先祖の供養を

いたします。ご希望の方は当日世話人席にてお申込

み下さい。戒名（〇〇家先祖代々、俗名でも構いませ

ん）と施主名（お申込みの方のお名前）をメモしてお

持ち頂くとスムーズです。1霊300円です。 

と う ば え こ う 

お勤め 

塔婆回向 

奉納琵琶演奏 

塔婆回向 

日本伝統文化保存会 筑前琵琶旭城会 

 師範 堀本旭紹 

誤解により伊達政宗からひどい仕打ちを受けた草履取りの平四郎は、怒って城

を飛び出してしまう。その後、僧侶の道をめざし、政宗から受けた恥辱をバネに

どんどんと出世していきます。雲居禅師となって、伊達政宗の再興した松島・瑞

巌寺の住持となり、政宗と数十年ぶりの再会を果たします。史実では、1636

(寛永13)年、55歳の時に松島・瑞巌寺の住持になったが、この時すでに伊達

政宗は没していたそうです。 

 中野旭彩 

1137年春、摂津国渡辺（現在の大阪府）で行われた橋供養で、遠藤盛遠は16

歳の袈裟御前という美人を見付け恋をします。ところが二人は、いとこでした。

盛遠は叔母で袈裟の母親・衣川にこのことを相談します。袈裟は14歳の時に結

婚していたため、衣川は盛遠に諦めるよう諭します。すると盛遠は刀を抜いて

「この気持ちが叶えられないなら、あなたを殺す」と衣川を脅しました。 

曲目 「禅師と政宗」 

曲目 「文覚発心」 

今回は琵琶奏者として呼んで頂きました。筑前

琵琶ってどういう楽器なのかというご説明と、

演奏曲目の解説もさせて頂きます。今回は弟

子の中野も寄せて頂きます。古典の芸能を楽

しんでいただけたら幸いです。（堀本） 


