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水の苑と輪島をつなぐ
漆と色彩の物語

［特集］



住
職
挨
拶

　

本
年
六
月
八
日
は
先
代
住
職
十
七

回
忌
で
し
た
。
東
長
寺
Ｏ
Ｂ
に
全
国
か

ら
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
先
住
忌
法
要

を
お
つ
と
め
い
た
だ
き
ま
し
た
。
十
六

年
と
い
う
月
日
が
経
っ
た
今
で
も
多
く

の
方
が
先
代
の
こ
と
を
思
い
、
御
供
養

い
た
だ
け
た
こ
と
に
心
よ
り
感
謝
を
い

た
し
ま
し
た
。
曽
孫
の
顔
が
見
ら
れ
た

方
の
ご
逝
去
を
一
般
に
大
往
生
と
言
っ

た
り
す
る
の
で
す
が
、
先
代
は
孫
の
姿

も
見
る
こ
と
な
く
亡
く
な
り
ま
し
た
の

で
、
早
く
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
え

住職挨拶
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ま
す
。
こ
の
十
六
年
の
間
に
私
は
妻
と

出
会
い
子
供
も
授
か
っ
た
わ
け
で
、
月

日
に
よ
る
変
化
と
い
う
も
の
を
改
め
て

感
じ
、
考
え
て
い
る
時
に
ふ
と
古
い
友

人
の
こ
と
を
思
い
だ
し
ま
し
た
。

　

二
十
代
前
半
の
頃
に
知
り
合
っ
た

彼
女
は
私
の
一
つ
年
上
で
、
当
時
患
っ

て
い
た
私
の
父
の
こ
と
を
慮
っ
て
く
れ

た
も
の
で
す
が
、
漫
画
家
で
あ
っ
た
彼

女
の
お
父
様
は
私
の
父
が
亡
く
な
る
半

年
前
に
急
死
さ
れ
ま
し
た
。
若
く
し
て

突
然
父
を
亡
く
し
た
も
の
同
士
、
そ
の

もくじ

〈写真〉
P.1：東長寺 水の苑 回廊と漆画
P.2：輪島屋善仁工房



年
に
一
度
会
っ
て
話
を
し
た
の
を
境
に

自
然
と
連
絡
を
取
ら
な
く
な
っ
て
お
り

ま
し
た
。
今
は
便
利
な
時
代
で
す
ね
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
彼
女
の
近
況
を

た
ど
っ
て
み
る
と
、
当
時
は
無
か
っ
た

動
画
サ
イ
ト
に
彼
女
が
話
し
て
い
る
姿

が
映
し
出
さ
れ
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
彼

女
は
お
父
様
と
同
じ
漫
画
家
の
方
と

結
婚
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
十
六
年

と
い
う
月
日
は
思
っ
た
よ
り
も
長
く
、

最
初
は
そ
の
姿
を
見
て
も
そ
れ
が
本
当

に
彼
女
な
の
か
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
言
葉
使
い
や
振
る

舞
い
に
、
姿
は
変
わ
っ
て
い
て
も
確
か

に
そ
れ
が
彼
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

確
信
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
人
は
月

日
と
共
に
姿
形
、
容
姿
は
変
わ
っ
て
い

っ
た
と
し
て
も
、
経
験
の
中
で
獲
得
し

た
知
性
や
品
格
、
本
質
的
な
魅
力
は

失
わ
れ
な
い
の
だ
と
強
く
感
じ
ま
し

た
。
素
敵
な
旦
那
さ
ま
と
愛
猫
と
幸

せ
に
過
ご
し
て
い
る
姿
を
見
て
、
私
も

何
か
力
を
も
ら
っ
た
気
が
し
ま
し
た
。

　

今
号
萬
亀
で
は
東
長
寺
の
美
や
芸

術
に
対
す
る
姿
勢
、
ま
た
そ
の
試
み
に

つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
皆
様
が
お
寺
に
お
参
り
さ
れ
た

際
ふ
と
目
に
す
る
も
の
が
、
日
常
に
新

た
な
気
づ
き
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

何
よ
り
で
す
し
、
そ
う
い
っ
た
も
の
の

中
で
過
ご
す
時
間
や
、
作
品
そ
の
も
の

を
越
え
て
、
作
者
の
思
い
を
受
け
取
る

そ
の
瞬
間
に
生
ま
れ
る
知
性
や
品
性
の

交
換
に
寺
が
媒
介
と
な
る
よ
う
つ
と
め

て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
よ
り
再
開
し
た
お
盆
に
は
昨

年
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
多
く

の
お
参
り
の
方
を
お
見
か
け
い
た
し
ま

し
た
。
次
は
秋
彼
岸
会
、
ま
た
多
く
の

皆
さ
ま
方
と
お
会
い
し
、
充
実
し
た
御

供
養
が
で
き
ま
す
よ
う
、
山
内
一
同
皆

さ
ま
の
ご
参
詣
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

 

合　

掌



［ 特 集 ］

ついたち法要や、行事の際に参詣の皆様が行き来する水の苑の回廊。

この場所を取り囲むように、15枚の「漆画」が配されています。

よく見てみると、不思議な世界が描かれていることに気づくでしょう。

浮かび上がる釈尊や禅僧の姿。そこに突如現れる、空飛ぶ円盤〈UFO〉。

作品を手がけたのは、創造の旅路を歩み始めていた美術家と

時代を越えた漆芸を探求し続ける輪島塗りの職人たちでした。

水の苑と輪島をつなぐ

水の苑 絵画鑑賞の順序

と の物語

漆画「四季：六・天心花月<夏>」（部分）

本堂に向かって右側・本堂最寄りの作
品を1枚目として時計回りの順序で並
んでいます。本来の順番にそって鑑賞
してみると、これまで気づかなかった物
語が見えてくるかもしれません。今回の
萬亀では、各絵画の写真の説明文に展
示順番を表す番号を入れております。

形
あ
る
も
の
は 

い
ず
れ
無
に
帰
る

漆
の
風
化
は 

こ
れ
を
佳よ
し
と
す
る

慈
嶽
和
夫
大
和
尚
　
漆
画
制
作
時
の
こ
と
ば

１

2

3

4

〈写真1～4〉いずれも2023年9月現在展示
中の漆画「四季」（部分）。キノコ雲や地球
の描画に使用された青い色の漆は、この漆
絵のために特別に調合されたものでした。



水
の
苑  「
漆
画
の
秘
密
」

実は二つのバリエーションが存在し、異なるテーマが描かれています

第一のテーマ

四相（四大事）
第二のテーマ

四 季

Q. 描かれているテーマは？

東長寺と
蔡國強

現代美術家・蔡國強氏の原画を
輪島屋善仁の職人たちが
漆画として制作しました

Q. 描いたのは誰？

蔡國強氏は中国出身の現代美術家。かつて山内にあった 
アートスペース（P3 art and environment／現・羅漢堂）にて
個展「原初火球」（1991年）を開催した際、氏が当山に泊まり
込んで制作を行うなど、ご縁が始まりました。氏の代名詞と言
える「火薬の爆発による絵画（7ページ〈写真4〉参照）」と比べ、
水の苑の原画に見られる絵画表現は大変珍しいものです。

左：蔡國強氏（文由閣「回向 ― つながる縁起」展（2015年）トークイベントにて）
右：蔡國強による漆画（右ページ参照）の原画「四季：六・天心花月<夏>」

宇宙の始まりの姿をスタートに、釈迦の降誕から入滅
とともに人生の側面（生・病・老・死）が描かれている。
当初より、全編が黒漆を基調として想定されており、
2つのバリエーションのうち、先行して制作された。

左：「四相：六・説法」、右：「四相：十五・灯籠流し」
いずれも蔡國強氏による原画より

左：「四季：一・三蔵西行（飲馬湖畔）」、右：「四季：十三・悲欣交集」
いずれも蔡國強氏による原画より

　

今
か
ら
25
年
前
、
漆
画
の
制
作
を

蔡
國
強
氏
と
輪
島
屋
善
仁
へ
依
頼
し
た

の
は
先
代
住
職
の
慈
嶽
和
夫
大
和
尚
で

し
た
。
な
ぜ
一
人
の
作
家
で
は
な
く
両

者
に
制
作
を
委
ね
た
の
か
、
今
で
は
そ

の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

確
か
な
の
は
そ
の
当
時
、
蔡
氏
も
輪
島

屋
も
当
山
も
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
新
た
な
挑

戦
の
最
中
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

蔡
氏
は
活
動
の
拠
点
を
ア
メ
リ
カ
に

移
し
て
お
り
、
火
薬
を
用
い
た
作
品
を

手
が
け
る
現
代
美
術
家
と
し
て
頭
角

を
現
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
輪
島
屋

善
仁
は
漆
芸
専
門
デ
ザ
イ
ン
会
社
の

設
立
や
、
国
内
最
大
の
漆
の
森
作
り

を
手
が
け
る
な
ど「
次
の
百
年
」を
見

据
え
た
活
動
を
開
始
し
た
ば
か
り
。
そ

し
て
、
個
人
墓
に
よ
っ
て
新
し
い
寺
の

あ
り
方
を
世
に
問
う
て
い
た
の
が
東
長

寺
で
し
た
。
先
代
住
職
は
漆
画
と
い
う

形
で
さ
ら
な
る
挑
戦
を
問
い
か
け
た
か

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
蔡
氏
に
は
、

火
薬
で
は
な
く「
漆
に
よ
る
再
現
を
見

据
え
た
描
画
」を
。
優
美
な
漆
器
を
得

意
と
す
る
輪
島
屋
善
仁
に
は
、
前
代

未
聞
の「
都
会
の
屋
外
用
漆
画
づ
く

り
」を
。
東
長
寺
が
発
し
た
依
頼
は
、

両
者
の
得
意
と
す
る
領
域
か
ら
、
大

き
く
踏
み
出
す
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
誕
生
し
た
の
が
水
の
苑
の

漆
画
で
す
。
こ
の
作
品
は
、
現
代
美

術
で
あ
り
な
が
ら
、
伝
統
工
芸
の
輪

島
塗
で
も
あ
り
ま
す
。
同
時
に
、
漆

画
は
水
の
苑
と
い
う
祈
り
の
空
間
と

一
体
で
も
あ
る
の
で
す
。「
伝
統
文
化

を
受
け
継
ぎ
、
次
世
代
の
文
化
を
創

造
す
る
」
―
そ
れ
は
現
在
も
当
山

を
貫
い
て
い
る
ビ
ジ
ョ
ン
で
す
。
漆

画
は
無
言
の
う
ち
に
、
そ
の
思
い
を

訪
れ
る
方
に
伝
え
て
い
る
の
で
す
。

新
し
さ
に
挑
む
た
め
の
絵
画

縁
の
会
が
発
足
し
て
２
年
後
に
制
作
さ
れ
た
漆
画
。

誕
生
背
景
に
は
、
今
も
続
く
当
山
の
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

道元禅師の人生観、自然観、宇宙観を受け、人の
こころの有り様や人生を四季に置き換え豊かな色彩
で表現。一方、技術発展に伴う現代文明の矛盾、
人々の悲哀を蔡氏独自の視点で鋭く訴えている。



輪
島
の
工
房
で
漆
画
を
修
復
し
て
い
る

職
人
た
ち
を
訪
ね
ま
し
た

 ［特集］

水の苑と輪島をつなぐ

修復の最初に絵の表面を軽く研ぐ洗浄作
業。みるみる汚れが落ち、絵の線や色彩が
くっきりと浮き上がります。この技術自体、「漆
の世界ではありえない方法」なのだそう。

　

屋
外
に
飾
る
漆
の
絵
。「
そ
れ
は
歴

史
上
、
誰
も
経
験
が
な
い
ん
で
す
。

し
か
も
蔡
國
強
と
い
う
芸
術
家
の
作

品
を
、漆
に
置
き
換
え
る
。そ
れ
自
体
、

身
に
余
る
よ
う
で
し
た
」と
制
作
開
始

時
を
語
る
安
藤
さ
ん
。
蔡
國
強
氏
か

ら
届
い
た
原
画（
ア
ク
リ
ル
絵
の
具
に

よ
る
板
絵
）を
、
漆
に
置
き
換
え
る
た

め
線
描
を
汲
み
取
り
、
漆
で
の
表
現

方
法
か
ら
技
術
開
発
ま
で
考
え
抜
く

日
々
を
送
り
ま
し
た
。
時
に
は
、
安

定
し
な
い
国
際
電
話
や
フ
ァ
ク
ス
で

蔡
氏
と
連
絡
を
取
る
も「
十
個
、
聞
き

た
い
こ
と
が
、
一
・
二
個
解
っ
た
か
ど

う
か
」と
振
り
返
り
ま
す
。

　

安
藤
さ
ん
に
と
っ
て
、
先
行
制
作
し

た「
四
相
」と
後
に
手
が
け
た「
四
季
」で

は
全
く
異
な
る
印
象
だ
と
言
い
ま
す
。

「
四
相
は
黒
の
世
界
。
一
方
、
四
季
は

カ
ラ
フ
ル
で
す
。
恐
ら
く
、
四
相
は
輪

島
の
工
房
を
蔡
さ
ん
が
訪
問
し
た
後
に

描
い
た
の
で
、
漆
の
色
を
意
識
し
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
の
後
、
漆
に
囚
わ
れ
ず

自
分
の
表
現
で
い
い
ん
だ
！
と
描
か
れ

た
の
が
四
季
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
ま
た
私
に
と
っ
て
四
相
は
蔡

さ
ん
の
意
思
に
追
い
つ
き
た
い
一
心
で
、

失
敗
も
沢
山
や
っ
た
思
い
入
れ
が
あ
る

作
品
で
す
。
そ
れ
を
経
て
の
四
季
は
、

楽
し
み
な
が
ら
思
い
っ
き
り
や
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
、
今
自
分
で
見
て
も

解
る
の
で
す
」（
安
藤
さ
ん
・
談
）

　
一
度
乾
け
ば
溶
け
ず
、
固
く
丈
夫

な
漆
。
し
か
し
乾
燥
や
紫
外
線
に
は

弱
い
性
質
が
あ
り
ま
す
。
水
の
苑
の

漆
画
は
、
都
会
の
排
気
ガ
ス
や
紫
外

線
の
影
響
で「
10
年
と
持
た
な
い
の
で

は
な
い
か
」と
言
わ
れ
た
こ
と
も
。
可

能
な
限
り
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
、

「
四
相
」と「
四
季
」を
入
れ
替
え
な
が

ら
、
定
期
的
に
修
復
を
行
う
こ
と
で

今
も
そ
の
姿
を
保
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
秋
の
展
示
替
え
に
向
け
て
、「
四
相
」

を
修
復
中
の
輪
島
屋
善
仁
工
房（
石

川
県
輪
島
市
）を
訪
ね
、
漆
画
制
作

に
携
わ
っ
た
安
藤
五
十
治
さ
ん
に
制

作
時
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

お話を伺ったのは……
安藤五十治さん
輪島屋善仁デザイン室顧問。
水の苑漆画の制作に際し、蔡
國強氏の原画から、漆画へと成
すために総指揮を担った。

漆
画
を
通
し
た
交
流
と
対
話

変
わ
り
ゆ
く
も
の
を
絆
ぐ
修
復

と の物語



石川県 輪島を
旅してみませんか？

結の会のためにつくられた
新色の漆とは

色彩―もうひとつの物語

２

東長寺のお位牌をきっかけに
新開発の色彩が生まれました

今年の1月よりお申し込み受付を開始した結の会
「カラーお位牌」。選べる7つの色が追加され、た
いへんに好評です。このお位牌も、輪島屋善仁
の工房で制作しています。従来は黒一色のみだっ
たお位牌に、当山の新しい試みとして「多様な色
を展開したい」とご相談したのは、昨年の春の頃。
元来工房では、漆で表現できる様々な色に固有
の名前を付け、長きに渡り再現できるように管理な
さっていましたが、そのカラーコレクションからお位
牌としてふさわしい色を選ぶだけではなく、全く新し
い色の開発も行うことになりました。理想とする色
調と、継続して安定して再現できる配合を探るた
め、数ヶ月に渡る試作と対話を当山と重ねた結果、
誕生したのがこれまで存在しなかった革新の色「本
紫（ほんむらさき）」と「常磐（ときわ・深緑色）」です。
ぜひとも文由閣で見本をご覧いただければ幸いで
す。既存の黒いお位牌の塗り替えをご希望する
方も、文由閣結の会事務局まで 
お問い合わせください。

刷毛で塗り上げられるお位牌。
人気の「鶯色」の漆です。

カラーお位牌の色開発にも携
わった若き上塗師の杉田さん。
塗りの作業中、見せていただ
いた汚れの無いまっさらな手が
印象的でした。

工房の最も奥にある、しんと
静まり返った一室。ここは仕
上げの漆塗りを施す「上塗り」
の部屋です。塗りたての漆は、
ほこり一つでも付着すると、や
り直しとなってしまうため、細
心の注意がなされています。
今回は、結の会「カラーお位
牌」を上塗りしているところを
特別に見せていただきました。

右：上塗りの部屋には漆の命を敬う神棚が

2021年に開創700年を迎えた
曹洞宗大本山 総持寺祖院の地

1911年まで、曹洞宗の大本山であった総持寺祖院。2007
年の3月25日に発生した震度6強の「能登半島地震」により甚
大な被害を受けたものの、全国の檀信徒の支援によって無事
に復興しています。輪島を訪れたならば、ぜひご参詣ください。

堅牢でいて、優美
日本三大漆器「輪島塗」のふるさと

世代を超えての使用に耐えるという輪島塗。それほど固くて丈
夫なのは、地元で採取される「地の粉（珪藻土の一種）」を下
地に塗り（上の写真・左側の工程）、磨きや塗りなど幾重にも
職人の手をかけるからこそ。市内にある「輪島漆芸美術館」で
は、輪島塗の技や歴史を展示を通して深く知ることができます。

世界農業遺産に認定された
豊かな「能登の里山里海」

変化に富んだ海岸線から得られる豊富な海の幸、棚田を活かし
た米作りが特徴の能登半島。輪島市を含む4市5町は、伝統
的農林漁法、農村文化や景観、生物多様性を備えた地域と
して、世界農業遺産に認定されています。輪島塗は地域の「伝
統技術」として認定の決め手となりました。旅で訪れた際には、
輪島塗の器で地元の恵みを味わってみてはいかがでしょうか。

１

３総持寺祖院 山門

輪島屋善仁 工房にて

輪島朝市

夏の白米千枚田

洗浄後、生漆で補修される漆画。
「輪島の工房に来た蔡さんはこの
生漆から目を離しませんでした。漆
の本質を理解しようとしていたんです
ね（安藤さん・談）」〈写真1〉
蔡國強氏の原画〈写真2〉とそれを
安藤さんが描きとった下絵〈写真3〉

戒名の塗替えは、蒔絵師が
ひとつずつ手がけています。



こ
の
秋
は
山
内
行
事
と
共
に

東
長
寺
ア
ー
ト
め
ぐ
り
へ

東
長
寺
所
蔵
の
蔡
國
強
氏
に
よ
る
絵
画

作
品「
四
季
頌
歌 

― 

春
生
、
夏
長
、
秋

收
、
冬
蔵〈
写
真
４
〉」が
、
箱
根
の
ポ
ー

ラ
美
術
館
に
て
開
催
中
の
企
画
展
で
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
は
２
０

０
９
年
に
東
長
寺
よ
り
蔡
氏
へ
の
コ
ン

セ
プ
ト
提
案
か
ら
制
作
さ
れ
た
も
の

で
、
関
東
圏
で
は
初
公
開
。
水
の
苑
の

漆
画「
四
季
」に
想
を
得
な
が
ら
、
こ
の

世
を
構
成
す
る
様
々
な
側
面
が
仏
弟
子

の
修
行
が
深
化
す
る
様
と
と
も
に
描
か

れ
て
い
ま
す
。
幅
16
メ
ー
ト
ル
に
わ
た

る
大
き
な
世
界
を
、
旅
す
る
よ
う
に
鑑

賞
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

樹
堂
）や
イ
ン
ゴ・ギ
ュ
ン
タ
ー
氏「Seeing 

Beyond the Buddha

（
仏
陀
の
向
こ
う
に
観

る
）〈
写
真
３
〉」（
文
由
閣
１
階
）な
ど
、
ご
参

詣
の
際
に
、
ぜ
ひ
ご
注
目
く
だ
さ
い
。

檀
信
徒
会
館 

文
由
閣
で
は
、
茶
道
や

華
道
を
気
負
い
な
く
体
験
い
た
だ
く

「
文
由
閣
サ
ロ
ン
」や
、
お
坊
さ
ん
と
お

し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
ひ
と
こ
と
写
経
や

坐
禅
体
験
が
で
き
る「
寺
カ
フ
ェ
」を
不

定
期
に
て
開
催
中
で
す
。
ま
た
、
10
月

よ
り
、
な
が
ら
く
開
催
を
見
送
っ
て
い

た
仏
教
文
化
講
座
が
再
開
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
ご
来
山
の
際
に
は
、

山
内
ア
ー
ト
と
共
に
文
由
閣
に
て
ほ
っ

と
一
息
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

開
催
イ
ベ
ン
ト
の
詳
細
は
13
〜
14
ペ
ー

ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

現
在
水
の
苑
を
飾
っ
て
い
る
漆
画「
四

季
」は
修
復
の
た
め
に
10
月
末
頃
取
り

外
し
、
代
わ
り
に
修
復
の
完
了
し
た「
四

相
」を
展
示
い
た
し
ま
す
。
９
月
の
秋
彼

岸
に
は「
四
季
」を
、
11
月
の
施
食
会
法

要
で
は「
四
相
」の
鑑
賞
を
楽
し
み
に
参

詣
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

水
の
苑
の
漆
画
と
同
じ
く
、
蔡
國
強
氏

が
原
画
を
手
が
け
た
の
が
、
羅
漢
堂
ロ
ビ

ー
に
あ
る「
十
大
弟
子〈
写
真
１
〉」の
レ
リ

ー
フ
。
こ
の
他
に
も
山
内
に
は
、
現
代
美

術
家
に
よ
る
作
品
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

大
舩
真
言
氏
に
よ
る「Infinite

〈
写
真
２
〉」

（
山
内
各
所
）、「
相 Phase

」（
文
由
閣
龍

山
内
で
見
ら
れ
る

現
代
ア
ー
ト
の
ご
紹
介

水
の
苑
漆
画
は
、
こ
の
秋

「
四
季
」か
ら「
四
相
」へ

展
示
替
え
を
い
た
し
ま
す

仏
教
文
化
講
座
の
再
開
な
ど

学
び
や
文
化
と
親
し
む

秋
の
イ
ベ
ン
ト
も
多
数
開
催

東
長
寺
所
蔵
の
蔡
氏
作
品
が

箱
根
の
ポ
ー
ラ
美
術
館
に
て

展
示
中
で
す

富士箱根伊豆国立公園内に
位置するポーラ美術館

１

ご来山の際は文由閣へどうぞ
東長寺文由閣1階で利用できるホットコーヒー券をおつけします。お出し
するのに少々お時間がかかってしまいますので、2名までの少人数でご
訪問の際にご利用ください。皆さまのお越しをお待ちしております！

キリトリ

東長寺 文由閣
ホットコーヒー券
※ご利用は開門時間内、2名様まで
※利用期限：2024年3月31日まで

東長寺 文由閣
ホットコーヒー券
※ご利用は開門時間内、2名様まで
※利用期限：2024年3月31日まで

■展覧会詳細

会期：2023年7月15日～12月3日
※会期中無休

シン・ジャパニーズ・ペインティング
革新の日本画
― 横山大観、杉山寧から現代の作家まで

会場：ポーラ美術館
開館時間： 9:00～17:00   

※入館は閉館の30分前まで

料　　金： 一般 1800円 / 高校・大学生 1300円 /
中学生以下無料

https://www.polamuseum.or.jp

美術館の詳しい情報やアクセス方法は、
美術館の公式ホームページを御覧ください。

4

Photo：Ken KATO

※ポーラ美術館のコーヒー券ではありませんので、ご注意ください。

２ ３



［連 載］

 結 を
訪ねて

東京・宮城・千葉
「結の会」のお寺の

庭園

幾
度
で
も
訪
れ
た
い

庭
と
園

東
京 

新
宿
区  

東
長
寺

▶
庭の楓の色付きに
合わせ彩りが変わ
る文由閣の御朱印。

ノムラモミジ

写真：浅川敏

イロハモミジ

コハウチワカエデ

　

現
在
、
外
壁
修
繕
工
事
の
た
め
に
囲
い

で
覆
わ
れ
て
い
る
文
由
閣
。
通
常
で
あ
れ

ば
、
周
囲
の
庭
園
に
は
水
が
張
ら
れ
て
お

り
、
陽
が
出
て
い
る
時
間
に
は
水
浴
び
を

目
当
て
に
し
た
小
鳥
た
ち
が
訪
れ
る
も
の

で
す
が
今
は
そ
れ
が
叶
わ
ず
、
が
っ
か
り

し
た
よ
う
に
飛
び
去
る
姿
が
気
の
毒
で
す
。

　

か
つ
て
文
由
閣
の
そ
ば
に
は「
紅
葉
川
」

と
い
う
川
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
い
ま
は
暗

渠
と
な
り
、
当
時
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
こ
の
文
由
閣
の
庭
と
よ
く
似
た
光
景

が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し

今
は
目
に
見
え
な
い

土
地
の
記
憶
を
思
う
庭

厳
し
い
暑
さ
が
や
わ
ら
ぎ
、秋
の
気
配
が
漂
い
だ
す
と

よ
う
や
く
外
へ
と
お
出
か
け
で
き
る
心
持
ち
に
な
り
ま
す

結
の
会
に
ま
つ
わ
る
３
つ
の
お
寺
へ
、お
参
り
し
て
み
ま
し
ょ
う

ょ
う
か
。
ま
た
紅
葉
川
に
は
た
く
さ
ん
の

亀
が
生
息
し
て
お
り
、
そ
の
数
は
千
匹
と

も
万
匹
と
も
言
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

「
無
数
の
亀
が
い
る
地
」の
記
憶
は
、
東
長

寺
の
山
号「
萬
亀
山
」に
そ
の
名
残
を
留
め

て
い
ま
す
。
当
時
の
紅
葉
川
の
周
囲
に
は
、

そ
の
名
の
通
り「
き
っ
と
紅
葉
が
色
づ
い
て

い
た
に
違
い
な
い
」と
考
え
、
文
由
閣
創
建

時
に
楓
の
仲
間
が
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
親

し
み
深
い
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
に
、
す
こ
し
丸
み

の
あ
る
葉
が
可
愛
ら
し
い
コ
ハ
ウ
チ
ワ
カ
エ

デ
、
秋
だ
け
で
な
く
春
に
も
赤
い
葉
を
芽

吹
く
ノ
ム
ラ
モ
ミ
ジ
の
３
種
で
す
。

　

文
由
閣
の
工
事
終
了
は
10
月
末
頃
の
予

定
で
す
。
覆
い
が
外
さ
れ
る
頃
に
、
綺
麗

に
な
っ
た
文
由
閣
に
楓
の
紅
葉
が
彩
り
を

添
え
て
く
れ
る
の
を
楽
し
み
に
、
皆
様
の

ご
参
詣
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

昨年の紅葉の様子



「死後は自然に還りたい」という
人々の思いを受け止めつつ、樹
林葬によって地方寺院と人の交
流が生まれることで周囲の山林や
自然環境が保全・再生されていく
ことを理念にスタートしました。

東長寺が地方寺と
コラボする理由

東京
東長寺

千葉
真光寺

宮城
清凉院

結の会の特徴は、都会にある参り墓と、自然に包ま
れた樹林葬による祀り墓を組み合わせた「両墓制」に
あります。当山では、皆様にこの２つの生前墓を積
極的に行き来していただきたいと考えています。ぜひ
実際に現地を訪れて、ご縁を育んでください。そこで
生まれる環境への慈しみ、地域の活性化が個人の
中に留まらないエネルギーになると信じています。

宮城と千葉「結の会」のお寺へ
訪ねてみませんか？

幾
度
で
も
訪
れ
た
い

庭
と
園

千
葉 

袖
ヶ
浦  

真
光
寺

▲
東長寺先代住職からその名
を受け継いだ慈嶽堂。建物
の木材も内部の天蓋も、 
東長寺ゆかりの品です。

　

な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
を
抱
く
真
光
寺

の
境
内
。
上
の
写
真
を
見
て
、
こ
の
周

辺
が
か
つ
て
竹
林
に
覆
わ
れ
て
い
た
と

想
像
す
る
こ
と
は
、
今
で
は
難
し
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
竹
は
日
本
に
古
く
か

ら
自
生
す
る
植
物
で
す
が
、
と
き
に
驚

異
的
な
成
長
速
度
が
他
の
多
様
な
植
物

の
成
長
を
阻
害
し
、
浅
い
根
が
土
地
の

保
水
力
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
岡
本
住
職
が
こ
の
地
で
本
格
的
な

活
動
を
始
め
た
当
初
、「
必
死
に
な
っ

て
取
り
組
ん
だ
」の
が
竹
の
伐
採
で
し

た
。
あ
る
時
、
東
京
か
ら
東
長
寺
縁
の

会
の
方
々
が
真
光
寺
を
訪
れ
た
際
に
、

裏
山
の
竹
林
伐
採
中
、
竹
の
束
を
動
か

せ
な
く
な
っ
て
い
た
住
職
を
見
か
け

て
、
皆
で
綱
引
き
の
よ
う
に
引
き
ず
り

下
ろ
し「
大
歓
声
が
上
が
っ
た
」と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
さ
れ
て
お
り
、「
大

勢
の
方
々
の
御
助
縁
で
現
在
の
真
光
寺

が
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」と
岡

本
住
職
は
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、

真
光
寺
の
樹
林
葬
地
は
、
ど
の
エ
リ
ア

も
植
樹
す
る
木
を
お
寺
が
選
び
、
適
切

に
植
え
管
理
す
る
こ
と
で
、
里
山
ら
し

い
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
ま
す
。

　

ど
ん
な
も
の
で
も
自
ら
の
手
で
作
り

出
し
て
し
ま
う
岡
本
住
職
が
再
生
し
た

山
内
は
、
今
も
少
し
ず
つ
進
化
中
。
２

０
２
０
年
に
完
成
し
た「
慈
嶽
堂
」を
筆

頭
に
、
東
長
寺
ゆ
か
り
の
も
の
が
た
く

さ
ん
活
用
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
で
す
。

山
内
を
気
ま
ま
に
散
歩
す
る
寺
猫
た
ち

と
の
交
流
と
と
も
に
、
お
参
り
の
時
は
ぜ

ひ
境
内
め
ぐ
り
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

里
山
に
還
り
ゆ
く
園
で

東
長
寺
と
の
絆
に
触
れ
る

真光寺 山内空撮



宮
城 

気
仙
沼  

清
凉
院

▲
樹齢450年と伝わる
大銀杏は清凉院の
シンボルツリー。

▲
公園のように美しく心和む 
庭園は、BBQなど地元の交
流の場になることも。

●  新規入会で分骨先に清凉院を選択された方、または樹林葬・ペット共葬を 
ご検討の方に向けた特別価格のツアーです
● 既存会員で清凉院を選択された方や、新規会員ご紹介者様もご参加可能

結の会 樹林葬・ペット共葬コラボ寺院を訪ねる

秋の気仙沼
清凉院ツアー 2日間 日程 スケジュール

1
東京駅（集合・出発7：56）;;仙台駅（9：30）}清凉院（昼食・境内と樹林葬地見学）
}気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館（見学・60分）} 気仙沼観光} 気仙
沼市内・ホテル（17：00頃） ※夕食は市内旅館または市内レストランにて owe 

2 ホテル（出発8：30）}気仙沼海の市（お買物・約30分）}中尊寺（金色堂見学・ 
約80分）} 一関（昼食）}仙台駅（15：30発）;;東京駅（17：04着） qwo 

●添乗員：同行します（東京駅から東京駅間）　●募集人数：15名様
●宿泊： サンマリン気仙沼ホテル観洋 ※特にご希望のない場合は、相部屋の可能性がございます。

〈旅行企画・実施〉株式会社ビーエス観光

出発日 新規入会者様　特別旅行代金 ※

2023年 11/14D おひとり様   21,600j

ツアーの詳しい情報やお申込みは

結の会事務局へ 電話：03-5315-4015　メール：toiawase@tochoji.org結の会事務局
お問い合わせ先

※新規入会対象：2023年7月以降に結の会へご入会の方が対象です
※既存会員様・未入会の方は追加代金にて参加いただけます。詳細はお問い合わせください
旅行代金に含まれるもの：往復新幹線代（東京駅-仙台駅間）、現地貸切バス、宿泊費、食事
代（全4回：朝1/昼2/夕1）、震災伝承館入館料、中尊寺金色堂等拝観料、旅行保険
旅行代金に含まれないもの：集合地及び解散地からご自宅間の交通費、ご自身で購入される
お飲み物、お土産など

　

お
客
様
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
大
好

き
な
清
凉
院
。
坐
禅
会
や
コ
ン
サ
ー
ト
・

イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
会
場
と
な
る
境
内

を
、
お
寺
の
皆
様
が
は
り
き
っ
て
お
掃

除
を
な
さ
る
様
子
が
、
僧
侶
の
三
浦
正

道
師
が
手
が
け
る
清
凉
院
の
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
で
は
た
び
た
び
投
稿
さ
れ
て
い

ま
す
。
イ
ベ
ン
ト
の
訪
問
者
や
参
詣
の

方
の
笑
顔
の
写
真
と
並
ん
で
投
稿
に
登

場
す
る
の
が
美
し
く
整
え
ら
れ
た
清
凉

院
の
庭
園
で
す
。

　

様
々
な
木
々
が
整
え
ら
れ
た
庭
は
も

ち
ろ
ん
、
結
の
会
の
樹
林
葬
埋
葬
地
も
、

ひ
と
目
見
れ
ば
お
寺
を
護
る
三
浦
光
雄

住
職
と
ご
子
息
僧
侶
方
々
の
心
を
込
め

た
作
務
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

結
の
会
発
足
時
、
清
凉
院
の
樹
林
葬

埋
葬
地
は
、
樹
木
を
切
る
こ
と
で
、
過

密
な
木
々
を
調
整
し
、
森
を
健
や
か
に

す
る
こ
と
を
目
指
し
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

８
年
が
経
っ
た
今
、
森
に
は
明
る
い
陽

光
が
差
し
込
み
、
地
面
に
は
多
様
な
植

生
が
展
開
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
秋
、
結
の
会
の
新
規
入
会
の
方

を
主
な
対
象
に
、
清
凉
院
を
訪
れ
る
ツ

ア
ー
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
、
結
の
会
の
皆
様
を
埋

葬
し
て
き
た
正
道
師
は
、そ
の
思
い
を「
願

わ
く
ば
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
に
、
少

し
で
も
お
し
ゃ
べ
り
し
た
か
っ
た
…
…
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
実
際
に

訪
れ
て
、
こ
の
場
所
を
知
り
、
そ
こ
で
過

ご
す
こ
と
、
そ
し
て
三
浦
師
三
僧
侶
方
々

と
交
流
す
る
こ
と
を
楽
し
み
に
ご
参
加

い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

健
や
か
な
森
を
育
み

人
々
を
お
お
ら
か
に
迎
え
る
園

結の会に未入会のお知り合い・ご家族の方へご紹介ください！

清凉院

清凉院 樹林葬埋葬地



め
な
が
ら
精
進
料
理
づ
く
り
を
ご
家

庭
で
試
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。  

 
 

 

 
 

 
 

　

八
百
屋
さ
ん
で
野
菜
の
産
地
を
見

な
が
ら
、
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
な
の

か
、
住
ま
い
の
近
く
で
採
れ
る
野
菜

は
何
が
あ
る
の
か
と
気
に
し
始
め
る

と
、
自
分
を
取
り
巻
く
環
境
が
わ
か

り
、
季
節
の
変
化
を
知
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
し
て
料
理
中
は
、
皮
や

外
葉
も
余
す
と
こ
ろ
な
く
美
味
し
く

活
か
し
き
る
こ
と
を
意
識
し
て
。
手

の
込
ん
だ
レ
シ
ピ
で
あ
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
身
近
な
野
菜
だ
け
で
料

理
す
れ
ば
良
い
の
で
す
。
た
と
え
ば

夏
の
名
残
り
の
ト
マ
ト
で
パ
ス
タ
ソ

ー
ス
を
。
そ
こ
に
秋
の
走
り
の
野
菜

を
組
合
わ
せ
た
サ
ラ
ダ
を
添
え
れ
ば

立
派
な
精
進
料
理
で
す
。
料
理
す
る

人
も
食
べ
る
人
も
、
目
前
の
一
皿
を

五
観
の
偈
の
こ
こ
ろ
と
共
に
い
た
だ

け
ば
、
日
々
の
食
事
も
尊
い
修
行
と

言
え
ま
し
ょ
う
。

暮
ら
し
を
と
と
の
え
る

秋
　

は
収
穫
の
季
節
。
各
地
か
ら

届
く
旬
の
食
材
が
店
頭
に
並

ぶ
と
、
豊
か
な
恵
み
に
心
お
ど
り
ま

す
。
道
元
禅
師
は
、
坐
禅
や
お
経
を

読
む
こ
と
と
同
じ
く
、
食
事
を
作
る

こ
と
は
大
切
な
修
行
の
ひ
と
つ
と
考

え
ま
し
た
。
精
進
料
理
は
皆
様
も
よ

く
ご
存
知
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
食
材

だ
け
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
身
体
の
た

め
の
も
の
で
す
。
一
方
、
修
行
と
し

て
の
食
事
は
、
こ
こ
ろ
の
た
め
の
も

の
。
そ
こ
で
、
食
欲
の
秋
に
ぜ
ひ
お

伝
え
し
た
い「
五
観
の
偈げ

」と
い
う
お

唱
え
が
あ
り
ま
す
。　

 
 

　

 
 

 
 

 

　

僧
侶
が
食
前
に
唱
え
る
も
の
で
、

食
事
へ
の
感
謝（
一
）、
反
省（
二
）の
言
葉

に
始
ま
り
、
自
ら
の
修
行（
三
）と
食
す

る
目
的（
四
）を
見
つ
め
直
し
、
仏
の
道

の
成
就
を
誓
願（
五
）す
る
ま
で
が
要
約

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
教
え
は
僧
侶

の
み
な
ら
ず
食
事
を
い
た
だ
く
す
べ

て
の
人
が
大
切
に
し
た
い
心
構
え
で

す
。
い
ち
ど
、
こ
の
教
え
を
心
に
留

お
寺
の
お
は
な
し

連 

載

＊　

＊　

＊

＊　

＊　

＊

実
り
の
秋
に
精
進
料
理
修
行〈 意 味 〉

一、 これから頂く食事が、ここに整うまでの
いきさつ、なされた労力を思います

二、 この食事を頂くに値するのか、私は自ら
の行いを振り返り、省みます

三、 この食事を頂くことで、私は貪りなどの
誤った行いを離れ、心を正しく保ちます

四、 食とはまさに良薬。身体を養い健康を 
得るためのもの

五、 御仏の説かれた道を成し遂げるために、
今この食事をいただきます

五観の偈
一　計功多少 量彼来処
二　忖己德行 全缺應供
三　防心離過 貪等為宗
四　正事良薬 為療形枯
五　為成道故 今受此食



　
「
６
月
13
日
よ
り
食
堂
形
式
が
ス
タ
ー
ト

し
、
皆
で
食
事
を
囲
む
楽
し
い
場
所
が
戻
っ

て
き
ま
し
た
!!
」と
今
号
で
ご
報
告
を
申
し

上
げ
る
つ
も
り
で
い
た
の
で
す
が
…
…
。
新

し
い
方
式
の
こ
ど
も
食
堂
で
は
、
そ
の
場
で

食
べ
て
帰
る
以
外
に
、
お
弁
当
の
持
ち
帰
り

も
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
、
イ
ー
ト
イ

ン
と
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
が
半
々
く
ら
い
に
な
る
だ

ろ
う
と
の
予
想
は
大
幅
に
外
れ
、
ほ
と
ん
ど

の
方
が
持
ち
帰
り
を
希
望
さ
れ
る
と
い
う
結

果
に
な
り
ま
し
た
。
持
ち
帰
り
を
始
め
た
理

由
の
ひ
と
つ
は
、
以
前
よ
り
座
席
数
を
減
ら

し
た
こ
と
か
ら
、
利
用
者
の
待
合
を
緩
和
す

る
た
め
で
し
た
。
ま
た
、
乳
児
や
高
齢
の
ご

家
族
が
い
る
た
め
、
お
う
ち
で
食
べ
ら
れ
る

方
が
便
利
だ
と
い
う
ご
意
見
や
、
お
子
さ
ん

が
大
き
く
な
り
、
習
い
事
で
時
間
が
合
わ
な

く
な
っ
た
な
ど
、
利
用
者
の
家
族
や
生
活
に

変
化
が
み
ら
れ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

利
用
者
の
需
要
が
持
ち
帰
り
に
あ
る
こ
と

は
、
食
堂
で
皆
さ
ん
を
迎
え
る
楽
し
さ
を 

知
っ
て
い
る
身
と
し
て
は
さ
み
し
く
、
反
面
、

利
便
性
を
考
え
る
と
当
然
の
こ
と
と
思
う
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
保
護
者
へ
向
け
た「
月

に
た
っ
た
２
回
で
も
ご
は
ん
の
支
度
か
ら
解

放
さ
れ
て
、
こ
ど
も
と

ゆ
っ
く
り
食
事
を
し
て

ほ
し
い
」と
い
う
こ
ど
も

食
堂
の
願
い
は
、
時
流

と
と
も
に
別
の
か
た
ち

で
叶
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、
今
の
こ
ど
も
食
堂
は

ま
る
で
お
弁
当
工
場
で
す
。
新
旧
ボ
ラ
ン 

テ
ィ
ア
の
方
々
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
皆

で
せ
っ
せ
と
お
弁
当
を
詰
め
て
い
ま
す
。
久

方
振
り
の
お
顔
ぶ
れ
は
懐
か
し
く
、
ま
た
新

し
い
出
会
い
は
あ
り
が
た
く
、
開
催
日
毎
に

喜
び
と
感
謝
の
気
持
ち
に
溢
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
ど
も
食
堂
へ
の
ご
寄
付
は
絶
え
る
こ
と

が
な
く
、
皆
様
か
ら
の
温
か
い
ご
支
援
を
有

難
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。
食
品
管
理
の
面
か

ら
、
食
材
は
ご
送
付
前
に
一
度
ご
連
絡
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
お
弁
当
形

式
に
な
り
、
お
米
の
消
費
が
増
え
ま
し
た
の

で
、
お
こ
め
券
、
精
米
の
ご
寄
付
に
特
に
助

け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

自
分
た
ち
の
暮
ら
す
街
を
防
災
の
目
線

か
ら
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
こ
と
は
あ
る
で

し
ょ
う
か
。「
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち 

づ
く
り
」と
い
う
点
で
街
の
防
災
は
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
の
ゴ
ー
ル
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。普
段
は
大
人
で
も
あ
ま
り
意
識

し
な
い
身
近
な
防
災
ポ
イ
ン
ト
を
、子
ど

も
た
ち
と
歩
き
な
が
ら
確
認
す
る「
こ
ど

も
防
災
ま
ち
あ
る
き
」を
シ
ャ
ン
テ
ィ
国

際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
の
方
と
共
に
開
催
。

街
の
防
災
資
源
や
危
な
い
と
こ
ろ
を
探

し
な
が
ら
避
難
所
ま
で
歩
き
ま
し
た
。

こ
ど
も
防
災
ま
ち
あ
る
き

を
開
催
し
ま
し
た

東長寺のSDGs

引き続き、お米や食品、またはお米券や余っている商品券など
を募集しております。尚、ご送付の際は、お手数ですが、内容・
日程等を、事前にご連絡いただけますようお願いいたします。 
また、「こども食堂宛に寄付金を送金したい」という有り難い 
お声を受けて、振込口座を開設しています。
●ゆうちょ銀行（郵便局）から振り込む場合
［口座記号番号］00160-1-768735
［口座名称］トウチョウジコドモショクドウ
●他の銀行から振り込む場合
［銀行名］ゆうちょ銀行 ［店名］〇一九（ゼロイチキュウ）
［店番］019 ［口座番号］当座0768735
［口座名称］トウチョウジコドモショクドウ

渡邉 友子様、前田 高雄様、小野 良子様、山田 耕造様、矢野 邦子様、丸山 美和子様、水上 瑞子様、
藤山 みどり様、松坂 俊洋様・佐知子様、芦田 規子様、佐藤 春美様、森田 徹様、匿名ご希望 25名様
皆さまのご協力に心より感謝申し上げます。郵便振替口座へご寄付の際に、ご芳名を記載させていただける方は是非ご一報ください。

こども食堂に
ご賛同いただき、
ご寄附くださった方々

［問い合わせ］ 03-3341-9746  東長寺（担当:金剛地）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
と

感
謝
の
再
始
動

子連れの方ならどなたでもご利用いただける、食事の場と、遊び、学びの場を
提供するためにボランティアスタッフが運営しています。
こども、そして保護者にとっての居心地のよい場所であることを大切にしています。
※詳しくはお電話またはInstagram、Facebookよりお問い合わせください。

Facebookは
こちら！

東長寺では、持続可能でよりよい世界を目指しながら「誰一人取り残さない」という国際目標「SDGs」の実現に身近なことから取り組んでいます。
このページでは、こども食堂の活動を中心に、その他のSDGsアクションをご紹介していきます。

Instagramは
こちら！

ボランティア募集
ご連絡先
電 話

03-3341-9746
メール
ayakot@tochoji.org
担当：金剛地（こんごうち）・

松村

  9月10日（日）・26日（火）
10月10日（火）・22日（日）
11月  7日（火）・19日（日）
12月  5日（火）・17日（日）

こども食堂開催日



今
を
生
き
る
ヒ
ン
ト
を
探
る「
リ
ブ
ウ
ェ

ル
・
サ
ロ
ン
」に
加
え
、「
お
習
字
教
室
」

の
開
催
も
決
定
。
毛
筆
・
硬
筆
の
ど
ち

ら
で
も
基
礎
か
ら
し
っ
か
り
学
び
、
経

験
者
の
方
は
各
人
の
上
達
に
合
わ
せ
た

お
手
本
に
取
り
組
め
る
よ
う
予
定
し
て

お
り
ま
す
。
文
由
閣
で
は
、
お
坊
さ
ん

と
気
軽
に
お
し
ゃ
べ
り
し
た
り
、
交
流

で
き
る「
寺
カ
フ
ェ
」も
好
評
開
催
中
。

文
由
閣
サ
ロ
ン
・
寺
カ
フ
ェ
い
ず
れ
も
、

詳
細
は
左
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

　

10
月
26
日
に
碁
縁
の
会
主
催
の
囲
碁

大
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
檀
信
徒
に

限
ら
ず
、
ど
な
た
で
も
参
加
可
能
で
す
。

段
位
、
級
位
も
問
い
ま
せ
ん
。
囲
碁
愛

好
の
方
々
は
奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
文
由
閣
で
は
外
壁
修
繕
の
工

事
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
囲
い
な
ど
に
覆

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
通
常
通
り
気
兼
ね

な
く
参
詣
く
だ
さ
い
。
な
お
、
工
事
に

伴
い
駐
車
場
を
縮
小
し
て
お
り
ま
す
。

工
事
完
了
：
10
月
末
頃
予
定

お
寺
で
見
つ
け
る
、
文
化
の
秋

お知らせ

　
「
仏
教
文
化
講
座
」は
、
つ
い
た
ち
法

要
の
日
に
法
要
に
先
駆
け
て
羅
漢
堂
に

て
開
催
し
て
い
た
講
演
形
式
の
学
び
の

場
で
す
。
な
が
ら
く
開
催
を
控
え
て
お

り
ま
し
た
が
10
月
よ
り
、
再
開
い
た
し

ま
す
。
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
音
楽
や
芸

術
、
生
活
や
伝
統
な
ど
様
々
な
テ
ー
マ

を
取
り
上
げ
、
そ
の
分
野
の
方
々
に
講

師
を
お
願
い
し
て
ま
い
り
ま
す
。
檀
信

徒
に
限
ら
ず
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
お
誘
い
あ
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
参
加
費
は
無
料
で
す
。
詳
細
は

左
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

　

文
由
閣
で
は
、
不
定
期
開
催
も
含
め

様
々
な
文
化
活
動
を「
文
由
閣
サ
ロ
ン
」

と
称
し
て
開
催
中
で
す
。

　

自
分
の
た
め
に
ゆ
っ
く
り
お
茶
を
た

て
る「
テ
ー
ブ
ル
茶
道
」、
草
花
で
暮
ら

し
に
彩
り
を
添
え
る「
テ
ー
ブ
ル
華
道
」、

テーブル茶道の様子 ふだんの碁縁の会の様子

文
由
閣
工
事
の
お
知
ら
せ

親
睦
囲
碁
大
会
開
催
の

お
知
ら
せ

仏
教
文
化
講
座
を

再
開
し
ま
す

文
由
閣
サ
ロ
ン
や
寺
カ
フ
ェへ

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い

河井 貞様（雑巾たくさん）
那須 理香様（タオルたくさん）
陀 佳子様（タオルたくさん）
柴田 勝子様（タオルたくさん）
関根 弘子様（お線香）
菊池 芳江様（ろうそく・お線香たくさん）
亀掛川 由紀子様（お線香たくさん）
標 かよ子様（お線香たくさん）
匿名ご希望 4名様　
誌面をもって深くお礼申し上げます

添菜単

開
催
日
時

10
月
26
日（
木
）午
前
10
時
〜
午
後
３
時

大
会
形
式　
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式　
＊
実
施

要
綱
の
詳
細
は
碁
縁
の
会
方
式
に
準
ず
る

参
加
料  

 
 

３
千
円（
昼
食
弁
当
、
賞
品
代
を
含
む
）

参
加
方
法　

９
月
末
ま
で
に
お
電
話
に
て 

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

　
０
３-

３
３
４
１-

９
７
４
６﹇
担
当
：
瀧
澤
玲
子
﹈

食堂の一角で開催している「無人チャリ
ティーバザー」の売上金10万円をシ
ャンティ国際ボランティア会に寄付さ
せていただきました。寄付金は、ミャ
ンマーの小学校など教育施設建設
費用に充てられます。バザーにてお
買い上げくださった
皆様、作品をご提
供くださった皆様
に、心より感謝申
し上げます。

東長寺募金活動の
ご報告



各
種
イ
ベン
ト・
教
室
・
同
好
会
の
ご
案
内

　

様
々
な
集
い
の
場
が
再
開
す
る
中
、

新
盆
合
同
法
要
は
人
数
制
限
を
設
け
ず

に
開
催
す
る
最
初
の
行
事
と
な
り
ま
し

た
。
午
前
午
後
と
も
百
名
に
上
る
方
々

と
と
も
に
、
初
め
て
お
迎
え
に
な
る
お

盆
の
ご
供
養
を
お
つ
と
め
い
た
し
ま
し

た
。
盂
蘭
盆
会
法

要
で
は
例
年
通

り
、
お
塔
婆
を
お

上
げ
に
な
っ
た
志

主
の
方
す
べ
て
の

お
名
前
を
読
み
上

げ
、
ご
回
向
い
た

し
ま
し
た
。

　

６
月
１
日
よ
り
夕
方
の
萬
燈
供
養
を

再
開
し
て
お
り
ま
す
。
土
曜
日
と
重
な

っ
た
７
月
１
日
は
た
く
さ
ん
の
方
々
が

お
参
り
に
な
り
、
祈
り
の
時
を
共
に
い

た
し
ま
し
た
。

開
催
済

山
内
行
事
の
ご
報
告

■
久
し
ぶ
り
の
萬
燈
供
養

■ 

新
盆
合
同
法
要
・  

盂
蘭
盆
会
法
要

※
特
に
記
載
の
な
い
場
合
、
連
絡
先・問
い
合
わ
せ
先
は
東
長
寺
代
表
へ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
各
種
電
話
番
号
は
、
17
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

毎
月
つ
い
た
ち　

午
後
16
時
半
よ
り
開
場　

17
時
よ
り
開
講

会
場
：
羅
漢
堂　

予
約
不
要

● 

10
月
１
日（
日
） 「
禅
を
活
か
す
と
は
？
」

　

講
師
：
曹
洞
宗
僧
侶 

禅
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー 

深
澤
亮
道
師

　

 

禅
と
聞
い
て
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
？ 

今

回
の
講
座
で
は
、
生
活
の
中
に
活
か
す
禅
の
智
恵
を
皆
さ
ん

に
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

● 

11
月
１
日（
水
） 「
節
と
拍
」

　

講
師
：
シ
タ
ー
ル
奏
者
／
作
編
曲
家 

ヨ
シ
ダ
ダ
イ
キ
チ
氏

　
 

日
本
で
は
古
来「
節
と
拍
」で
音
楽
を
演
奏
し
て
き
ま
し
た
。

誰
も
が
知
っ
て
い
る
童
謡
や
学
校
唱
歌
を「
節
と
拍
」で
再
解

釈
し
歌
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

● 

12
月
１
日（
金
） 「
余
生
に
何
を
し
ま
す
か
」

　

講
師
：
曹
洞
宗
大
龍
寺
住
職 

曹
洞
宗
特
派
布
教
師 

教
誨
師

　
　
　
　

  

仏
教
情
報
セ
ン
タ
ー
電
話
相
談
員  

太
田
賢
孝
師

　

 

ご
自
身
が〝
余
生
◯
ヶ
月
〞と
宣
告
さ
れ
た
ら
、
残
さ
れ
た
人

生
を
ど
う
過
ご
さ
れ
ま
す
か
？
あ
る
女
性
の
生
き
方
を
通
し

て
、
私
た
ち
の
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

※
講
座
の
内
容
は
変
更
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

会
場
：
い
ず
れ
も
文
由
閣
１
階

※
い
ず
れ
も
人
数
が
集
ま
ら
な
い
場
合
は
中
止
し
ま
す
。

●   

テ
ー
ブ
ル
茶
道　

参
加
費
：
３
千
円

　

火
曜
日（
月
１
回
）　

午
後
14
時
半
か
ら
16
時
迄

　
　

10
月
17
日（
火
）　

11
月
14
日（
火
）

　

予
約
：
事
前
予
約
制（
お
電
話
に
て
１
週
間
前
迄
）

　

定
員
：
８
名（
参
加
者
３
名
よ
り
催
行
）

　

※
お
茶
、
季
節
の
お
菓
子
付

　

※
お
気
に
入
り
の
器
が
あ
れ
ば
、
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

●   

テ
ー
ブ
ル
華
道　

参
加
費
：
３
千
円（
花
材
費
込
）

　

原
則
、
季
節
毎
に
１
回
開
催
予
定

　

12
月
12
日（
火
）　

午
後
14
時
か
ら
16
時
迄

　

予
約
：
事
前
予
約
制（
お
電
話
に
て
１
週
間
前
迄
）

　

定
員
：
８
名（
参
加
者
３
名
よ
り
催
行
）

　
※
使
い
慣
れ
た
生
花
鋏
を
お
持
ち
の
方
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

● 

N
E
W 

お
習
字
教
室　

参
加
費
：
２
千
円

　

月
曜
日（
月
１
回
）　

午
後
14
時
半
か
ら
16
時
迄

　
　
９
月
11
日（
月
）　

10
月
２
日（
月
）

　
　

11
月
６
日（
月
）　

12
月
４
日（
月
）

　

予
約
：
事
前
予
約
制（
お
電
話
に
て
１
週
間
前
迄
）

　

定
員
：
８
名（
参
加
者
３
名
よ
り
催
行
）

●   

リ
ブ
ウ
ェ
ル
・
サ
ロ
ン　

参
加
費
：
無
料

　

第
二
・
第
四
火
曜
日

　

午
前
10
時
か
ら
12
時
迄（
個
別
相
談
を
含
む
）

　
◆
９
月
12
日（
火
） 「
終
活
に
お
け
る
保
険
の
考
え
方
」 

　
◆
９
月
26
日（
火
） 「
チ
ャ
ー
ト
で
見
る
ひ
と
り
ひ
と
り
の
終
活
」

　
◆
10
月
10
日（
火
） 「 

終
活
に
生
命
保
険
は
使
え
る
？ 

３
つ
の
相
続
対
策
」

　
◆
10
月
24
日（
火
） 「
よ
く
分
か
る
！
死
後
事
務
委
任
契
約
」

　
◆
11
月
14
日（
火
） 「
認
知
症
と
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
」

　
◆
11
月
28
日（
火
） 「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
」

　

予
約
：
事
前
予
約
制（
お
電
話
に
て
当
日
前
迄
）

　

定
員
：
10
名

　

連
絡
先
：
結
の
会
事
務
局

月
２
回（
不
定
期
・
友
引
の
日
）　

午
後
15
時
よ
り
閉
門
迄

　
９
月
４
日（
月
）・
27
日（
水
）　

10
月
３
日（
火
）・
26
日（
木
）

　

11
月
７
日（
火
）・
29
日（
水
）　

12
月
５
日（
火
）・
22
日（
金
）

連
絡
先
：
結
の
会
事
務
局

新
規
参
加
ご
希
望
の
方
は
、
お
電
話
に
て
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
以
下
の
会
は
休
会
と
い
た
し
ま
す
。

　
そ
ば
打
ち
同
好
会
、
折
り
紙
教
室
、
水
彩
画
同
好
会
、

　
お
掃
除
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

●  

写
経
の
会
／
お
経
の
会　

参
加
費
：
各
千
円

　

第
三
金
曜
日　

午
前
11
時
よ
り

　
　
９
月
15
日（
金
）　

10
月
20
日（
金
）

　
　

11
月
17
日（
金
）　

12
月
15
日（
金
）

　

※ 

写
経
の
会
、
お
経
の
会
は
同
日
同
時
刻
開
催
に
よ
る

別
々
の
会
と
な
り
ま
す
。
最
初
に
合
同
で
お
経
を
読

ん
で
か
ら
、
各
会
に
分
か
れ
ま
す
。

● 

碁
縁
の
会（
囲
碁
）　

参
加
費
：
無
料

　

第
二
・
第
四
木
曜
日　

午
後
12
時
半
よ
り

　
　
９
月
14
日（
木
）・
28
日（
木
）

　
　

10
月
12
日（
木
）・
26
日（
木
）※
親
睦
囲
碁
大
会
開
催
日

　
　

11
月
９
日（
木
）・
16
日（
木
）※
23
日
祝
日
の
た
め
振
替

　
　

12
月
７
日（
木
）・
14
日（
木
）※
年
末
の
た
め
繰
上
げ

● 

太
極
拳　

参
加
費
：
３
百
円

　

水
曜
日（
月
３
回
）　

午
前
10
時
半
よ
り

　
　
９
月
６
日（
水
）・
13
日（
水
）・
20
日（
水
）

　
　

10
月
４
日（
水
）・
11
日（
水
）・
18
日（
水
）

　
　

11
月
８
日（
水
）・
15
日（
水
）・
29
日（
水
）

　
　

12
月
６
日（
水
）・
13
日（
水
）・
20
日（
水
）

● 

坐
禅
会　
お
布
施（
３
百
円
程
度
）

　

土
曜
日（
不
定
期
）　

午
後
６
時
よ
り 

　
　
９
月
16
日（
土
）・30
日（
土
）　

10
月
14
日（
土
）・28
日（
土
）

　
　

11
月
11
日（
土
）・25
日（
土
）　

12
月
９
日（
土
）・23
日（
土
）

● 

仏
教
讃
歌
を
歌
う
会　

参
加
費
：
千
円

　

原
則
第
三
金
曜
日　

午
後
２
時
よ
り

　

※ 

６
月
よ
り
再
開
し
て
お
り
ま
す
。
先
生
の
ご
都
合

で
、
第
三
以
外
の
金
曜
日
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
ご
興
味
の
あ
る
方
は
お
電
話
に
て
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

新盆合同法要の様子

仏
教
文
化
講
座  

参
加
費
：
無
料

文
由
閣
サ
ロ
ン  

参
加
費
：
各
サ
ロ
ン
に
よ
る

寺
カ
フ
ェ  

参
加
費
：
お
飲
み
物
３
百
円 

な
ど

各
種
教
室
・
同
好
会  
参
加
費
：
各
会
に
よ
る



山内行事
2023.9月　　11月

お檀家　山内大施食会法要（昨年の様子）

左
記
の
日
程
に
て
お
つ
と
め
い
た
し
ま

す
。
万
障
お
繰
り
合
わ
せ
の
上
、
御
参

詣
並
び
に
御
焼
香
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

﹇
日
時
﹈９
月
23
日（
土
・
祝
）  

第
一
座
：
午
前
10
時
受
付　
　
　
　
　

 

　
　
　
　

10
時
半
打
ち
出
し

第
二
座
：
正
午
受
付　
　
　
　
　

 
　
　
　
　

12
時
半
打
ち
出
し

第
三
座
：
午
後
２
時
受
付　
　
　
　
　

　
　
　
　

２
時
半
打
ち
出
し

●
参
列
の
た
め
の
電
話
予
約
は
必
要
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
出
欠
は
御
と
う
ば
の
お
申
し

込
み
と
と
も
に
、
萬
亀
に
同
封
の「
申
し

込
み
は
が
き
」に
て
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

●
ご
参
列
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
萬

亀
に
同
封
の「
申
し
込
み
は
が
き
」よ
り
、

御
と
う
ば
の
お
申
し
込
み
を
承
っ
て
お
り

ま
す
。
秋
彼
岸
会
法
要
に
て
、
志
主
の

お
名
前
を
読
み
上
げ
、
ご
供
養
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
詳
細
は
以
下
枠
内
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
な
お
、
御
と
う
ば

を
お
申
し
込
み
に
な
ら
な
い
場
合
は
、「
申

し
込
み
は
が
き
」の
返
信
は
無
用
で
す
。

﹇
期
間
﹈９
月
20
日（
水
）〜
26
日（
火
）

秋
分
の
日
を
中ち

ゅ
う

日に
ち

と
し
、
前
後
３
日
間

を
合
わ
せ
た
計
７
日
間
が
彼
岸
会
の
期

間
と
な
り
ま
す
。
ご
先
祖
を
供
養
す
る

期
間
と
し
て
、
お
墓
参
り
や
善
行
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

●
お
墓
参
り
は
、
本
院
・
文
由
閣
い
ず

れ
も
開
門
時
間
内
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

秋
彼
岸
会

お
檀
家
の
皆
様
を
対
象
と
し
た
山
内
大

施
食
会
法
要
は
左
記
の
日
程
に
て
開
催

い
た
し
ま
す
。
尚
、
法
要
に
先
立
ち
護

持
会
総
会
を
開
き
ま
す
。
万
障
お
繰
り

合
わ
せ
の
上
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

﹇
日
時
﹈11
月
3
日（
金
・
祝
）　

正
午
よ
り　

受
付
・
昼
食
接
待

午
後
１
時　

護
持
会
総
会

午
後
２
時　

山
門
大
施
食
会
法
要

﹇
回
向
料
﹈随
意（
当
日
受
付
に
て
お
納

め
く
だ
さ
い
）

お
檀
家

山
内
大
施
食
会
法
要

秋
彼
岸
会
法
要

秋
彼
岸
会
法
要

御
と
う
ば
の

お
申
し
込
み
方
法
・
ご
注
意

申
し
込
み
は
が
き
に
つ
い
て

宛
名
の
面
に
、
ご
住
所
・
ご
芳
名
・
電
話
番
号

を
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。切
手
は
不
要
で
す
。

施
主
氏
名
に
は
フ
リ
ガ
ナ
を
ふ
っ
て
く
だ
さ
い
。

御
と
う
ば
代
金
お
よ
び
回
向
料
御
志
納
方
法

来
山
時
に
ご
持
参
い
た
だ
く
か「
現
金
書
留
」

又
は「
郵
便
振
替
」よ
り
お
選
び
く
だ
さ
い
。

現
金
書
留
を
ご
利
用
の
場
合

❶ 

萬
亀
に
同
封
の「
申
し
込
み
は
が
き
」に
必

要
事
項
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

❷ 

現
金
書
留
専
用
の
封
筒
を
郵
便
局
窓
口
で

購
入
い
た
だ
き
、「
申
し
込
み
は
が
き
」と

代
金
を
同
封
の
上
、
発
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

必
ず「
申
し
込
み
は
が
き
」を
現
金
書
留
封
筒

に
同
封
く
だ
さ
い
。

郵
便
振
替
を
ご
利
用
の
場
合

❶ 

萬
亀
に
同
封
の「
申
し
込
み
は
が
き
」に
必

要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
投
函
く
だ
さ
い
。

❷ 

萬
亀
に
同
封
の「
払
込
用
紙
」に
お
名
前
、

連
絡
先
を
ご
記
入
の
上
、
払
込
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※ 

必
ず
萬
亀
に
同
封
の「
払
込
用
紙
」を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
締
切
日 
９
月
13
日（
水
）必
着

そ
の
他

・ 

花
と
う
ば
の
場
合
は
、
連
名
不
可
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
花
と
う
ば
は
、
１
本 

２
千
円
で
す
。



縁
の
会
・
結
の
会

大
施
食
会
法
要

●
お
檀
家
の
皆
様
に
は
別
途
詳
細
の
ご

案
内
書
を
お
送
り
致
し
ま
す
。
ご
参
列

並
び
に
お
塔
婆
の
お
申
し
込
み
は
、
案

内
書
に
同
封
の
は
が
き
に
て
10
月
20
日

（
金
）必
着
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

●
当
日
は
ご
参
列
の
皆
様
に
お
弁
当
を

ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
ご
出
席
の
方

の
人
数
を
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
尚
、
ご
参

列
な
さ
ら
ず
お
塔
婆
の
み
の
方
の
お
申

し
込
み
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

●
ご
欠
席
の
場
合
、
お
塔
婆
代
金
及
び
回

向
料
は
案
内
書
に
同
封
の
封
筒
に
入
れ
、

塔
婆
申
し
込
み
は
が
き
と
と
も
に
現
金
書

留
に
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。
尚
、
施
食
会

法
要
に
つ
き
ま
し
て
は
、
郵
便
振
替
は
利

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

縁
の
会
並
び
に
結
の
会
会
員
の
方
を
対

象
と
す
る
大
施
食
会
法
要
は
左
記
の
日

程
に
て
特
別
な
法
式
に
て
厳
修
い
た
し

ま
す
。

﹇
日
時
﹈11
月
23
日（
木
・
祝
）

午
前
10
時　

多
宝
塔
諷
経

午
前
10
時
半　

受
付

午
前
11
時　

施
食
会
法
要

正
午
よ
り　

昼
食
接
待

午
後
１
時　

万
象
供
養
感
謝
祭

﹇
施
食
会
法
要
の
参
加
費
﹈

お
ひ
と
り
に
つ
き
５
千
円（
当
日
受
付

に
て
お
納
め
く
だ
さ
い
）

●
ご
参
列
の
皆
様
に
は
、
ご
供
養
の
証

と
し
て
、
五
色
に
彩
ら
れ
た
施
食
幡
に

左
記
の
よ
う
な
書
式
に
て
お
名
前
を
記

入
し
、
水
の
苑
回
廊
ま
た
は
本
堂
内
陣

に
掲
げ
ま
す
。
た
だ
し
、
色
の
指
定
は

で
き
か
ね
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
ご
参
列
を
お
申
し
込
み
の
方
に
は
、

当
日
お
弁
当
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま

す
。
準
備
の
都
合
上
、
ご
参
列
の
お
申

し
込
み
は
11
月
10
日（
金
）必
着
で
萬
亀

に
同
封
の「
申
し
込
み
は
が
き
」に
て
お

送
り
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご
参
列
に 

付
添
人
が
必
要
な
場
合
は
、
付
添
の
方

の
お
弁
当
を
ひ
と
つ
千
円
で
ご
用
意
い

た
し
ま
す
。

●
参
列
の
た
め
の
電
話
予
約
は
必
要
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。

●
尚
、
ご
参
列
な
さ
ら
ず
ご
供
養
の
み

の
方
に
は
３
千
円
に
て
施
食
幡
の
申
し

込
み
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
施
食

幡
の
代
金
及
び
回
向
料
は
、
萬
亀
に
同

封
の「
申
し
込
み
は
が
き
」に
必
要
事
項

を
明
記
し
、
は
が
き
と
と
も
に
現
金
書

留
に
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。
施
食
会
法

要
に
つ
き
ま
し
て
は
郵
便
振
替
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
弔
い
上
げ
並
び
に
多
宝
塔
納
骨
法
要

「
多
宝
塔
諷
経
」を
併
修
い
た
し
ま
す
の

で
、
ご
家
族
の
方
々
は
日
程
を
ご
確
認

の
上
、
合
わ
せ
て
ご
参
列
く
だ
さ
い
。

ご
遺
骨
は
当
山
に
て
あ
ら
か
じ
め
納
骨

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
を
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

●
午
後
に
は
万
象
供
養
感
謝
祭
を
執
り

行
い
ま
す
。
こ
の
法
要
で
は
生
き
と
し

生
け
る
す
べ
て
の
も
の
、
ま
た
あ
な
た

を
取
り
巻
く
世
界
す
べ
て
に
感
謝
し
、

供
養
を
い
た
し
ま
す
。

秋
彼
岸
会
や
大
施
食
会
な
ど
、
季
節
の

大
き
な
法
要
の
時
に
は
、
お
布
施
が
届

い
た
際
に
受
取
済
み
の
連
絡
を
個
別
に

差
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
誠

に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

所
念
之
精
霊  

志
主 
東
長
太
郎

万象供養感謝祭
　本年より万象供養感謝祭（ばんしょう

くようかんしゃさい）をおつとめいたし

ます。

　この法要では、人間や動物（衆
しゅ

生
じょう

）に

限らず、自然であり、地球であり、ある

いは生活の助け、救いとなった物、思い

出、つまりはあなたがあなたである 

世界のすべての大切なものを供養し、

感謝を捧げます。各々の思いを胸に、 

どうぞ皆様ご参列ください。

2023年
11月23日開催

ぜひご参列を！
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お
経
や
法
話
の
際
は
互
い
の
距
離
を
保

ち
な
が
ら
行
い
ま
す
。
ご
参
列
の
方
の
人

数
制
限
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
山
内
で
の
お

食
事
も
６
月
よ
り
再
開
し
て
お
り
ま
す
。

●
お
食
事
は
折
詰
弁
当
な
ど
を
お
持
ち

帰
り
い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
で
す
。
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
年
回
忌
の
法
要
に
つ
い
て

年
回
忌
法
要
は
通
常
ど
お
り
承
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
ご
来
山
な
さ
ら
ず
と

も
、
参
列
者
な
し
で
の
年
回
忌
の
法
要

も
承
っ
て
お
り
ま
す
。

■
お
墓
参
り
に
つ
い
て

開
門
時
間
内
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
９
月
は
気
温
の
高
い
日
も
あ
り
ま

す
が
、
素
足
で
の
ご
来
山
は
お
控
え
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

■
つ
い
た
ち
法
要
に
つ
い
て

毎
月
つ
い
た
ち
に
、
そ
の
月
に
亡
く
な

ら
れ
た
方
の
お
名
前
を
読
み
上
げ
、
ご

供
養
し
て
お
り
ま
す
。
感
染
症
対
策
の

た
め
に
、
な
が
ら
く
人
数
を
限
定
し
、

日
中
の
法
要
に
て
お
つ
と
め
し
て
お
り

ま
し
た
が
、
６
月
よ
り
本
来
の
萬
燈
供

養
を
再
開
し
て
お
り
ま
す
。

■
開
門
時
間
に
つ
い
て

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
い
た

し
ま
す（
つ
い
た
ち
法
要
開
催
日
を 

除
く
）。

■
電
話
で
の
対
応 

午
前
９
時
半
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
い

た
し
ま
す
。

【
代　

表
】０
３‒

３
３
４
１‒

９
７
４
６

【
縁
の
会
】０
３‒

３
３
５
３‒

６
８
７
４

【
結
の
会
】０
３‒

５
３
１
５‒

４
０
１
５

■
御
葬
儀
に
つ
い
て

山
内
葬
儀
、
出
張
葬
儀
と
も
に
、
三
密

（
密
接
・
密
閉
・
密
集
）に
十
分
留
意
し

な
が
ら
お
つ
と
め
し
て
お
り
ま
す
。

水
の
苑
に
燈
明
を
流
し
、
亡
き
人
を
偲

ぶ
時
間
を
共
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。
ご

参
列
の
人
数
制
限
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

ま
た
事
前
の
予
約
も
不
要
で
す
。

●
法
要
開
始
午
後
６
時
30
分

●
つ
い
た
ち
法
要
へ
の
ご
参
列
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
花
と
う
ば
を
承
っ
て

お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
左
記
を
お
読
み

く
だ
さ
い
。

■
花
と
う
ば
に
つ
い
て

お
申
し
込
み
は
お
電
話
ま
た
は
F
A
X

に
て
承
り
ま
す
。

【
電　

話
】０
３‒

３
３
４
１‒

９
７
４
６

【
Ｆ
Ａ
Ｘ
】０
３‒

３
３
４
１‒

２
１
５
０

●
お
申
し
込
み
の
際
に
、
次
の
①
〜
③

を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

①
故
人
の
お
名
前

② 

花
と
う
ば
を
上
げ
る
方
の
お
名
前  

※ 

Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
、
ふ
り
が
な
も

記
載
く
だ
さ
い
。

③
花
と
う
ば
の
本
数

●
連
名
不
可
で
す
。
お
ひ
と
り
ず
つ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
代　

金
】１
本 
２
千
円

●
お
支
払
い
は
現
金
書
留
に
て
ご
郵
送

い
た
だ
く
か
、
次
回
ご
来
山
の
際
に 

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

東
長
寺
内
の

感
染
症
対
策

受
付
に
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液

を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。ど
な

た
も
任
意
で
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。

随
時
、
山
内
各
所
の
清
掃
・
消

毒
に
努
め
て
い
ま
す
。

職
員
は
全
員
マ
ス
ク
を
着
用

し
、手
洗
い
消
毒
を
徹
底
し
て

い
ま
す
。

山
内
は
十
分
に
換
気
を
し
、本

堂
で
の
お
つ
と
め
の
際
は
、窓

を
開
放
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。



お問い合わせはこちら「結の会」の詳しい情報はこちら

結 の 会 の ご 案 内

http://www.tochoji.info
電話受付時間
9：30～17：00（日曜・祝日も受付）TEL. 03-5315-4015

資料請求や個別の見学予約も随時受け付け中です

MAIL toiawase@tochoji.org

永 代 供 養 墓

どんなことでもお気軽にお問い合わせください

檀信徒会館「文由閣」では、結の会事務局スタッフが常駐し

皆様のお参りやご見学をお待ちしております。

寺カフェや、文由閣サロン、各種教室、終活セミナーなどの催しも随時開催中。

普段のお参りの際の休憩など、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

縁の会会員の皆様へ

詳しくは、文由閣に常駐の結の会事務局スタッフをお訪ねいただくか、上記のお電話またはメールアドレスまで、お気軽にお問い合わせください。
結の会にて受け付け中の「ペット共葬」や「樹林葬」は、縁の会会員様も契約変更によりお申し込みいただくことが可能です。

東長寺山内見学ミニツアーを
開催しております

現在、外壁の修繕工事中の
文由閣ですが
お参りもご訪問も可能です

結の会や東長寺にご興味のある未会員の方に向けて、本院や文由閣を歩き
ながらご見学いただくミニツアー。会員様のご家族やお知り合いで、ご希望
の方にも、ぜひご参加いただければ幸いです。下記に記載のお問い合わせ
先までお電話またはメールにてご連絡の上、ご予約ください。
（所要時間：1時間ほど）

工事に伴い、参詣の皆様にご不便をおかけいたします。文由閣周囲には
足場や囲いが設置されてはおりますが、通常通り皆様のお越しをお待ち
しております。なお、工事のため駐車場を縮小しており、使用可能台数が
少なくなっております。また、工事は10月中の完了を予定しております。
雨天荒天の場合、作業を延期する場合がございます。

工事期間：7月下旬～10月下旬（予定）

毎月2回　第一・第三水曜日 午前10：00から
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