
の
ご
案
内

第5回

お
さ
ん
ぽ
会

お
寺

開催日 4月15日（月） 10時～15時時　間

参拝先 池上本門寺（日蓮宗大本山）
参加費 2,000円（昼食費含む）
持ち物 輪袈裟、数珠 ※貸し出しもご用意しています。
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行事予定

施餓鬼会法要
5月18日（土）
※詳細は中面をご覧下さい。

開山忌法要・能楽奉納
6月8日（土）
※詳細は中面をご覧下さい。

第77回 念仏と法話の会
6月18日（火）
法話：幸せを呼ぶ心とは？
講師：静林寺住職 入江 康隆上人
※詳細はチラシをご覧下さい。

いり え こうりゅう

はなまつり
4月5日（金）～8日（月）
寺院棟2階　本堂
寺院棟2階本堂エントランスに花御堂を、
休憩所には甘茶をご用意しております。

〒107-0062 東京都港区南青山2-26-38
TEL 03-3404-8588/FAX 03-3404-8436
E-mail/bunkamura@baisouin.or.jp

「ボツイチってご存知？」「何ですか？」「離別の時はバツイチって言うでしょう？死別の時
はボツイチなんですって。」「没一ですか。全然知りませんでした。」とお答えしていたら「じゃ
あ私もボツイチですよ。」とお隣に座っていた奥様が仰って没一のお二人（多分初対面）は
お互いの没になった理由をお話しされていました。梅窓院の休憩所で交わさせていただい
た話でしたが、奥が深かったです。教えていただくことがまだまだたくさんありそうです。

さて皆様にお願いがございます。その休憩所の中にペットを連れて入られる方がたまに
おられます。大事なご家族のペットちゃんですが休憩所の中に入れることはご遠慮いただい
ております。もしそういう方を見かけられたら受付までお声がけ下さい。 （墓苑部：森）

ジャパンエキスパートシステム 墓苑事業部からのお知らせ
梅窓院のお墓とペット供養の窓口

今年も梅窓院に家族全員で来ることが出来ました。
新年の決意を一人ひとりご先祖様にご挨拶致しました。
法要の際に叩いていた太鼓の音は迫力があり、邪気を
祓うように感じました。お雑煮・お節もとても美味しくい
ただきました。特に、孫たちは栗きんとんが大好物です。
来年は米国より帰国する長男一家も加えて、にぎやか
にお参りに伺いたいと思っています。

『明るい年を
迎えられました。』 

お檀家さんに伺いました
／
／
／
／
／

／
／
／
／
／

発 行
発 行 日
発 行 人
編 集
住 所

電 話
Ｆ  Ａ  Ｘ
ホームページ
E - M a i l
題 字

梅窓院
2019年4月1日
中島 真成
青山文化村
〒107-0062
東京都港区南青山2-26-38
03-3404-8447
03-3404-8107
https://www.baisouin.or.jp/
jodo@baisouin.or.jp
中村康隆元浄土門主
総本山知恩院第八十六世門跡

増上寺御忌大会
4月2日（火）～7日（日）
大本山増上寺で、4月2日～7日までの
6日間浄土宗の宗祖法然上人の御徳
をたたえ、その御徳に感謝する特別な
法要が行われます。4月3日、4日には詠
唱大会が開かれ、北海道から静岡まで
の詠唱会が大殿（本堂）で奉納しま
す。4日に梅窓院の詠唱会も奉納しま
すので、皆様お運び下さい。

昨年の増上寺大殿での詠唱奉納の様子。

髙野 公一様 
（平成31年修正会にて）

梅窓院 青山文化村お寺おさんぽ会・写経
についての

お問合せ・お申込み

仏教では、経を読めば功徳を
積むことができ、経を書き写す
ことでさらに功徳があると言わ
れています。そのため、写経は
古くから徳を積むための行為と
して行われてきました。 昨年の写経の様子の

写経
ご
案
内

開催日：2019年6月8日（土）
時　間：14時～14時半（受付開始13時半）
会　場：2階 客殿（変更の可能性もございます。）
写　経：善導大師『発願文』
奉納料：1,000円（事前申込制・先着38名）
参加ご希望の方は、下記問合わせ先へお電話・FAX・Eメールにて5月25日（土）
までにお申込み下さい。

※奉納料は当日、会場受付
にてお納め下さい。

※筆ペンや写経用紙も用
意しております。

ほつぜん どう だい し がんもん

B A I S O U I N  N E W S    A O Y A M A 施餓鬼号

2019/04/01
No.100

創刊100号の感謝を込めて
事前申込制
定員20名

菅
野
日
彰
貫
首
に

ご
挨
拶
い
た
だ
け
る

予
定
で
す
。

池上本門寺
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梅
窓
院
通
信『
青
山
』が
1
0
0
号
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。こ
れ
も
檀
信
徒

皆
様
の
お
か
げ
と
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

『
青
山
』に
な
って
か
ら
は
3
〜
4
人
の
広
報
部
員
が
中
心
と
な
って
編
集
し
て
い
ま
す
が
、

前
身
の
梅
窓
院
通
信『
長
靑
』で
は
私
が一人
で
作
って
い
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

『
長
靑
』と
は
先
々
代
の
中
島
真
孝
住
職
が
戦
前
に
創
刊
、2
号
目
か
ら
は『
梅
窓
』と

名
前
を
変
え
た
寺
報
で
、戦
前
に
41
号
を
発
行
、そ
し
て
昭
和
51
年
か
ら
中
島
真
哉
住
職

が
ハ
ガ
キ
通
信
と
し
て
再
創
刊
し
ま
し
た
。再
創
刊
後
は
主
に
念
仏
信
者
の
俳
句
や
お
寺

の
行
事
案
内
を
記
事
に
し
た
寺
報
で
、年
に
4
回
発
行
し
、お
施
餓
鬼
の
時
だ
け
は
封
書

に
し
て
い
ま
し
た
。古
い
お
檀
家
さ
ん
に
は
ご
記
憶
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
現
在
の『
青
山
』は
新
本
堂
建
設
に
合
わ
せ
て
の
発
行
で
、平
成
12
年
6
月
に
創

刊
し
ま
し
た
。

当
時
法
務
部
に
い
た
僧
侶
と
相
談
し
、専
門
知
識
の
あ
る
外
部
ス
タ
ッフ
に
も
手
伝
って
も

ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。今
回
、そ
の
方
に
も
思
い
出
の
コ
ラ
ム
を
書
い
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、『
青
山
』の
表
紙
の
題
字
は
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
第
86
世

猊
下
に

揮
毫
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。今
を
去
る
35
年
前
、私
の
結
婚
式
の
仲
人
を
務
め
て
い
た
だ

い
た
ご
縁
か
ら
で
し
た
。

さ
て
、今
の
時
代
は
印
刷
物
と
い
う
紙
媒
体
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
いっ
た
W
E
B
媒
体

が
主
流
で
す
が
、私
た
ち
の
世
代
に
と
っ
て
は『
青
山
』の
よ
う
な
紙
媒
体
は
親
し
み
や
す
い

も
の
で
す
。こ
れ
か
ら
も『
青
山
』で
お
寺
の
各
種
情
報
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。ど
う
ぞ
、引

き
続
き
ご
愛
読
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、1
0
0
号
記
念
の
挨
拶
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

わ
た
し
が
い
ま
一
番
好
き
な
俳
句
は
、〈
川
を
見
る

バ
ナ
ナ
の
皮
は
手
よ
り
落
ち
〉と
い
う
高
浜
虚
子
の
句

で
す
。そ
の
虚
子
は
、俳
句
は〈
四
季
の
移
ろ
い
と
そ
れ

に
伴
う
人
事
を
詠
む
〉も
の
だ
と
いっ
て
い
ま
す
。そ
こ

に
は
、人
は
自
然
と
共
に

あ
り
、自
然
へ
帰
っ
て
い
く

も
の
、と
い
う
思
い
が
あ
る

よ
う
で
す
。

虚
子
は
ま
た
、仏
教
に

対
す
る
思
い
が
深
か
っ
た

よ
う
で〈
俳
句
は
極
楽
の

文
学
で
あ
る
〉と
も
いって
い
ま
す
。

わ
た
し
の
場
合
は
、食
中
り
で
亡
く
な
っ
た
お
シ
ャ

カ
さ
ま
の
人
間
ら
し
さ
に
対
す
る
親
し
み
が
昔
か
ら

あ
り
、イ
ン
ド
の
仏
跡
を
訪
ね
、沙
羅
の
花
や
蓮
の
花

を
訪
ね
歩
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。仏
弟
子
ア
ー
ナ
ン

ダ
の
墓
を
訪
れ
た
と
き
は
、「
お
シ
ャ
カ
さ
ま
は
、あ
ー

な
ん
だ
よ
、こ
ー
な
ん
だ
よ
、と
教
え
た
人
だ
よ
」と
同

行
者
に
冗
談
を
いっ
た
も
の
で
す
。

「
青
山
」1
0
0
号
、お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

枝
に
咲
き
楉
に
咲
い
て
梅
に
ほ
ふ

「
青
山
」1
0
0
号
記
念
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は「
食
は
命
な
り
」と
い
う
小
さ
な
コ
ラ
ム
を
寄
稿

し
て
お
り
ま
す
が
、食
物
は
生
き
る
た
め
に
不
可
欠
な

も
の
で
す
。そ
の
う
え
何
を
食
べ
る
か
に
よって
人
間
の

体
は
大
き
く
左
右
さ
れ

ま
す
。

仏
教
用
語
に「
身
土
不

二
」と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。「
身
」と「
土
」は
切

り
離
せ
な
い
、す
な
わ
ち

人
間
が
生
れ
育
っ
た
風
土

と
調
和
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
理
に
か
な
っ
た
生
き
方

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。食
生
活
で
は
、四
方
を
海
に

囲
ま
れ
農
耕
に
親
し
ん
で
き
た
日
本
人
が
、魚
と
野
菜

と
穀
物
を
と
る
こ
と
を
忘
れ
て
、肉
食
中
心
の
食
生
活

を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
戒
め
で
す
。民
族
の
体
の
違

い
は
腸
の
長
さ
や
歯
並
び
に
も
違
い
が
あ
る
と
い
わ
れ

ま
す
。日
本
人
の
体
は
日
本
の
気
候
風
土
の
中
で
季
節

ご
と
に
食
べ
継
が
れ
て
き
た
和
食
に
よ
って
形
づ
く
ら

れ
て
い
ま
す
。食
の
乱
れ
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
い
ま
こ

そ
、無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た「
和
食
」を
再
認

識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

平
成
11
年
の
暮
、青
山
に
あ
る
梅
窓
院
が
寺
報
を

作
り
た
い
の
で
、手
伝
っ
て
も
ら
え
な
い
か
、と
お
声

掛
け
を
い
た
だ
い
た
。当
時
は
12
年
の
編
集
者
勤
務

を
終
え
、お
坊
さ
ん
の
世
界
に
入
り
7
年
目
、よ
う

や
く
新
し
い
世
界
に
慣
れ
た
頃
で
、二
つ
返
事
で
受

け
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

以
来
、1
0
0
号
ま
で
毎
号
企
画
を
考
え
、誌
面

構
成
を
検
討
、そ
し
て
多
く
の
檀
信
徒
や
梅
窓
院
関

係
者
に
お
話
し
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、全
国
各
地

の
お
寺
に
も
伺
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。ま
た
、地
元
青

山
の
多
く
の
お
店
に
も
訪
れ
て
き
た
。

振
り
返
れ
ば
梅
窓
院
の
担
当
ス
タ
ッ
フ
は
変
わ
る

も
の
の
、住
職
と
と
も
に
創
刊
か
ら
携
わ
っ
て
き
た
訳

で
、思
い
出
を
書
き
出
し
た
ら
き
り
が
な
い
。

「
梅
窓
院
だ
か
ら
で
き
る
誌
面
」

こ
の
ポ
リ
シ
ー
は
創
刊
以
来
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
肝

に
銘
じ
て
い
る
。そ
し
て
、お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ

く
限
り
今
後
も
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

誌
面
か
ら
な
が
ら
、今
ま
で一
緒
に
仕
事
を
し
て
き

た
ス
タ
ッ
フ
各
位
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
、挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世

中
島
真
成

「
青
山
俳
壇
」選
者
　
大
崎
紀
夫

「
食
は
命
な
り
」執
筆
者
　
武
鈴
子

お
祝
い
の
こ
と
ば

１
０
０
号
の
編
集
に
携
わ
り

外
部
ス
タ
ッフ
　
村
田
洋
一

御
祝
辞

で
き
る
ま
で

皆
さ
ん
に
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
る

『
青
山
』で
す
が
、ど
ん
な
流
れ
で
作

ら
れ
て
い
る
の
か
を
こ
こ
で
紹
介
い

た
し
ま
す
。

大
き
く
分
け
る
と

■
編
集
部
で
の
会
議・検
討・校
正

■
取
材
者
と
の
や
り
取
り

■
印
刷
会
社
で
の
作
業

の
3
つ
で
す
。

そ
し
て『
青
山
』は
梅
窓
院
の
広
報

部
の
管
轄
で
、部
内
に
担
当
ス
タ
ッ

フ
が
２
〜
３
名
い
ま
す
。

編
集
長
は
中
島
真
成
広
報
部
部
長

（
住
職
）で
、副
編
集
長
は
川
添
崇
祐

広
報
部
副
部
長
、そ
れ
に
外
部
ス

タ
ッ
フ
が
1
名
い
ま
す
。

現
在
は
行
事
に
合
わ
せ
て
発
行

（
コ
ラ
ム
参
照
）し
て
い
ま
す
。そ
れ

ぞ
れ
、企
画
会
議
か
ら
発
送
ま
で
を

1
号
の
工
程
と
し
て
年
に
6
回
繰
り

返
し
て
い
ま
す
。

テーマに合わせた人選をして、
色々話してもらいます。

デザインはコンピュータで作成。
レイアウト・デザインの各工程を
経て見本が出来上がります。

最初の原稿は梅窓院の職員全員が
目を通します。

これで完成ですというのが、責任校了、
略して責了です。様々な工程を経て冊子が

出来上がります。

印刷会社から梅窓院に
出来上がった『青山』が
届けられます。

ご僧侶にもお手伝いいただき、一つ一つ
丁寧に心を込めて、手作業にて全檀信徒や
関係者に発送します。

手書きでデザインの
もとを作ります。

す
わ
え

大
崎
紀
夫

が

誌
面
ラ
フ
デ
ザ
イ
ン
検
討

取
材・原
稿
執
筆
依
頼

企
画
会
議

取
材・撮
影
、原
稿
受
け
取
り

原
稿・写
真
整
理

誌
面
デ
ザ
イ
ン
案
検
討

印
刷
会
社
と
打
ち
合
わ
せ

デ
ザ
イ
ン・レ
イ
ア
ウ
ト
制
作

初
校
受
け
取
り

初
校
戻
し

編
集
部
校
正

再
校
受
け
取
り

広
報
部
で
の
回
覧
校
正

院
内
各
部
署
の
回
覧
校
正

再
校
戻
し

色
校
正
受
け
取
り

編
集
部
校
正・校
了

印

刷

納

品
発

送

現在の『青山』発行状況
新年号 （前年12月中旬にお届け）
春彼岸号 （2月中旬にお届け）
施餓鬼号 （3月下旬にお届け）
お盆号 （5月下旬にお届け）
秋彼岸号 （8月下旬にお届け）
十夜号 （10月中旬にお届け）

100号記念
特別企画

き
ご
う

げ
い
か

ち
ょ
う
せ
い

、
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梅
窓
院
通
信『
青
山
』が
1
0
0
号
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。こ
れ
も
檀
信
徒

皆
様
の
お
か
げ
と
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

『
青
山
』に
な
って
か
ら
は
3
〜
4
人
の
広
報
部
員
が
中
心
と
な
って
編
集
し
て
い
ま
す
が
、

前
身
の
梅
窓
院
通
信『
長
靑
』で
は
私
が一人
で
作
って
い
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

『
長
靑
』と
は
先
々
代
の
中
島
真
孝
住
職
が
戦
前
に
創
刊
、2
号
目
か
ら
は『
梅
窓
』と

名
前
を
変
え
た
寺
報
で
、戦
前
に
41
号
を
発
行
、そ
し
て
昭
和
51
年
か
ら
中
島
真
哉
住
職

が
ハ
ガ
キ
通
信
と
し
て
再
創
刊
し
ま
し
た
。再
創
刊
後
は
主
に
念
仏
信
者
の
俳
句
や
お
寺

の
行
事
案
内
を
記
事
に
し
た
寺
報
で
、年
に
4
回
発
行
し
、お
施
餓
鬼
の
時
だ
け
は
封
書

に
し
て
い
ま
し
た
。古
い
お
檀
家
さ
ん
に
は
ご
記
憶
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
現
在
の『
青
山
』は
新
本
堂
建
設
に
合
わ
せ
て
の
発
行
で
、平
成
12
年
6
月
に
創

刊
し
ま
し
た
。

当
時
法
務
部
に
い
た
僧
侶
と
相
談
し
、専
門
知
識
の
あ
る
外
部
ス
タ
ッフ
に
も
手
伝
って
も

ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。今
回
、そ
の
方
に
も
思
い
出
の
コ
ラ
ム
を
書
い
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、『
青
山
』の
表
紙
の
題
字
は
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
第
86
世
、中
村
康
隆
猊
下
に

揮
毫
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。今
を
去
る
35
年
前
、私
の
結
婚
式
の
仲
人
を
務
め
て
い
た
だ

い
た
ご
縁
か
ら
で
し
た
。

さ
て
、今
の
時
代
は
印
刷
物
と
い
う
紙
媒
体
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
いっ
た
W
E
B
媒
体

が
主
流
で
す
が
、私
た
ち
の
世
代
に
と
っ
て
は『
青
山
』の
よ
う
な
紙
媒
体
は
親
し
み
や
す
い

も
の
で
す
。こ
れ
か
ら
も『
青
山
』で
お
寺
の
各
種
情
報
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。ど
う
ぞ
、引

き
続
き
ご
愛
読
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、1
0
0
号
記
念
の
挨
拶
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

わ
た
し
が
い
ま
一
番
好
き
な
俳
句
は
、〈
川
を
見
る

バ
ナ
ナ
の
皮
は
手
よ
り
落
ち
〉と
い
う
高
浜
虚
子
の
句

で
す
。そ
の
虚
子
は
、俳
句
は〈
四
季
の
移
ろ
い
と
そ
れ

に
伴
う
人
事
を
詠
む
〉も
の
だ
と
いっ
て
い
ま
す
。そ
こ

に
は
、人
は
自
然
と
共
に

あ
り
、自
然
へ
帰
っ
て
い
く

も
の
、と
い
う
思
い
が
あ
る

よ
う
で
す
。

虚
子
は
ま
た
、仏
教
に

対
す
る
思
い
が
深
か
っ
た

よ
う
で〈
俳
句
は
極
楽
の

文
学
で
あ
る
〉と
も
いって
い
ま
す
。

わ
た
し
の
場
合
は
、食
中
り
で
亡
く
な
っ
た
お
シ
ャ

カ
さ
ま
の
人
間
ら
し
さ
に
対
す
る
親
し
み
が
昔
か
ら

あ
り
、イ
ン
ド
の
仏
跡
を
訪
ね
、沙
羅
の
花
や
蓮
の
花

を
訪
ね
歩
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。仏
弟
子
ア
ー
ナ
ン

ダ
の
墓
を
訪
れ
た
と
き
は
、「
お
シ
ャ
カ
さ
ま
は
、あ
ー

な
ん
だ
よ
、こ
ー
な
ん
だ
よ
、と
教
え
た
人
だ
よ
」と
同

行
者
に
冗
談
を
いっ
た
も
の
で
す
。

「
青
山
」1
0
0
号
、お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

枝
に
咲
き
楉
に
咲
い
て
梅
に
ほ
ふ

「
青
山
」1
0
0
号
記
念
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は「
食
は
命
な
り
」と
い
う
小
さ
な
コ
ラ
ム
を
寄
稿

し
て
お
り
ま
す
が
、食
物
は
生
き
る
た
め
に
不
可
欠
な

も
の
で
す
。そ
の
う
え
何
を
食
べ
る
か
に
よって
人
間
の

体
は
大
き
く
左
右
さ
れ

ま
す
。

仏
教
用
語
に「
身
土
不

二
」と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。「
身
」と「
土
」は
切

り
離
せ
な
い
、す
な
わ
ち

人
間
が
生
れ
育
っ
た
風
土

と
調
和
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
理
に
か
な
っ
た
生
き
方

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。食
生
活
で
は
、四
方
を
海
に

囲
ま
れ
農
耕
に
親
し
ん
で
き
た
日
本
人
が
、魚
と
野
菜

と
穀
物
を
と
る
こ
と
を
忘
れ
て
、肉
食
中
心
の
食
生
活

を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
戒
め
で
す
。民
族
の
体
の
違

い
は
腸
の
長
さ
や
歯
並
び
に
も
違
い
が
あ
る
と
い
わ
れ

ま
す
。日
本
人
の
体
は
日
本
の
気
候
風
土
の
中
で
季
節

ご
と
に
食
べ
継
が
れ
て
き
た
和
食
に
よ
って
形
づ
く
ら

れ
て
い
ま
す
。食
の
乱
れ
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
い
ま
こ

そ
、無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た「
和
食
」を
再
認

識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

平
成
11
年
の
暮
、青
山
に
あ
る
梅
窓
院
が
寺
報
を

作
り
た
い
の
で
、手
伝
っ
て
も
ら
え
な
い
か
、と
お
声

掛
け
を
い
た
だ
い
た
。当
時
は
12
年
の
編
集
者
勤
務

を
終
え
、お
坊
さ
ん
の
世
界
に
入
り
7
年
目
、よ
う

や
く
新
し
い
世
界
に
慣
れ
た
頃
で
、二
つ
返
事
で
受

け
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

以
来
、1
0
0
号
ま
で
毎
号
企
画
を
考
え
、誌
面

構
成
を
検
討
、そ
し
て
多
く
の
檀
信
徒
や
梅
窓
院
関

係
者
に
お
話
し
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、全
国
各
地

の
お
寺
に
も
伺
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。ま
た
、地
元
青

山
の
多
く
の
お
店
に
も
訪
れ
て
き
た
。

振
り
返
れ
ば
梅
窓
院
の
担
当
ス
タ
ッ
フ
は
変
わ
る

も
の
の
、住
職
と
と
も
に
創
刊
か
ら
携
わ
っ
て
き
た
訳

で
、思
い
出
を
書
き
出
し
た
ら
き
り
が
な
い
。

「
梅
窓
院
だ
か
ら
で
き
る
誌
面
」

こ
の
ポ
リ
シ
ー
は
創
刊
以
来
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
肝

に
銘
じ
て
い
る
。そ
し
て
、お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ

く
限
り
今
後
も
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

誌
面
か
ら
な
が
ら
、今
ま
で一
緒
に
仕
事
を
し
て
き

た
ス
タ
ッ
フ
各
位
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
、挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世  

中
島
真
成

「
青
山
俳
壇
」選
者
　
大
崎 

紀
夫

「
食
は
命
な
り
」執
筆
者
　
武 

鈴
子

お
祝
い
の
こ
と
ば

１
０
０
号
の
編
集
に
携
わ
り

外
部
ス
タ
ッフ
　
村
田 

洋
一

御
祝
辞

で
き
る
ま
で

皆
さ
ん
に
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
る

『
青
山
』で
す
が
、ど
ん
な
流
れ
で
作

ら
れ
て
い
る
の
か
を
こ
こ
で
紹
介
い

た
し
ま
す
。

大
き
く
分
け
る
と

■ 

編
集
部
で
の
会
議・検
討・校
正

■ 

取
材
者
と
の
や
り
取
り

■ 

印
刷
会
社
で
の
作
業

の
3
つ
で
す
。

そ
し
て『
青
山
』は
梅
窓
院
の
広
報

部
の
管
轄
で
、部
内
に
担
当
ス
タ
ッ

フ
が
２
〜
３
名
い
ま
す
。

編
集
長
は
中
島
真
成
広
報
部
部
長

（
住
職
）で
、副
編
集
長
は
川
添
崇
祐

広
報
部
副
部
長
、そ
れ
に
外
部
ス

タ
ッ
フ
が
1
名
い
ま
す
。

現
在
は
行
事
に
合
わ
せ
て
発
行

（
コ
ラ
ム
参
照
）し
て
い
ま
す
。そ
れ

ぞ
れ
、企
画
会
議
か
ら
発
送
ま
で
を

1
号
の
工
程
と
し
て
年
に
6
回
繰
り

返
し
て
い
ま
す
。

テーマに合わせた人選をして、
色々話してもらいます。

デザインはコンピュータで作成。
レイアウト・デザインの各工程を
経て見本が出来上がります。

最初の原稿は梅窓院の職員全員が
目を通します。

これで完成ですというのが、責任校了、
略して責了です。様々な工程を経て冊子が

出来上がります。

印刷会社から梅窓院に
出来上がった『青山』が
届けられます。

ご僧侶にもお手伝いいただき、一つ一つ
丁寧に心を込めて、手作業にて全檀信徒や
関係者に発送します。

手書きでデザインの
もとを作ります。

す
わ
え

大
崎 

紀
夫

が

誌
面
ラ
フ
デ
ザ
イ
ン
検
討

取
材・原
稿
執
筆
依
頼

企
画
会
議

取
材・撮
影
、原
稿
受
け
取
り

原
稿・写
真
整
理

誌
面
デ
ザ
イ
ン
案
検
討

印
刷
会
社
と
打
ち
合
わ
せ

デ
ザ
イ
ン・レ
イ
ア
ウ
ト
制
作

初
校
受
け
取
り

初
校
戻
し

編
集
部
校
正

再
校
受
け
取
り

広
報
部
で
の
回
覧
校
正

院
内
各
部
署
の
回
覧
校
正

再
校
戻
し

色
校
正
受
け
取
り

編
集
部
校
正・校
了

印
　刷

納
　品

発
　送

現在の『青山』発行状況
新年号 （前年12月中旬にお届け）
春彼岸号 （2月中旬にお届け）
施餓鬼号 （3月下旬にお届け）
お盆号 （5月下旬にお届け）
秋彼岸号 （8月下旬にお届け）
十夜号 （10月中旬にお届け）

100号記念
特別企画

き
ご
う

げ
い
か

ち
ょ
う
せ
い
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１００
の 号

歩み

平
成
12
年
６
月
１
日
の
発
行
か
ら
数
え
て
１
０
０
号
を

迎
え
た『
青
山
』で
す
が
、記
事
は
大
き
く
分
け
て
左
の

３
つ
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、檀
信
徒
さ
ん
の
登
場
記
事
も
い
ろ
い
ろ
企
画
し
て
き
ま

し
た
。

　
投
句
コ
ー
ナ
ー
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
、実
際
に
参
加
し
て
い
た

だ
く
お
寺
訪
問
行
事
、お
孫
さ
ん
紹
介
や
写
真
応
募
企
画
で
、檀

信
徒
の
皆
様
に
お
世
話
に
な
って
き
ま
し
た
。

　『
青
山
』は
多
く
の
皆
様
に
分
か
り
や
す
く
梅
窓
院
の
情
報
を

お
届
け
す
る
こ
と
を 

一 

番
の
使
命
に
し
て
い
ま
す
。

　
と
い
う
こ
と
で
、１
０
０
号
の
中
で
の
出
来
事
を
年
表
に
し
て
み

ま
し
た
。

　
頁
が
増
え
た
り
、カ
ラ
ー
に
な
っ
た
り
と
編
集
部
の
子
細
な
事

柄
も
あ
り
ま
す
が
、色
々
な
ト
ピ
ッ
ク
を
並
べて
み
ま
し
た
。

　
お
よ
そ
20
年
の
歩
み
、ど
う
ぞ
お
気
楽
に
お
目
を
お
通
し
下
さ
い
。

梅窓院のホームページでは『青山』のバック
ナンバーが見られるコーナーがあります。
左のQRコードを利用してお気軽にご覧い
ただけますので、どうぞお試し下さい。
梅窓院の歴史を記した梅窓院史は創刊号
から掲載されています。

バックナンバー
見られます！

　
お
寺
は
檀
信
徒
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、

色
々
お
手
伝
い
い
た
だ
い
て
い
る
方
々
が
い

て
成
り
立
って
い
ま
す
。そ
う
し
た
方
や
学

生
時
代
に
梅
窓
院
に
住
ん
で
い
た
ご
僧
侶

な
ど
に
話
を
聞
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。現
在

ま
で
57
名
に
ご
登
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
青
山
に
あ
る
梅
窓
院
な
ら
で
は
の
企

画
。法
事
の
帰
り
に
寄
れ
る
素
敵
な
お
店

紹
介
で
、梅
窓
院
の
立
地
だ
か
ら
こ
そ
可

能
な
記
事
で
す
。現
在
ま
で
飲
食
店
を

中
心
に
76
店
舗
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

青
山
散
歩
道

第
２
号（
秋
彼
岸
号
）  

平
成
12
年（
2
0
0
0
）9
月

●
青
山
俳
壇

第
６
号（
秋
彼
岸
号
）  

平
成
13
年（
2
0
0
1
）９
月

●
江
戸
三
十
三
観
音
　
札
所
め
ぐ
り（
全
11
回
）

第
７
号（
新
年
号
）  

平
成
14
年（
2
0
0
2
）１
月

カ
ラ
ー
印
刷（
８
頁
中
４
頁
）

以
後
新
年
号
の
み
カ
ラ
ー
に

第
13
号（
施
餓
鬼
号
）  
平
成
15
年（
2
0
0
3
）６
月

●
法
話

第
15
号（
十
夜
号
）  

平
成
15
年（
2
0
0
3
）10
月

十
夜
号（
４
頁
）を
発
行
し
年
５
回
の
お
届
け
と

な
る
。

第
36
号（
春
彼
岸
号
）  

平
成
20
年（
2
0
0
8
）３
月

●
法
話  

仏
教
歳
時
風
物
詩

第
52
号（
特
別
号
）  

平
成
23
年（
2
0
1
1
）４
月

遠
忌
特
別
号
発
行

●
遠
忌
法
要
と
開
山
忌
法
要
の
ご
案
内

（
法
然
上
人
の
八
百
年
遠
忌
法
要
と
新
し
く
６
月

に
行
う
開
山
忌
法
要
を
紹
介
）

第
53
号（
お
盆
号
）  

平
成
23
年（
2
0
1
1
）６
月

お
盆
号（
８
頁
）を
発
行
し
、年
６
回
の
お
届
け
と

な
る
。

第
56
号（
新
年
号
）  

平
成
24
年（
2
0
1
2
）１
月

●
修
正
会
の
ご
案
内（
新
し
く
元
旦
に
行
う
行
事

を
紹
介
。現
在
8
頁
）

第
20
号（
新
年
号
）  

平
成
17
年（
2
0
0
5
）1
月

特
別
企
画
号
で
10
頁
に

第
18
号（
施
餓
鬼
号
）  

平
成
16
年（
2
0
0
4
）６
月

●
ぶ
ら
り
門
前
膝
栗
毛

（
以
後
60
号
ま
で
12
回
開
催
）

第
22
号（
施
餓
鬼
号
）  

平
成
17
年（
2
0
0
5
）６
月

印
刷
所
を
ミ
ズ
ノ
プ
リ
テ
ッ
ク
に

毎
号
一
部
を
カ
ラ
ー
印
刷
に

第
23
号（
秋
彼
岸
号
）  

平
成
17
年（
2
0
0
5
）９
月

表
紙
を
イ
ラ
ス
ト
で
構
成

第
44
号（
十
夜
号
）  

平
成
21
年（
2
0
0
9
）10
月

見
開
き
縦
型
の
A
3
版
表
紙
に

第
50
号（
新
年
号
）  

平
成
23
年（
2
0
1
1
）１
月

秋
彼
岸
写
真
展
優
秀
賞
の
写
真
を
表
紙
に
掲
載

（
以
後
98
号
ま
で
新
年
号
で
9
回
掲
載
）

第
46
号（
春
彼
岸
号
）  

平
成
22
年（
2
0
1
0
）３
月

●
我
が
家
の
宝
物（
以
後
60
号
ま
で
８
名
に
ご
登

場
い
た
だ
き
ま
し
た
）

ま
ご

第
90
号（
秋
彼
岸
号
）  

平
成
29
年（
2
0
1
7
）９
月

●
お
寺
お
さ
ん
ぽ
会（
現
在
ま
で
）

参
加
さ
れ
た
檀
信
徒
さ
ん
に
喜
ん
で
い
た
だ
い

て
き
ま
し
た
。

創
刊
号（
施
餓
鬼
号
）  

平
成
12
年（
2
0
0
0
）６
月

●
住
職
挨
拶（
現
在
ま
で
）

●
梅
窓
院
史（
全
12
回
）

●
青
山
散
歩
道（
現
在
ま
で
76
店
舗
を
紹
介
）

第
３
号（
新
年
号
）  

平
成
13
年（
2
0
0
1
）１
月

●
食
は
命
な
り

●
梅
窓
院
を
囲
む
人
々

（
現
在
ま
で
57
名
に
ご
登
場
い
た

だ
き
、う
ち
檀
信
徒
さ
ん
が
19
名
）

全
8
頁
と
2
頁
増
頁

特 

集

本
堂
落
慶
や
郡
上
お
ど
り
、団
体
参
拝
、座
談
会
、詠
唱

会
等
紹
介
、十
八
檀
林
紹
介
な
ど
、旬
な
話
題
を
と
り
あ

げ
て
い
ま
す
。

行
事
案
内

連 

載

住
職
挨
拶
、法
話
、行
事
報
告・案
内・予
定
、墓
苑
部
か
ら

の
お
知
ら
せ
と
い
っ
た
定
例
記
事
で
、皆
さ
ん
に
お
伝
え

し
た
い
こ
と
を
載
せ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
梅
窓
院
を
囲
む
人
々
」、「
青
山
散
歩
道
」、「
青

山
俳
壇
」、「
食
は
命
な
り
」と
い
っ
た
企
画
記
事
で
す
。

春・秋
彼
岸
、施
餓
鬼
な
ど
の
各
行
事
の
お
知
ら
せ
。

特
徴
は
ご
僧
侶
が
行
事
に
関
わ
る
話
を
執
筆
し
て
い
る

こ
と
で
す
。

100号記念
特別企画

第
100
号（
施
餓
鬼
号
）  

平
成
31
年（
2
0
1
9
）3
月

フ
ル
カ
ラ
ー（
８
頁
中
８
頁
）

第
24
号（
十
夜
号
）  

平
成
17
年（
2
0
0
5
）10
月

表
紙
と
背
表
紙
一
体
の
表
紙
に

（
以
後
十
夜
号
の
ベ
ー
ス
と
な
る
）

特
別
号
発
行 

色
々
な
お
店
の
お
料
理

を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

別
冊
青
山
散
歩
道

（『
青
山
』散
歩
道
の
企
画

で
訪
れ
た
お
店
の
紹
介
を
ま
と
め
た
小
冊
子
）

第
62
号（
新
年
号
）  
平
成
25
年（
2
0
1
3
）１
月

●
お
檀
家
さ
ん
に
伺
い
ま
し
た（
現
在
ま
で
67
名

に
ご
登
場
い
た
だ
い
て
い
ま
す
）



5 梅窓院通信 No.100梅窓院通信 No.100 4

１００
の 号

歩み

平
成
12
年
６
月
１
日
の
発
行
か
ら
数
え
て
１
０
０
号
を

迎
え
た『
青
山
』で
す
が
、記
事
は
大
き
く
分
け
て
左
の

３
つ
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、檀
信
徒
さ
ん
の
登
場
記
事
も
い
ろ
い
ろ
企
画
し
て
き
ま

し
た
。

　
投
句
コ
ー
ナ
ー
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
、実
際
に
参
加
し
て
い
た

だ
く
お
寺
訪
問
行
事
、お
孫
さ
ん
紹
介
や
写
真
応
募
企
画
で
、檀

信
徒
の
皆
様
に
お
世
話
に
な
って
き
ま
し
た
。

　『
青
山
』は
多
く
の
皆
様
に
分
か
り
や
す
く
梅
窓
院
の
情
報
を

お
届
け
す
る
こ
と
を
一
番
の
使
命
に
し
て
い
ま
す
。

　
と
い
う
こ
と
で
、１
０
０
号
の
中
で
の
出
来
事
を
年
表
に
し
て
み

ま
し
た
。

　
頁
が
増
え
た
り
、カ
ラ
ー
に
な
っ
た
り
と
編
集
部
の
子
細
な
事

柄
も
あ
り
ま
す
が
、色
々
な
ト
ピ
ッ
ク
を
並
べて
み
ま
し
た
。

　
お
よ
そ
20
年
の
歩
み
、ど
う
ぞ
お
気
楽
に
お
目
を
お
通
し
下
さ
い
。

梅窓院のホームページでは『青山』のバック
ナンバーが見られるコーナーがあります。
左のQRコードを利用してお気軽にご覧い
ただけますので、どうぞお試し下さい。
梅窓院の歴史を記した梅窓院史は創刊号
から掲載されています。

バックナンバー
見られます！

　
お
寺
は
檀
信
徒
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、

色
々
お
手
伝
い
い
た
だ
い
て
い
る
方
々
が
い

て
成
り
立
って
い
ま
す
。そ
う
し
た
方
や
学

生
時
代
に
梅
窓
院
に
住
ん
で
い
た
ご
僧
侶

な
ど
に
話
を
聞
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。現
在

ま
で
57
名
に
ご
登
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
青
山
に
あ
る
梅
窓
院
な
ら
で
は
の
企

画
。法
事
の
帰
り
に
寄
れ
る
素
敵
な
お
店

紹
介
で
、梅
窓
院
の
立
地
だ
か
ら
こ
そ
可

能
な
記
事
で
す
。現
在
ま
で
飲
食
店
を

中
心
に
76
店
舗
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

青
山
散
歩
道

第
２
号（
秋
彼
岸
号
）
平
成
12
年（
2
0
0
0
）9
月

●
青
山
俳
壇

第
６
号（
秋
彼
岸
号
）
平
成
13
年（
2
0
0
1
）９
月

●
江
戸
三
十
三
観
音
　
札
所
め
ぐ
り（
全
11
回
）

第
７
号（
新
年
号
）
平
成
14
年（
2
0
0
2
）１
月

カ
ラ
ー
印
刷（
８
頁
中
４
頁
）

以
後
新
年
号
の
み
カ
ラ
ー
に

第
13
号（
施
餓
鬼
号
）
平
成
15
年（
2
0
0
3
）６
月

●
法
話

第
15
号（
十
夜
号
）
平
成
15
年（
2
0
0
3
）10
月

十
夜
号（
４
頁
）を
発
行
し
年
５
回
の
お
届
け
と

な
る
。

第
36
号（
春
彼
岸
号
）
平
成
20
年（
2
0
0
8
）３
月

●
法
話
仏
教
歳
時
風
物
詩

第
52
号（
特
別
号
）
平
成
23
年（
2
0
1
1
）４
月

遠
忌
特
別
号
発
行

●
遠
忌
法
要
と
開
山
忌
法
要
の
ご
案
内

（
法
然
上
人
の
八
百
年
遠
忌
法
要
と
新
し
く
６
月

に
行
う
開
山
忌
法
要
を
紹
介
）

第
53
号（
お
盆
号
）
平
成
23
年（
2
0
1
1
）６
月

お
盆
号（
８
頁
）を
発
行
し
、年
６
回
の
お
届
け
と

な
る
。

第
56
号（
新
年
号
）
平
成
24
年（
2
0
1
2
）１
月

●
修
正
会
の
ご
案
内（
新
し
く
元
旦
に
行
う
行
事

を
紹
介
。現
在
8
頁
）

第
20
号（
新
年
号
）
平
成
17
年（
2
0
0
5
）1
月

特
別
企
画
号
で
10
頁
に

第
18
号（
施
餓
鬼
号
）
平
成
16
年（
2
0
0
4
）６
月

●
ぶ
ら
り
門
前
膝
栗
毛

（
以
後
60
号
ま
で
12
回
開
催
）

第
22
号（
施
餓
鬼
号
）
平
成
17
年（
2
0
0
5
）６
月

印
刷
所
を
ミ
ズ
ノ
プ
リ
テ
ッ
ク
に

毎
号
一
部
を
カ
ラ
ー
印
刷
に

第
23
号（
秋
彼
岸
号
）
平
成
17
年（
2
0
0
5
）９
月

表
紙
を
イ
ラ
ス
ト
で
構
成

第
44
号（
十
夜
号
）
平
成
21
年（
2
0
0
9
）10
月

見
開
き
縦
型
の
A
3
版
表
紙
に

第
50
号（
新
年
号
）
平
成
23
年（
2
0
1
1
）１
月

秋
彼
岸
写
真
展
優
秀
賞
の
写
真
を
表
紙
に
掲
載

（
以
後
98
号
ま
で
新
年
号
で
9
回
掲
載
）

第
46
号（
春
彼
岸
号
）
平
成
22
年（
2
0
1
0
）３
月

●
我
が
家
の
宝
物（
以
後
60
号
ま
で
８
名
に
ご
登

場
い
た
だ
き
ま
し
た
）

ま
ご

第
90
号（
秋
彼
岸
号
）
平
成
29
年（
2
0
1
7
）９
月

●
お
寺
お
さ
ん
ぽ
会（
現
在
ま
で
）

参
加
さ
れ
た
檀
信
徒
さ
ん
に
喜
ん
で
い
た
だ
い

て
き
ま
し
た
。

創
刊
号（
施
餓
鬼
号
）
平
成
12
年（
2
0
0
0
）６
月

●
住
職
挨
拶（
現
在
ま
で
）

●
梅
窓
院
史（
全
12
回
）

●
青
山
散
歩
道（
現
在
ま
で
76
店
舗
を
紹
介
）

第
３
号（
新
年
号
）
平
成
13
年（
2
0
0
1
）１
月

●
食
は
命
な
り

●
梅
窓
院
を
囲
む
人
々

（
現
在
ま
で
57
名
に
ご
登
場
い
た

だ
き
、う
ち
檀
信
徒
さ
ん
が
19
名
）

全
8
頁
と
2
頁
増
頁

特
集

本
堂
落
慶
や
郡
上
お
ど
り
、団
体
参
拝
、座
談
会
、詠
唱

会
等
紹
介
、十
八
檀
林
紹
介
な
ど
、旬
な
話
題
を
と
り
あ

げ
て
い
ま
す
。

行
事
案
内

連
載

住
職
挨
拶
、法
話
、行
事
報
告・案
内・予
定
、墓
苑
部
か
ら

の
お
知
ら
せ
と
い
っ
た
定
例
記
事
で
、皆
さ
ん
に
お
伝
え

し
た
い
こ
と
を
載
せ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
梅
窓
院
を
囲
む
人
々
」、「
青
山
散
歩
道
」、「
青

山
俳
壇
」、「
食
は
命
な
り
」と
い
っ
た
企
画
記
事
で
す
。

春・秋
彼
岸
、施
餓
鬼
な
ど
の
各
行
事
の
お
知
ら
せ
。

特
徴
は
ご
僧
侶
が
行
事
に
関
わ
る
話
を
執
筆
し
て
い
る

こ
と
で
す
。

100号記念
特別企画

第
100
号（
施
餓
鬼
号
）
平
成
31
年（
2
0
1
9
）3
月

フ
ル
カ
ラ
ー（
８
頁
中
８
頁
）

第
24
号（
十
夜
号
）
平
成
17
年（
2
0
0
5
）10
月

表
紙
と
背
表
紙
一
体
の
表
紙
に

（
以
後
十
夜
号
の
ベ
ー
ス
と
な
る
）

特
別
号
発
行

色
々
な
お
店
の
お
料
理

を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

別
冊
青
山
散
歩
道

（『
青
山
』散
歩
道
の
企
画

で
訪
れ
た
お
店
の
紹
介
を
ま
と
め
た
小
冊
子
）

第
62
号（
新
年
号
）
平
成
25
年（
2
0
1
3
）１
月

●
お
檀
家
さ
ん
に
伺
い
ま
し
た（
現
在
ま
で
67
名

に
ご
登
場
い
た
だ
い
て
い
ま
す
）
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青
葉
の
眩
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
は

い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　
さ
て
、
皆
様
は
四
字
熟
語
の
一
蓮
托
生
は
ご
存

知
か
と
思
い
ま
す
。
世
間
で
は
良
く
も
悪
く
も
運

命
共
同
体
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
そ
も
そ
も
仏
教
語
で
す
。
お
念
仏
し
た

人
が
臨
終
を
迎
え
、
い
ざ
お
浄
土
へ
お
生
ま
れ
す

る
時
、
蓮
台
に
お
生
ま
れ
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

　
一
蓮
托
生
と
は
、
生
前
に
ご
縁
の
深
か
っ
た
方

と
一
つ
の
同
じ
蓮
台
に
身
を
託
し
て
、
共
に
お
浄
土

へ
と
お
生
ま
れ
す
る
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
一
蓮
托
生
を
詠
ん
だ
お
歌
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

先
立
た
た
ば

　お
く
る
る
人
を

　待
ち
や
せ
ん

花
の
う
て
な
の

　な
か
ば
の
こ
し
て

大
意
：
こ
の
世
か
ら
先
立
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
お

浄
土
の
蓮
台
で
後
か
ら
生
ま
れ
る
あ
な
た
を
お
待

ち
し
ま
し
ょ
う
。
蓮
の
台
の
半
分
を
空
け
て
お
き

ま
す
。

　
ま
た
、
法
然
上
人
の
言
葉
に
「
先
に
生
ま
れ
て

後
を
導
か
ん
。
引
摂
縁
は
こ
れ
浄
土
の
楽
し
み
な

り
。
」
と
あ
り
ま
す
。
先
に
お
浄
土
に
生
ま
れ
た

方
が
こ
の
世
で
ご
縁
の
あ
っ
た
方
を
お
浄
土
へ
と

導
き
救
い
と
る
こ
と
を
引
摂
縁
と
い
い
ま
す
。
お

念
仏
で
繋
が
る
私
達
は
先
に
逝
っ
た
方
に
導
い
て

も
ら
い
、
ま
た
こ
ち
ら
か
ら
は
お
念
仏
を
ご
回
向

さ
せ
て
い
た
だ
く
、
い
わ
ば
相
互
利
益
の
関
係
と

い
え
ま
す
。

　
今
年
も
施
餓
鬼
会
が
近
づ
い
て
参
り
ま
し
た
。

先
立
っ
た
方
へ
の
お
気
持
ち
に
加
え
て
、
共
に
阿

弥
陀
様
の
お
浄
土
へ
と
お
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ

く
ぞ
と
願
い
を
込
め
て
、
ご
一
緒
に
お
念
仏
を
お

称
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

合
掌

（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）

開
山
忌
と
い
え
ば
、お
寺
を
開
か

れ
た
上
人
の
回
忌
法
要
で
す
が
、梅

窓
院
の
場
合
は
少
し
複
雑
で
す
。と

い
う
の
も
、史
料
に
よ
っ
て
二
人
の

異
な
る
開
山
上
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
ら
で
す
。

一
人
目
の
開
山
上
人
は
観
智
国
師

上
人
、そ
し
て
も
う
一
人
は
南
龍
上

人
で
す
。

ま
ず
、梅
窓
院
の
創
建
に
関
し
て

確
か
な
こ
と
は
寛
永
20
年（
１
６
４

３
年
）青
山
幸
成
候
ご
逝
去
の
お
り

青
山
家
敷
地
内
で
荼
毘
に
付
し
、そ

の
跡
地
に
同
家
の
氏
寺
と
し
て
建
立

さ
れ
、幸
成
候
の
法
名
に
因
み
梅
窓

院
と
し
た
こ
と
で
す
。ち
な
み
に
、幸

成
候
は
増
上
寺
に
埋
葬
さ
れ
ま
し

た
。と

こ
ろ
が
、一
人
目
の
開
山
上
人

で
あ
る
観
智
国
師
は
徳
川
家
康
候
と

の
蜜
月
関
係
で
知
ら
れ
、大
本
山
増

上
寺
の
十
二
世
住
職
も
務
め
た
高
僧

で
、元
和
６
年（
１
６
２
０
年
）に
没

し
て
い
ま
す
。こ
れ
は
幸
成
候
が
亡

く
な
る
23
年
も
前
の
こ
と
で
す
。そ

し
て
、も
う
一
人
の
開
山
上
人
の
南

龍
上
人
で
す
が
、下
野
国（
現
在
の
栃

木
県
）出
身
で
、史
料
に
よ
る
と
増
上

寺
で
修
行
を
終
え
ら
れ
た
の
が
承
応

元
年（
１
６
５
２
年
）以
降
の
よ
う
で

す
。で

は
、な
ぜ
観
智
国
師
を
開
山
と

し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
訳
は
江
戸
幕
府
の
寺
院
政
策

に
あ
り
ま
す
。幕
府
は
寛
永
８
年（
１

６
３
１
年
）以
降
、新
し
い
寺
院
の
建

立
を
禁
止
し
て
い
た
の
で
、徳
川
家

と
も
所
縁
の
深
い
観
智
国
師
を
梅
窓

院
開
山
と
す
る
こ
と
で
、実
際
の
創

建
時
期
が
遅
い
梅
窓
院
を
合
法
的
に

作
ら
れ
た
お
寺
と
し
た
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

ち
な
み
に
、遷
化
し
た
上
人
を
後

世
に
開
山
上
人
と
す
る
こ
と
を
、贈

り
開
山
、も
し
く
は
勧
請
開
山
と
い

い
ま
す
が
、観
智
国
師
は
梅
窓
院
の

贈
り
開
山
に
な
る
の
で
す
。

今
も
昔
も
亡
く
な
っ
た
人
を
思
い

続
け
た
い
気
持
ち
は
同
じ
で
す
。青

山
家
の
菩
提
を
弔
い
た
い
と
の
願
い

か
ら
当
院
は
創
建
さ
れ
ま
し
た
。そ

ん
な
先
人
の
願
い
に
思
い
を
馳
せ
て

開
山
忌
法
要
で
南
龍
上
人
に
手
を
合

わ
せ
て
み
ま
せ
ん
か
。皆
様
の
お
参

り
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

合
掌

（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）
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五
月
十
八
日（
土
）

御
説
教

　
午
後
一
時
〜
　
　
祖
師
堂

　講
師

京
都

静
林
寺
住
職

　入
江
康
隆
上
人

大
施
餓
鬼
会
法
要

　
午
後
二
時
〜
　
　
祖
師
堂

•
長
時
間
に
わ
た
る
法
要
の
為
、途
中
か
ら
の
参
加
も
可
能
で
す
。

•
塔
婆
回
向（
お
名
前
の
読
み
上
げ
）は
午
前
十
一
時
か
ら
の
法
要
で
行
い
ま
す
。

•
全
て
の
法
要
終
了
後
に
お
塔
婆
を
お
渡
し
致
し
ま
す
。

•
場
所
は
変
更
と
な
る
可
能
性
も
ご
ざ
い
ま
す
。

梅
窓
院
を
開
か
れ
た
南
龍
上
人
の
ご
供
養
と
報
恩
謝
徳
の
法
要
を
執
り
行
い
ま
す
。

ま
た
、法
要
後
に
能
楽
を
奉
納
し
ま
す
。な
お
、能
楽
か
ら
の
ご
鑑
賞
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、法
要
か
ら
の
ご
参
列
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、法
要
と
能
楽
と
も
に
一
般
の
方
も
参
列
、観
賞
が
で
き
ま
す
。入
場
無
料
で
す
の
で
、

御
家
族
・
お
友
達
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
お
越
し
下
さ
い
。昨
年
度
よ
り
、法
要
前
に
写
経
を

行
う
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。詳
し
く
は
8
面
を
ご
覧
下
さ
い
。

六
月
八
日（
土
）

写
経
―
午
後
二
時
〜

二
階
客
殿
※
事
前
に
お
申
込
み
が
必
要
で
す
。

法
要
―
午
後
三
時
〜

本
堂
※
法
要
終
了
後
、休
憩
が
ご
ざ
い
ま
す
。

能
楽
奉
納
―
午
後
四
時
〜

祖
師
堂

演
目

半
能
「
敦
盛
」（
予
定
）

施餓鬼会は六道のひとつ、餓鬼道に落ちた人へ施しを与える法要です。
特徴は特定の先祖に限らないまさに布施行で、供え物を増やす特別な
お経を称えます。いつ行うかの決まりはありませんが、お盆の時期に行うこ
とが多いようです。

開山忌とは、そのお寺を開いた僧侶への報恩謝徳を表
す法要です。ちなみに開山は僧侶、開基はお寺を建て
る援助をしたお施主さんをいいます。また、実際にお寺を
建てた僧侶が自分の師僧などを開山上人にすることも
多く、梅窓院の実際の開山は南龍上人ですが、観智
国師を贈り開山としています。

お
施
餓
鬼

開
山
忌
法
要

な
ん
り
ゅ
う

今
年
か
ら
施
餓
鬼
会
が
変
わ
り
ま
す
。

午
前
中
の
行
事
が
な
く
な
り
、

午
後
の
御
説
教
と
法
要
に
な
り
ま
す
。

・
法
要
終
了
後
に
お
塔
婆
を
お
渡
し
致
し
ま
す
。

・
場
所
は
変
更
と
な
る
可
能
性
も
ご
ざ
い
ま
す
。

か
い
さ
ん

き

開
山
忌
に
よ
せ
て
〜
二
人
の
開
山
上
人

梅
窓
院
開
山
を
巡
る
謎
〜
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◆施餓鬼塔婆お申込み方法
御塔婆

御回向料  ……… 1本／1万円
・同封のハガキにご記入の上４月

30日（火）必着でお申込み下さい。
・当日の法要に参加される方は、出

席人数も合わせてご記入下さい。
・御回向料は、同封の振込用紙で

郵便局にてお支払い頂くか、受付
までお持ち下さい。（銀行・コンビニ
でのお支払いはできません。）

第76回
念仏と法話の会　2月28日（木） 二

月
の
行
事
報
告

回向のお申込み方法とお知らせ

施
餓
鬼
に
よ
せ
て
〜
一
蓮
托
生
〜

せ

が

き

い
ち
れ
ん
た
く
し
ょ
う

あ
つ
も
り

ち

し

こ
く

か
ん

う
て
な

の
ち

み
つ
げ
つ

し
も
つ
け
の
く
に

な
ん
り
ゅ
う

か
ん
じ
ょ
う

い
り

じ
ょ
う
り
ん

じ

え

こ
う

り
ゅ
う

い
ん

え
ん

そ
う
ご

り

や
く

じ
ょ
う



 能楽演者のプロフィール

橋本 忠樹
（はしもと　ただき）

東京藝術大学音楽学部卒。
重要無形文化財総合指定保
持者。
観世流シテ方橋本礒道長男。
父及び故片山幽雪、片山九郎
右衛門に師事。
３歳で初舞台。大学在学時には、観世流26世宗
家　観世清和、故藤波重満、野村四郎、各師に
師事。若者に能楽の魅力を伝える新たな試みに挑
戦し、他ジャンルとの共演、お寺・神社やバーでの能
公演など、若者が気軽に能や日本の古典に触れら
れる機会を企画し公演を行っている。また、実際に
謡・仕舞を教え伝える事にも熱心で、京都・東京で
の稽古活動の他、幼稚園・小学校等でワークショッ
プを開き、幼少から日本の伝統文化である「能」に
触れることによって「本物」を見極める目を養う機会
を提供している。

（公社）能楽協会会員・（公社）京都観世会会員・
（社団）日本能楽会会員・大正大学客員教授
京都市DO YOU KYOTO?大使 

青
葉
の
眩
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
は

い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
皆
様
は
四
字
熟
語
の
一
蓮
托
生
は
ご
存

知
か
と
思
い
ま
す
。
世
間
で
は
良
く
も
悪
く
も
運

命
共
同
体
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
そ
も
そ
も
仏
教
語
で
す
。
お
念
仏
し
た

人
が
臨
終
を
迎
え
、
い
ざ
お
浄
土
へ
お
生
ま
れ
す

る
時
、
蓮
台
に
お
生
ま
れ
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

一
蓮
托
生
と
は
、
生
前
に
ご
縁
の
深
か
っ
た
方

と
一
つ
の
同
じ
蓮
台
に
身
を
託
し
て
、
共
に
お
浄
土

へ
と
お
生
ま
れ
す
る
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。

一
蓮
托
生
を
詠
ん
だ
お
歌
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

先
立
た
た
ば

お
く
る
る
人
を

待
ち
や
せ
ん

花
の
う
て
な
の

な
か
ば
の
こ
し
て

大
意
：
こ
の
世
か
ら
先
立
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
お

浄
土
の
蓮
台
で
後
か
ら
生
ま
れ
る
あ
な
た
を
お
待

ち
し
ま
し
ょ
う
。
蓮
の
台
の
半
分
を
空
け
て
お
き

ま
す
。

ま
た
、
法
然
上
人
の
言
葉
に
「
先
に
生
ま
れ
て

後
を
導
か
ん
。
引
摂
縁
は
こ
れ
浄
土
の
楽
し
み
な

り
。
」
と
あ
り
ま
す
。
先
に
お
浄
土
に
生
ま
れ
た

方
が
こ
の
世
で
ご
縁
の
あ
っ
た
方
を
お
浄
土
へ
と

導
き
救
い
と
る
こ
と
を
引
摂
縁
と
い
い
ま
す
。
お

念
仏
で
繋
が
る
私
達
は
先
に
逝
っ
た
方
に
導
い
て

も
ら
い
、
ま
た
こ
ち
ら
か
ら
は
お
念
仏
を
ご
回
向

さ
せ
て
い
た
だ
く
、
い
わ
ば
相
互
利
益
の
関
係
と

い
え
ま
す
。

今
年
も
施
餓
鬼
会
が
近
づ
い
て
参
り
ま
し
た
。

先
立
っ
た
方
へ
の
お
気
持
ち
に
加
え
て
、
共
に
阿

弥
陀
様
の
お
浄
土
へ
と
お
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ

く
ぞ
と
願
い
を
込
め
て
、
ご
一
緒
に
お
念
仏
を
お

称
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

合
掌

（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）

開
山
忌
と
い
え
ば
、お
寺
を
開
か

れ
た
上
人
の
回
忌
法
要
で
す
が
、梅

窓
院
の
場
合
は
少
し
複
雑
で
す
。と

い
う
の
も
、史
料
に
よ
っ
て
二
人
の

異
な
る
開
山
上
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
ら
で
す
。

一
人
目
の
開
山
上
人
は
観
智
国
師

上
人
、そ
し
て
も
う
一
人
は
南
龍
上

人
で
す
。

ま
ず
、梅
窓
院
の
創
建
に
関
し
て

確
か
な
こ
と
は
寛
永
20
年（
１
６
４

３
年
）青
山
幸
成
候
ご
逝
去
の
お
り

青
山
家
敷
地
内
で
荼
毘
に
付
し
、そ

の
跡
地
に
同
家
の
氏
寺
と
し
て
建
立

さ
れ
、幸
成
候
の
法
名
に
因
み
梅
窓

院
と
し
た
こ
と
で
す
。ち
な
み
に
、幸

成
候
は
増
上
寺
に
埋
葬
さ
れ
ま
し

た
。と

こ
ろ
が
、一
人
目
の
開
山
上
人

で
あ
る
観
智
国
師
は
徳
川
家
康
候
と

の
蜜
月
関
係
で
知
ら
れ
、大
本
山
増

上
寺
の
十
二
世
住
職
も
務
め
た
高
僧

で
、元
和
６
年（
１
６
２
０
年
）に
没

し
て
い
ま
す
。こ
れ
は
幸
成
候
が
亡

く
な
る
23
年
も
前
の
こ
と
で
す
。そ

し
て
、も
う
一
人
の
開
山
上
人
の
南

龍
上
人
で
す
が
、下
野
国（
現
在
の
栃

木
県
）出
身
で
、史
料
に
よ
る
と
増
上

寺
で
修
行
を
終
え
ら
れ
た
の
が
承
応

元
年（
１
６
５
２
年
）以
降
の
よ
う
で

す
。で

は
、な
ぜ
観
智
国
師
を
開
山
と

し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
訳
は
江
戸
幕
府
の
寺
院
政
策

に
あ
り
ま
す
。幕
府
は
寛
永
８
年（
１

６
３
１
年
）以
降
、新
し
い
寺
院
の
建

立
を
禁
止
し
て
い
た
の
で
、徳
川
家

と
も
所
縁
の
深
い
観
智
国
師
を
梅
窓

院
開
山
と
す
る
こ
と
で
、実
際
の
創

建
時
期
が
遅
い
梅
窓
院
を
合
法
的
に

作
ら
れ
た
お
寺
と
し
た
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

ち
な
み
に
、遷
化
し
た
上
人
を
後

世
に
開
山
上
人
と
す
る
こ
と
を
、贈

り
開
山
、も
し
く
は
勧
請
開
山
と
い

い
ま
す
が
、観
智
国
師
は
梅
窓
院
の

贈
り
開
山
に
な
る
の
で
す
。

今
も
昔
も
亡
く
な
っ
た
人
を
思
い

続
け
た
い
気
持
ち
は
同
じ
で
す
。青

山
家
の
菩
提
を
弔
い
た
い
と
の
願
い

か
ら
当
院
は
創
建
さ
れ
ま
し
た
。そ

ん
な
先
人
の
願
い
に
思
い
を
馳
せ
て

開
山
忌
法
要
で
南
龍
上
人
に
手
を
合

わ
せ
て
み
ま
せ
ん
か
。皆
様
の
お
参

り
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

合
掌

（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）
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五
月
十
八
日（
土
）

御
説
教

午
後
一
時
〜

祖
師
堂

講
師

京
都

静
林
寺
住
職

入
江
康
隆
上
人

大
施
餓
鬼
会
法
要

午
後
二
時
〜

祖
師
堂

•
長
時
間
に
わ
た
る
法
要
の
為
、途
中
か
ら
の
参
加
も
可
能
で
す
。

•
塔
婆
回
向（
お
名
前
の
読
み
上
げ
）は
午
前
十
一
時
か
ら
の
法
要
で
行
い
ま
す
。

•
全
て
の
法
要
終
了
後
に
お
塔
婆
を
お
渡
し
致
し
ま
す
。

•
場
所
は
変
更
と
な
る
可
能
性
も
ご
ざ
い
ま
す
。

梅
窓
院
を
開
か
れ
た
南
龍
上
人
の
ご
供
養
と
報
恩
謝
徳
の
法
要
を
執
り
行
い
ま
す
。

ま
た
、法
要
後
に
能
楽
を
奉
納
し
ま
す
。な
お
、能
楽
か
ら
の
ご
鑑
賞
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、法
要
か
ら
の
ご
参
列
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、法
要
と
能
楽
と
も
に
一
般
の
方
も
参
列
、観
賞
が
で
き
ま
す
。入
場
無
料
で
す
の
で
、

御
家
族
・
お
友
達
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
お
越
し
下
さ
い
。昨
年
度
よ
り
、法
要
前
に
写
経
を

行
う
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。詳
し
く
は
8
面
を
ご
覧
下
さ
い
。

六
月
八
日（
土
）

写
経
―
午
後
二
時
〜
　
二
階
客
殿
　
※
事
前
に
お
申
込
み
が
必
要
で
す
。

法
要
―
午
後
三
時
〜
　
本
堂
　
※
法
要
終
了
後
、休
憩
が
ご
ざ
い
ま
す
。

能
楽
奉
納
―
午
後
四
時
〜
　
祖
師
堂
　
演
目
　
半
能
「
敦
盛
」（
予
定
）

施餓鬼会は六道のひとつ、餓鬼道に落ちた人へ施しを与える法要です。
特徴は特定の先祖に限らないまさに布施行で、供え物を増やす特別な
お経を称えます。いつ行うかの決まりはありませんが、お盆の時期に行うこ
とが多いようです。

開山忌とは、そのお寺を開いた僧侶への報恩謝徳を表
す法要です。ちなみに開山は僧侶、開基はお寺を建て
る援助をしたお施主さんをいいます。また、実際にお寺を
建てた僧侶が自分の師僧などを開山上人にすることも
多く、梅窓院の実際の開山は南龍上人ですが、観智
国師を贈り開山としています。

お
施
餓
鬼

開
山
忌
法
要

な
ん
り
ゅ
う

今
年
か
ら
施
餓
鬼
会
が
変
わ
り
ま
す
。

午
前
中
の
行
事
が
な
く
な
り
、

午
後
の
御
説
教
と
法
要
に
な
り
ま
す
。

・
法
要
終
了
後
に
お
塔
婆
を
お
渡
し
致
し
ま
す
。

・
場
所
は
変
更
と
な
る
可
能
性
も
ご
ざ
い
ま
す
。

か
い
さ
ん

き

開
山
忌
に
よ
せ
て
〜
二
人
の
開
山
上
人

　
　
梅
窓
院
開
山
を
巡
る
謎
〜
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◆施餓鬼塔婆お申込み方法
 御塔婆

御回向料 ……… 1本／1万円
・同封のハガキにご記入の上４月

30日（火）必着でお申込み下さい。
・当日の法要に参加される方は、出

席人数も合わせてご記入下さい。
・御回向料は、同封の振込用紙で

郵便局にてお支払い頂くか、受付
までお持ち下さい。（銀行・コンビニ
でのお支払いはできません。）

精勤20回表彰者。
左から中島住職、中山多木夫様。

第76回
念仏と法話の会　2月28日（木） 二

月
の
行
事
報
告

回向のお申込み方法とお知らせ
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寺

開催日 4月15日（月） 10時～15時時　間

参拝先 池上本門寺（日蓮宗大本山）
参加費 2,000円（昼食費含む）
持ち物 輪袈裟、数珠 ※貸し出しもご用意しています。

梅窓院通信 No.100 8

行事予定

施餓鬼会法要
5月18日（土）
※詳細は中面をご覧下さい。

開山忌法要・能楽奉納
6月8日（土）
※詳細は中面をご覧下さい。

第77回 念仏と法話の会
6月18日（火）
法話：幸せを呼ぶ心とは？
講師：静林寺住職 入江 康隆上人
※詳細はチラシをご覧下さい。

いり え こうりゅう

はなまつり
4月5日（金）～8日（月）
寺院棟2階　本堂
寺院棟2階本堂エントランスに花御堂を、
休憩所には甘茶をご用意しております。

〒107-0062 東京都港区南青山2-26-38
TEL 03-3404-8588/FAX 03-3404-8436
E-mail/bunkamura@baisouin.or.jp

「ボツイチってご存知？」「何ですか？」「離別の時はバツイチって言うでしょう？死別の時
はボツイチなんですって。」「没一ですか。全然知りませんでした。」とお答えしていたら「じゃ
あ私もボツイチですよ。」とお隣に座っていた奥様が仰って没一のお二人（多分初対面）は
お互いの没になった理由をお話しされていました。梅窓院の休憩所で交わさせていただい
た話でしたが、奥が深かったです。教えていただくことがまだまだたくさんありそうです。

さて皆様にお願いがございます。その休憩所の中にペットを連れて入られる方がたまに
おられます。大事なご家族のペットちゃんですが休憩所の中に入れることはご遠慮いただい
ております。もしそういう方を見かけられたら受付までお声がけ下さい。 （墓苑部：森）

ジャパンエキスパートシステム 墓苑事業部からのお知らせ
梅窓院のお墓とペット供養の窓口

今年も梅窓院に家族全員で来ることが出来ました。
新年の決意を一人ひとりご先祖様にご挨拶致しました。
法要の際に叩いていた太鼓の音は迫力があり、邪気を
祓うように感じました。お雑煮・お節もとても美味しくい
ただきました。特に、孫たちは栗きんとんが大好物です。
来年は米国より帰国する長男一家も加えて、にぎやか
にお参りに伺いたいと思っています。

『明るい年を
迎えられました。』 

お檀家さんに伺いました
／
／
／
／
／

／
／
／
／
／

発 行
発 行 日
発 行 人
編 集
住 所

電 話
Ｆ  Ａ  Ｘ
ホームページ
E - M a i l
題 字

梅窓院
2019年4月1日
中島 真成
青山文化村
〒107-0062
東京都港区南青山2-26-38
03-3404-8447
03-3404-8107
https://www.baisouin.or.jp/
jodo@baisouin.or.jp
中村康隆元浄土門主
総本山知恩院第八十六世門跡

増上寺御忌大会
4月2日（火）～7日（日）
大本山増上寺で、4月2日～7日までの
6日間浄土宗の宗祖法然上人の御徳
をたたえ、その御徳に感謝する特別な
法要が行われます。4月3日、4日には詠
唱大会が開かれ、北海道から静岡まで
の詠唱会が大殿（本堂）で奉納しま
す。4日に梅窓院の詠唱会も奉納しま
すので、皆様お運び下さい。

昨年の増上寺大殿での詠唱奉納の様子。

（平成31年修正会にて）

梅窓院 青山文化村お寺おさんぽ会・写経
についての

お問合せ・お申込み

仏教では、経を読めば功徳を
積むことができ、経を書き写す
ことでさらに功徳があると言わ
れています。そのため、写経は
古くから徳を積むための行為と
して行われてきました。 昨年の写経の様子の

写経
ご
案
内

開催日：2019年6月8日（土）
時　間：14時～14時半（受付開始13時半）
会　場：2階 客殿（変更の可能性もございます。）
写　経：善導大師『発願文』
奉納料：1,000円（事前申込制・先着38名）
参加ご希望の方は、下記問合わせ先へお電話・FAX・Eメールにて5月25日（土）
までにお申込み下さい。

※奉納料は当日、会場受付
にてお納め下さい。

※筆ペンや写経用紙も用
意しております。

ほつぜん どう だい し がんもん

B A I S O U I N  N E W S    A O Y A M A 施餓鬼号

2019/04/01
No.100

創刊100号の感謝を込めて
事前申込制
定員20名

池上本門寺

貫
首
に
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い
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け
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予
定
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す
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