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住
職
挨
拶

　梅
窓
院
第
二
十
五
世

中
島
真
成

今
年
も
半
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、皆
様
お
変
わ
り
な

く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、今
年
の
盂
蘭
盆
会
で
す
が
、従
来
と
は
違
う
形
に
致
し
ま

す
。詳
細
は
本
号
の
三
頁
を
ご
覧
下
さ
い
。新
た
に
別
時
法
要
と
お
斎

（
食
事
）を
加
え
ま
す
の
で
、多
く
の
皆
様
の
ご
参
拝
を
お
待
ち
し
て

昨年の大本山増上寺の御忌法要で随喜する中島住職。大門から大殿までお練り行列が行われる。

ら

う

ずいき

ぼ
ん

え

と
き
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お檀家さんに伺いました

梅窓院にお墓を求める方で寿陵墓（生前に建てるお墓）もとても多いのですが、１０
年以上前に墓所を求めた方が先日、久しぶりにお墓を見に来られました。当時、私も
墓前での記念撮影をご一緒したようで懐かしい写真を見せていただきました。梅窓
院に来る前に白内障の手術をされたそうで視界がとてもきれいに見えるようになっ
たと言いながら「森さん老けたなあ。」大きなお世話です・・と大笑いしました。同じよ
うな方がいらっしゃいましたら手術前にお越し下さいね。

さて、皆さまにお願いです。墓所の雑草が気になる季節になりました。お参りに来
てお墓の汚れ、雑草に驚かれた方から至急掃除して！などと日時指定でのご依頼が
ございます。命日などの代参については日時指定のご依頼をお受けしておりますが
掃除、草むしりについての指定はお控えいただいております。何卒ご了承下さい。

（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

「魅力的な行事だと思います。」
平山 啓行様
本日は動物慰霊法要から春彼岸法要まで参加しました。
父が亡くなってから始めて迎える彼岸でしたので今年は特別な気持ちで参拝致しました。
また、梅窓院の春彼岸は法要以外に呈茶や寄席など、たくさんの催しが開催されており魅力
的な行事だと思いました。お抹茶は苦味がなく、飲みやすくて美味しかったです。

「盛大な法要でした。」
江本 正様
彼岸は二回目の参加になります。
法要ではお焼香もさせていただき身を清めてお参りすることが
できました。
また、法要を勤めているご僧侶の人数が多いので読経に迫力
があり、感銘を受けました。
梅窓院は清潔で都会の真ん中とは思えないほど心が落ち着く
素敵な場所だと思いました。

平成31年春彼岸法要にて

江本様ご夫妻。

氏名／出身地／趣味／ひとこと／部署

新たに6名が梅窓院に入山致しました。

梅窓院だより 新入山職員紹介

菅澤　由惠(すがさわ よしえ)

東京／旅行・音楽鑑賞／笑顔と
信頼を大切に、一日も早くお役
に立てるよう、日々努力してま
いります。／受付部

石指　麻衣（いしざし まい）

千葉／動画鑑賞／未熟者です
が精一杯頑張りますので、どう
ぞよろしくお願い致します。／
広報部

齋藤　玲菜(さいとう れな)

東京／散歩／慣れないことば
かりですが、精一杯努めますの
でどうぞよろしくお願い致しま
す。／墓苑部

松﨑　仁美(まつざき ひとみ)

埼玉／映画鑑賞／不慣れなこ
ともありますが温かく見守って
いただけると嬉しいです。よろし
くお願い致します。／檀信徒部

五月女　樹里（さおとめ じゅり）

東京／和太鼓／少しでも早く
皆様のお役に立てるよう精一杯
努力致します。よろしくお願い
致します。／ＯＡ部

山中　美緒（やまなか みお）

東京／旅行・読書／一日でも早
く皆様のお役に立てるよう努め
て参ります。よろしくお願い申し
上げます。／ＯＡ部

行事予定

お盆
7月13日（土）

半斎別時会
午前11時～　祖師堂
お斎（お食事をいただきます）
午前11時30分～　観音堂
盂蘭盆会法要
午後12時20分～　祖師堂
※詳細は3面をご覧下さい。

はん

う ら ぼん え

とき

さい べつ じ え

開山忌法要・能楽奉納
6月8日（土）

写経　午後2時～　客殿
法要　午後3時～　本堂
能楽　午後4時～　祖師堂

（演目：半能「敦盛」予定、出演者：橋本忠樹 他）

昨年の開山忌法要・能楽奉納の様子。

いり

あつもり

こう りゅうえ

第77回 念仏と法話の会
6月18日（火）

11時30分～（受付11時より開始）
法話：幸せを呼ぶ心とは？
講師：静林寺住職　入江康隆上人
※詳細は梅窓院ホームページをご覧下さい。

昨年の念仏と法話の会の様子。

じゅりょう ぼ

お
り
ま
す
。

今
年
は
桜
を
長
い
期
間
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。あ
ち
ら
こ

ち
ら
で
桜
花
を
愛
で
ら
れ
た
方
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

私
は
四
月
十
三
日
に
開
か
れ
た
内
閣
主
催
の「
桜
を
見
る
会
」に
参

列
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。朝
八
時
頃
か
ら
新
宿
御
苑
で
開
か
れ
、

安
倍
首
相
が
挨
拶
さ
れ
る
催
し
で
、報
道
に
よ
る
と
一
万
八
千
人
が

参
列
、芸
能
人
を
含
む
著
名
人
も
多
数
お
見
掛
け
し
ま
し
た
。梅
窓

院
の
檀
家
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
ン
の
シ
ェ
フ

さ
ん
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

こ
の
会
、六
十
回
を
超
え
る
中
で
、安
倍
首
相
と
し
て
は
八
回
目
と

な
る
そ
う
で
す
。一
般
の
方
が
入
場
さ
れ
る
十
時
半
ま
で
の
短
い
行
事

で
す
が
、貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。た
だ
、ど
う
い
っ

た
理
由
で
私
に
招
待
状
が
届
い
た
の
か
は
、今
だ
に
不
明
の
ま
ま
で
す
。

少
し
早
い
お
知
ら
せ
で
す
が
、M
・フ
ァ
ン・デ
ン・フ
ッ
ク
さ
ん
の

体
調
が
ま
だ
思
わ
し
く
な
く
、今
秋
の
定
例
コ
ン
サ
ー
ト
も
お
休
み

と
な
り
ま
す
。そ
の
代
わ
り
と
言
っ
て
は
失
礼
で
す
が
、当
院
で
フ

ル
ー
ト
教
室
を
開
か
れ
て
い
て
、普
段
は
神
奈
川
県
の
厚
木
を
ホ
ー
ム

グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
浅
野
奈
津
美
先
生

と
、そ
の
お
仲
間
に
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。ソ
プ
ラ

ノ
、フ
ル
ー
ト
、ピ
ア
ノ
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。

詳
細
は
八
月
末
発
行
の『
青
山
』秋
彼
岸
号
で
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、六
人
の
新
し
い
職
員
が
入
り
ま
し
た
。

最
終
面
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

、



お
盆
　
七
月
十
三
日（
土
）

と
き

は
ん
さ
い
べ
つ

じ

え

お

た
な
ぎ
ょ
う

御
棚
経

  

七
月
十
三
日
〜
十
五
日

棚経については同封の別紙「お盆について」をご覧下さい。また、
不明な点がありましたら梅窓院法務部へお問い合わせ下さい。

◆盂蘭盆会 塔婆・回向お申込み方法

 塔婆回向 1 本　 …………… 10,000円

 御回向料 1 霊　 ……………　5,000円

お申込み方法
同封はがきにご記入の上、7月1日（月）必着でお申込み下さい。
はがきの書き方は同封の「書き方例」をご参照下さい。
お支払い方法
同封の振込用紙で郵便局にてお支払い頂くか、当院受付まで
お持ち下さい。銀行・コンビニでのお支払いはできません。
ご不明な点は梅窓院受付までお問い合わせ下さい。

盂蘭盆会 塔婆・回向のお申込み方法とお知らせ
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お
盆
に
寄
せ
て

合
掌（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）

半
斎
別
時
会

  

午
前
十
一時
〜
　
　
　
　
祖
師
堂

お
斎（
お
食
事
を
い
た
だ
き
ま
す
）

  

午
前
十
一時
半
〜
　
　
　
観
音
堂 

盂
蘭
盆
会
法
要

  

午
後
十
二
時
二
十
分
〜
　
祖
師
堂

― 

一
蓮
托
生
　
パ
ー
ト
Ⅱ 

―

当
院
の
蓮
池
の
蓮
も
見
ご
ろ
を
迎
え
、夏
の
日
差
し
が
険
し

さ
を
ま
し
て
お
り
ま
す
が
、皆
様
は
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ

う
か
。

さ
て
、施
餓
鬼
号
で
は
一
蓮
托
生
に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
た
。

蓮
池
に
咲
く
蓮
華
を
見
る
と
き
に
は
、ぜ
ひ
心
に
と
ど
め
て
、ご

縁
の
方
と
共
に
お
生
ま
れ
で
き
る
有
難
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。お
念
仏
の
仲
間
の
私
達
は
こ
の
世
で
別
れ
て

も
、同
じ
蓮
台
で
再
会
で
き
ま
す
。

一
方
で
、仏
教
に
み
ら
れ
る
輪
廻
の
思
想
で
は
、一
度
こ
の
世

で
お
別
れ
し
て
し
ま
う
と
次
は
ど
う
生
ま
れ
変
わ
る
か
分
か
り

ま
せ
ん
。人
間
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
の
有
難
さ
を
法
然
上
人

は
盲
目
の
亀
が
大
海
を
漂
う
浮
き
木
の
穴
に
偶
々
、頭
が
収

ま
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
稀
な
こ
と
と
譬
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。ま
し
て
、人
間
と
し
て
も
う
一
度
再
会
を
果
た
す
こ
と
は
よ

り
一
層
稀
な
こ
と
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、お
浄
土
の
一
つ
の
蓮
台
に
と
も
に
生
ま
れ
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
と
て
も
有
難
い
こ
と
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、家
族
や
友
人
と
遊
園
地
な
ど
へ
出
か
け
て
い
っ

た
と
き
、迷
子
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、予
め
待
ち
合
わ
せ
場
所
を

決
め
て
お
く
と
安
心
か
と
思
い
ま
す
。お
浄
土
で
の
再
会
も
そ

れ
に
似
て
い
ま
す
。

み
ひ
か
り
の
注
ぐ
蓮
華
で
待
ち
合
わ
せ
　

本
来
、次
に
生
ま
れ
る
世
界
に
定
め
の
な
い
迷
子
さ
な
が
ら

の
私
達
で
も
、お
念
仏
に
よ
っ
て
、必
ず
生
前
に
ご
縁
の
深
か
っ

た
方
と
お
浄
土
の
蓮
台
で
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

さ
て
、今
年
も
お
盆
が
近
づ
い
て
参
り
ま
し
た
。先
に
お
浄
土

へ
召
さ
れ
た
方
々
が
こ
の
世
へ
と
お
戻
り
に
な
る
と
い
う
行
事

で
ご
ざ
い
ま
す
。梅
窓
院
で
は
七
月
十
三
日
の
盂
蘭
盆
会
大
法

要
終
了
後
よ
り
、十
五
日
ま
で
の
間
、お
棚
経
が
ご
ざ
い
ま
す
。

お
棚
経
で
は
、お
葬
式
を
出
し
て
の
ち
、四
十
九
日
を
過
ぎ
て
初

め
て
お
盆
を
迎
え
る
新
盆
の
お
宅
を
中
心
に
、僧
侶
が
ご
自
宅

に
伺
っ
て
お
経
を
あ
げ
ご
供
養
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。お
勤
め
の
際
は
お
浄
土
で
の
再
会
を
願
う
気
持
ち
で
手
を

合
わ
せ
、ご
一
緒
に
お
念
仏
し
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

今
年
か
ら
盂
蘭
盆
会
法
要
の
前
に
別
時
会
、

そ
し
て
お
斎（
昼
食
）を
一
緒
に
い
た
だ
き
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
参
拝
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

お盆とは
7～8月に行なわれる日本独自の祖先

の霊を祀る行事。この世に戻ってこられ
るご先祖をご供養する行事で、迎え火や
送り火、精霊流しなど地域によって色々
な迎え方、ご供養、送り方があります。先
祖が戻られる精霊棚を作り、ご先祖様の
乗り物に見立てたキュウリやナスを飾
るのが一般的なようです。

梅窓院通信 No.101 2

法
話 

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
46
）

行
事
報
告

三
月・四
月
の

平
成
三
十
一
年
春
彼
岸
法
要

3
月
21
日（
木
・
祝
）

尼僧によって動物慰霊法要が
執り行われました。

今年も20・21日と郡上八幡
物産展を開催致しました。

詠唱大会

寄席

法要

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

お
盆
の
先
祖
供
養

の
ち
への
感
謝
―
―
、い
の
ち
尊
し
、

い
の
ち
う
る
わ
し
、
あ
り
が
た
し
。

今
、
こ
う
し
て
日
々
の
生
活
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
、
拙
い
な
が
ら
も
一歩
一歩
の
歩
み
を

時
々
刻
々
、
毎
日
毎
時
生
き
生
か
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
、
本
当
に
あ
り
が
た
く
、
心
か
ら

感
謝
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
私

自
身
、
自
分
一人
で
生
き
て
い
る
と
は
決
し

て
思
え
な
い
。
家
族
親
族
、
知
人
友
人
、

多
く
の
人
々
と
め
ぐ
り
合
い
、
か
か
わ
り
合

わ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
今
を
生
き
て
い
る
、

生
か
さ
れ
合
わ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

　そ
し
て
こ
の
生
き
て
い
る
私
こ
そ
、
父
母
、

祖
父
母
か
ら
い
た
だ
い
た
尊
い
い
の
ち
で
あ

り
、
は
る
か
か
ぎ
り
な
い
遠
い
祖
先
か
ら
受

け
継
が
れ
て
き
た
う
る
わ
し
いい
の
ち
な
の
で

あ
る
。
い
の
ち
無
量
、
い
の
ち
無
数
、
い
の
ち

無
辺
、
尊
び
尽
く
し
て
も
、
敬
い
尽
く
し
て

も
、
ま
こ
と
に
尽
き
る
こ
と
の
な
い
、
は
か

り
し
れ
な
い
悠
久
永
遠
の
も
の
で
あ
る
。

　さ
て
、
今
年
も
ま
た
お
盆
を
迎
え
る
。

私
は
今
、
自
分
の
い
の
ち
を
い
た
だ
き
、
育

て
育
ん
で
く
れ
た
今
は
亡
き
父
母
への
供
養

の
心
を
深
く
す
る
。い
や
祖
父
母
を
は
じ
め
、

多
く
の
先
亡
の
精
霊
に
慎
ん
で
供
養
の
心
を

捧
げ
た
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
供
養
の
心

を
重
ね
合
わ
せ
、
今
は
亡
き
う
る
わ
し
き

精
霊
を
思
い
な
つ
か
し
み
、
我
が
い
の
ち
あ

る
こ
と
に
心
か
ら
の
感
謝
を
す
る
お
盆
を
こ

う
し
て
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
強

く
しっか
り
と
受
け
と
め
る
の
で
あ
る
。

　以
下
、
お
盆
供
養
の
秀
句
を
鑑
賞
し
た

い
。

と
し
よ
り
の
ひ
と
り
せ
は
し
き
お
盆
か
な

新
盆
や
悲
し
い
け
れ
ど
も
い
そ
〳
〵
と

　昭
和
初
期
、い
わ
ゆ
る
「
職
人
境
涯
俳
句
」

を
も
って
知
ら
れ
た
森
川
暁
水
の
句
の
中
七

の
「
ひ
と
り
せ
は
し
き
」、
そ
し
て
淡
々
と
し

た
秀
句
に
味
わ
い
の
あ
る
田
口
秋
思
堂
の
下

五
の
「
い
そ
〳
〵
と
」
―
―
、
い
ず
れ
も
お

盆
供
養
の
心
持
ち
の
微
妙
な
動
き
を
、
そ

こ
は
か
と
な
く
巧
み
に
伝
え
て
い
る
。

か
の
世
よ
り
父
来
る
盆
の
帽
子
掛

母
の
座
は
常
の
ご
と
く
に
盆
果
つ
る

　鈴
木
鷹
夫
の
亡
き
父
への
句
、
橋
爪
四
季

の
亡
き
母
へ
の
句
、
共
に
今
は
亡
き
父
母
へ

心
を
寄
せ
る
句
を
静
か
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
感

慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

魂
棚
や
並
び
て
小
さ
く
在
す
な
る

魂
棚
の
奥
を
起
つ
た
び
の
ぞ
き
け
り

　蕉
門
十
哲
の一人
、
向
井
去
来
の
有
名
な

句
に
「
玉
棚
の
奥
な
つ
か
し
や
親
の
顔
」
と

あ
る
。
こ
の
句
を
念
頭
に
置
く
必
要
も
な
い

が
、
高
浜
虚
子
門
の
渡
辺
水
巴
の
句
に
は

今
は
亡
き
両
親
が
二
人
そ
ろって
相
並
ん
だ

な
つ
か
し
い
姿
が
偲
ば
れ
る
。

　ま
た
石
川
桂
郎
門
の
神
蔵
器
の
句
に
も
、

亡
き
人
へ
寄
せ
る
そ
こ
は
か
と
な
い
思
い
が
込

め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
す
で
に
亡
く
な
ら

れ
た
両
親
への
小
さ
な
ゆ
か
し
い
配
慮
を
読

み
取
り
た
い
。

杖
つい
て
父
の
先
立
つ
墓
参
か
な

風
と
来
て
か
ろ
き
母
な
り
墓
洗
う

　最
後
は
、
橋
本
花
風
と
山
上
樹
実
雄
の

お
盆
の
墓
参
り
の
句
で
あ
る
。
や
は
り
今
は

亡
き
父
母
への
思
い
が
は
る
か
に
込
め
ら
れ
て

い
る
。　と

こ
ろ
で
近
頃
は
、
従
来
の
あ
り
方
と
は

様
変
わ
り
し
た
お
墓
の
形
態
も
行
な
わ
れ

て
、
た
と
え
ば
家
族
墓
と
樹
木
葬
な
ど
も

そ
う
し
た
営
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
家
族

墓
に
は
、
い
の
ち
に
寄
り
添
う
小
人
数
の
小

さ
な
家
族
の
絆
、
心
差
し
が
通
い
合
う
。
ま

た
樹
木
葬
は
、
今
は
亡
き
い
の
ち
を
樹
木
草

木
の
持
つ
強
い
生
命
力
に
変
え
て
、
と
こ
し

え
の
み
い
の
ち
を
は
る
か
に
思
い
祈
る
心
根

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　過
ぎ
去
っ
た
遠
い
過
去
へ
思
い
を
寄
せ
て
、

心
を
い
た
す
先
祖
供
養
の
営
み
は
ま
た
、
こ

の
尊
い
、
う
る
わ
し
いい
の
ち
を
や
が
て
来
た

る
べ
き
未
来
永
劫
へ
向
け
て
、
は
て
し
な
く

悠
久
永
遠
な
る
も
の
が
託
し
願
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

い

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

（
暁
水
）

（
秋
思
堂
）

は
な
ま
つ
り

4
月
5
日（
金
）

　
〜
8
日（
月
）

増
上
寺

詠
唱
奉
納
大
会

4
月
4
日（
木
）

花まつりで飾られる花御堂

呈茶

（
樹
実
雄
）

（
鷹
夫
）

（
四
季
）

（
水
巴
）

（
器
）

（
花
風
）

そ
だ

い
ま

い
ち

れ
ん

た
く
し
ょ
う

か
み
く
ら
う
つ
わ

は
ぐ
く

み
た
ま



お
盆
　
七
月
十
三
日（
土
）

と
き

は
ん
さ
い
べ
つ

じ

え

お

た
な
ぎ
ょ
う

御
棚
経

  

七
月
十
三
日
〜
十
五
日

棚経については同封の別紙「お盆について」をご覧下さい。また、
不明な点がありましたら梅窓院法務部へお問い合わせ下さい。

◆盂蘭盆会 塔婆・回向お申込み方法

 塔婆回向 1 本　 …………… 10,000円

 御回向料 1 霊　 ……………　5,000円

お申込み方法
同封はがきにご記入の上、7月1日（月）必着でお申込み下さい。
はがきの書き方は同封の「書き方例」をご参照下さい。
お支払い方法
同封の振込用紙で郵便局にてお支払い頂くか、当院受付まで
お持ち下さい。銀行・コンビニでのお支払いはできません。
ご不明な点は梅窓院受付までお問い合わせ下さい。

盂蘭盆会 塔婆・回向のお申込み方法とお知らせ

梅窓院通信 No.1013

お
盆
に
寄
せ
て

合
掌（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）

半
斎
別
時
会

  

午
前
十
一時
〜
　
　
　
　
祖
師
堂

お
斎（
お
食
事
を
い
た
だ
き
ま
す
）

  

午
前
十
一時
半
〜
　
　
　
観
音
堂 

盂
蘭
盆
会
法
要

  

午
後
十
二
時
二
十
分
〜
　
祖
師
堂

― 

一
蓮
托
生
　
パ
ー
ト
Ⅱ 

―

当
院
の
蓮
池
の
蓮
も
見
ご
ろ
を
迎
え
、夏
の
日
差
し
が
険
し

さ
を
ま
し
て
お
り
ま
す
が
、皆
様
は
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ

う
か
。

さ
て
、施
餓
鬼
号
で
は
一
蓮
托
生
に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
た
。

蓮
池
に
咲
く
蓮
華
を
見
る
と
き
に
は
、ぜ
ひ
心
に
と
ど
め
て
、ご

縁
の
方
と
共
に
お
生
ま
れ
で
き
る
有
難
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。お
念
仏
の
仲
間
の
私
達
は
こ
の
世
で
別
れ
て

も
、同
じ
蓮
台
で
再
会
で
き
ま
す
。

一
方
で
、仏
教
に
み
ら
れ
る
輪
廻
の
思
想
で
は
、一
度
こ
の
世

で
お
別
れ
し
て
し
ま
う
と
次
は
ど
う
生
ま
れ
変
わ
る
か
分
か
り

ま
せ
ん
。人
間
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
の
有
難
さ
を
法
然
上
人

は
盲
目
の
亀
が
大
海
を
漂
う
浮
き
木
の
穴
に
偶
々
、頭
が
収

ま
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
稀
な
こ
と
と
譬
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。ま
し
て
、人
間
と
し
て
も
う
一
度
再
会
を
果
た
す
こ
と
は
よ

り
一
層
稀
な
こ
と
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、お
浄
土
の
一
つ
の
蓮
台
に
と
も
に
生
ま
れ
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
と
て
も
有
難
い
こ
と
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、家
族
や
友
人
と
遊
園
地
な
ど
へ
出
か
け
て
い
っ

た
と
き
、迷
子
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、予
め
待
ち
合
わ
せ
場
所
を

決
め
て
お
く
と
安
心
か
と
思
い
ま
す
。お
浄
土
で
の
再
会
も
そ

れ
に
似
て
い
ま
す
。

み
ひ
か
り
の
注
ぐ
蓮
華
で
待
ち
合
わ
せ
　

本
来
、次
に
生
ま
れ
る
世
界
に
定
め
の
な
い
迷
子
さ
な
が
ら

の
私
達
で
も
、お
念
仏
に
よ
っ
て
、必
ず
生
前
に
ご
縁
の
深
か
っ

た
方
と
お
浄
土
の
蓮
台
で
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

さ
て
、今
年
も
お
盆
が
近
づ
い
て
参
り
ま
し
た
。先
に
お
浄
土

へ
召
さ
れ
た
方
々
が
こ
の
世
へ
と
お
戻
り
に
な
る
と
い
う
行
事

で
ご
ざ
い
ま
す
。梅
窓
院
で
は
七
月
十
三
日
の
盂
蘭
盆
会
大
法

要
終
了
後
よ
り
、十
五
日
ま
で
の
間
、お
棚
経
が
ご
ざ
い
ま
す
。

お
棚
経
で
は
、お
葬
式
を
出
し
て
の
ち
、四
十
九
日
を
過
ぎ
て
初

め
て
お
盆
を
迎
え
る
新
盆
の
お
宅
を
中
心
に
、僧
侶
が
ご
自
宅

に
伺
っ
て
お
経
を
あ
げ
ご
供
養
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。お
勤
め
の
際
は
お
浄
土
で
の
再
会
を
願
う
気
持
ち
で
手
を

合
わ
せ
、ご
一
緒
に
お
念
仏
し
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

今
年
か
ら
盂
蘭
盆
会
法
要
の
前
に
別
時
会
、

そ
し
て
お
斎（
昼
食
）を
一
緒
に
い
た
だ
き
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
参
拝
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

お盆とは
7～8月に行なわれる日本独自の祖先

の霊を祀る行事。この世に戻ってこられ
るご先祖をご供養する行事で、迎え火や
送り火、精霊流しなど地域によって色々
な迎え方、ご供養、送り方があります。先
祖が戻られる精霊棚を作り、ご先祖様の
乗り物に見立てたキュウリやナスを飾
るのが一般的なようです。

梅窓院通信 No.101 2

法
話 

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
46
）

行
事
報
告

三
月・四
月
の

平
成
三
十
一
年
春
彼
岸
法
要

3
月
21
日（
木
・
祝
）

尼僧によって動物慰霊法要が
執り行われました。

今年も20・21日と郡上八幡
物産展を開催致しました。

詠唱大会

寄席

法要

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

お
盆
の
先
祖
供
養

の
ち
への
感
謝
―
―
、い
の
ち
尊
し
、

い
の
ち
う
る
わ
し
、
あ
り
が
た
し
。

今
、
こ
う
し
て
日
々
の
生
活
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
、
拙
い
な
が
ら
も
一歩
一歩
の
歩
み
を

時
々
刻
々
、
毎
日
毎
時
生
き
生
か
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
、
本
当
に
あ
り
が
た
く
、
心
か
ら

感
謝
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
私

自
身
、
自
分
一人
で
生
き
て
い
る
と
は
決
し

て
思
え
な
い
。
家
族
親
族
、
知
人
友
人
、

多
く
の
人
々
と
め
ぐ
り
合
い
、
か
か
わ
り
合

わ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
今
を
生
き
て
い
る
、

生
か
さ
れ
合
わ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で

あ
る
。

　そ
し
て
こ
の
生
き
て
い
る
私
こ
そ
、
父
母
、

祖
父
母
か
ら
い
た
だ
い
た
尊
い
い
の
ち
で
あ

り
、
は
る
か
か
ぎ
り
な
い
遠
い
祖
先
か
ら
受

け
継
が
れ
て
き
た
う
る
わ
し
いい
の
ち
な
の
で

あ
る
。
い
の
ち
無
量
、
い
の
ち
無
数
、
い
の
ち

無
辺
、
尊
び
尽
く
し
て
も
、
敬
い
尽
く
し
て

も
、
ま
こ
と
に
尽
き
る
こ
と
の
な
い
、
は
か

り
し
れ
な
い
悠
久
永
遠
の
も
の
で
あ
る
。

　さ
て
、
今
年
も
ま
た
お
盆
を
迎
え
る
。

私
は
今
、
自
分
の
い
の
ち
を
い
た
だ
き
、
育

て
育
ん
で
く
れ
た
今
は
亡
き
父
母
への
供
養

の
心
を
深
く
す
る
。い
や
祖
父
母
を
は
じ
め
、

多
く
の
先
亡
の
精
霊
に
慎
ん
で
供
養
の
心
を

捧
げ
た
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
供
養
の
心

を
重
ね
合
わ
せ
、
今
は
亡
き
う
る
わ
し
き

精
霊
を
思
い
な
つ
か
し
み
、
我
が
い
の
ち
あ

る
こ
と
に
心
か
ら
の
感
謝
を
す
る
お
盆
を
こ

う
し
て
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
強

く
しっか
り
と
受
け
と
め
る
の
で
あ
る
。

　以
下
、
お
盆
供
養
の
秀
句
を
鑑
賞
し
た

い
。

と
し
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の
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と
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せ
は
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か
な

新
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と
り
せ
は
し
き
」、
そ
し
て
淡
々
と
し

た
秀
句
に
味
わ
い
の
あ
る
田
口
秋
思
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―
、
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の
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持
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な
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を
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と
な
く
巧
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に
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え
て
い
る
。
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来
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の
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に
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つ
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去
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の
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高
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今
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に
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寄
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今
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過
去
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思
い
を
寄
せ
て
、
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先
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尊
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、
う
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わ
し
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の
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来
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向
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、
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呈茶

（
樹
実
雄
）

（
鷹
夫
）

（
四
季
）

（
水
巴
）

（
器
）

（
花
風
）

そ
だ

い
ま

い
ち

れ
ん

た
く
し
ょ
う

か
み
く
ら
う
つ
わ

は
ぐ
く

み
た
ま
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4
月
15
日
、大
田
区
池
上
に
あ
る
日
蓮
宗
の
池
上
本
門
寺

を
参
拝
し
ま
し
た
。池
上
本
門
寺
は
日
蓮
宗
を
開
か
れ
た
日

蓮
聖
人
が
入
滅
さ
れ
た
霊
跡
に
建
立
さ
れ
た
日
蓮
宗
を
代
表

す
る
寺
院
で
、多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
13
名
で
の
お
寺
お
さ
ん
ぽ
会
と
な
り
ま
し
た
。

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」を
称
え
る
宗

派
で
、太
鼓
な
ど
を
豪
快
に
打
ち
な

が
ら
大
き
な
声
で
称
え
る
お
題
目

は
、す
ご
い
迫
力
。今
回
の
お
寺
お
さ

ん
ぽ
会
は
そ
の
お
題
目
の
迫
力
に
触

れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

集
合
場
所
と
な
っ
た
池
上
駅
は
、

五
反
田
駅
と
蒲
田
駅
を
結
ぶ
東
急
池

上
線
の
蒲
田
寄
り
の
駅
で
、駅
前
の

五
叉
路
の
一
本
が
本
門
寺
へ
の
参
道

で
し
た
。参
道
商
店
街
の
出
口
付
近

で
向
か
い
合
わ
せ
に
並
ぶ
葛
餅
屋
さ

ん
を
抜
け
て
左
に
折
れ
る
と
、正
面

奥
に
総
門
と
立
派
な
石
段
が
見
え
ま
す
。石
段
は
加
藤
清
正

公
が
築
造
寄
進
し
た
96
段
の
階
段
で
、96
は
お
経
に
ち
な
む
数

と
の
こ
と
で
し
た
。

階
段
を
上
が
る
と
今
度
は
仁
王
門
が
目
の
前
に
。手
水
を

使
っ
て
日
蓮
聖
人
ご
尊
像（
祖
師
像
）を
祀
る
大
堂（
祖
師
堂
）

へ
向
か
い
ま
し
た
。

ス
タ
ッ
フ
を
入
れ
て
総
勢
20
名
が
内
陣
に
座
る
と
、太
鼓
が

左
右
で
鳴
り
響
く
中
、迫
力
あ
る
お
題
目
、そ
し
て
ご
開
帳
の

い
た
だ
き
ま
し
た
。今
し
が
た
通
っ
て

き
た
参
道
に
面
し
た
お
寺
の
ご
住
職

で
、増
上
寺（
浄
土
宗
）、本
門
寺（
日

蓮
宗
）、川
崎
大
師（
真
言
宗
）、総
持

寺（
曹
洞
宗
）を
巡
る
京
浜
四
大
本
山

巡
り
の
担
当
も
さ
れ
て
い
た
と
の
こ

と
で
し
た
。そ
し
て
、参
拝
し
て
い
た

大
堂
は
戦
争
で
焼
失
す
る
前
は
間
口

25
間
、奥
行
き
25
間
、高
さ
25
間
と
ほ

ぼ
立
方
形
の
と
て
も
大
き
な
お
堂
で
、江
戸
庶
民
は
こ
の
大
堂

に
対
し
て
、寛
永
寺
を
中
堂
、増
上
寺
を
小
堂
と
呼
ん
で
い
た

と
か
。

そ
し
て
、大
堂
左
手
脇
の
霊
宝
殿
へ
。こ
こ
か
ら
案
内
役
に

学
芸
員
の
資
格
を
持
つ
職
員
の
安
藤
昌
就
主
事
も
加
わ
ら
れ

ま
し
た
。入
口
脇
に
展
示
さ
れ
て
い
る
五
重
塔
の
伏
鉢（
最
上

部
の
装
飾
の
ひ
と
つ
）に
は
、塔
を
寄
進
し
た
徳
川
秀
忠
公
の

銘
と
と
も
に
青
山
忠
俊
公
の
名
前
が
彫
ら
れ
て
い
ま
し
た
。忠

俊
公
は
青
山
宗
家
初
代
の
忠
成
公
の
子
と
い
う
こ
と
で
、そ
の

末
裔
が
梅
窓
院
の
開
基
青
山
家
と
な
る
と
い
う
ご
縁
に
、一
同

か
ら
驚
き
の
歓
声
が
。さ
ら
に
殿
内
で
も
五
重
塔
の
木
組
み
で

詳
細
な
解
説
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
昼
は
境
内
に
あ
る
朗
峰
会
舘
の
今
半
さ
ん
で
昼
食
。有

名
な
人
形
町
の
人
気
の
す
き
焼
き
店

で
す
。

昼
食
後
は
松
濤
園
へ
。豊
富
な
地
下

水
を
利
用
し
た
都
内
屈
指
の
大
名
庭

園
で
周
遊
は
価
値
あ
る
も
の
で
し
た
。

そ
し
て
最
後
は
お
墓
と
五
重
塔
巡
り
。

最
初
は
、街
頭
テ
レ
ビ
時
代
に
大
活

躍
し
た
力
道
山
の
お
墓
へ
。そ
し
て
紀

州
徳
川
家
の
姫
の
お
墓
な
ど
を
お
参

り
し
て
五
重
塔
へ
。建
立
時
に
実
際
に

使
わ
れ
て
い
た
釘
を
見
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
の
説
明
で
は
、

当
時
の
建
築
技
術
の
高
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

最
後
に
奥
ま
っ
た
場
所
に
あ
る
紀
州
徳
川
家
の
姫
の
立
派

な
お
墓
を
お
参
り
し
て
境
内
ツ
ア
ー
は
終
了
し
ま
し
た
。本
門

寺
さ
ま
の
特
別
な
計
ら
い
も
あ
っ
て
参
加
者
の
皆
さ
ん
は
大
喜

び
。帰
り
は
本
門
寺
名
物
の
葛
餅
屋
さ
ん
に
寄
っ
て
解
散
と
な

り
ま
し
た
。

次
回
の
お
寺
お
さ
ん
ぽ
会
は
目
黒
不
動
尊
、護
国
寺
の
ど

ち
ら
か
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

お
さ
ん
ぽ
会

お
寺

第5回

池
上
本
門
寺

日
蓮
宗・大
本
山（

東
急
池
上
線
池
上
駅
）

▲ 霊宝殿内の五重塔の模
型。本物同様、中心の柱は
固定されていないそうです。

都内では最も古い五重塔。ちなみに
都内で現存する五重塔は旧寛永寺
と浅草寺を合わせ三基だけです。▼

霊
宝
殿
入
口
で
青
山
家
ゆ
か
り

の
五
重
塔
の
伏
鉢
の
説
明
を
受

け
ま
し
た
。

その大きさから大堂と呼ばれる祖師堂。
本門寺のシンボルともいえる伽藍。

▲ 霊宝殿（正面奥）では本門寺の檀家
である狩野派の特別展が開催中でした。

特別に入園させていただいた松濤園を背景に
写真を一枚。

境内にある朗峰会舘1階の
今半さん。奥には松濤園が
広がっている。

名店、今半さんのすき焼き弁当。

紀州徳川家は日蓮宗寺院を菩提寺としていること
から、本門寺にも紀州徳川家の姫のお墓が多い。

ご
参
加
い
た
だ
い
た
方
か
ら・・・・・・

●
個
人
参
拝
で
は
見
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も

お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
、御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

●
紀
州
家
と
の
つ
な
が
り
や
狩
野
派
の
こ
と
な
ど
知
ら

な
い
こ
と
を
興
味
深
く
説
明
し
て
く
だ
さ
り
、大
変
勉

強
に
な
り
ま
し
た
。

●
場
所
も
行
程
も
程
よ
く
、疲
れ
る
こ
と
が
な
く
楽
し
く

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

い
け

が
み

じ

ほ
ん

も
ん

な
む

ほ
う

ほ
う
で
ん

れ
い

ろ
う

し
ょ
う
と
う
え
ん

ほ
う

ば
ち

ふ
く

ま
さ
な
り

れ
ん
げ
き
ょ
う

み
ょ
う

ご

さ

ろ

が らん

お
経
が
称
え
ら
れ
ま
し
た
。読
経
後
に

貫
首
か
ら
の

法
話
を
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、北
海
道
の
礼
文
島

出
身
と
い
う

貫
首
は
、ご
縁
の
あ
る
浄
土
宗
僧
侶
や
念

仏
の
話
な
ど
も
ま
ぜ
て
の
わ
か
り
や
す
い
話
を
さ
れ
、や
や
緊

張
気
味
の
私
た
ち
を
和
ま
せ
て
下
さ
い
ま
し
た
。そ
し
て
記
念

写
真
も
ご一
緒
に
。

大
堂
を
出
る
と
今
回
の
窓
口
の

上
人
に
お
迎
え

か
ん
じ
ゅ

お優しい人柄の 貫首
は、曹洞宗や浄土宗など
他宗とのご縁も深い。

貫首にもご一緒いただいての大堂内陣での記念撮影。
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で
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す
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で
の
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と
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し
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法
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華
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」を
称
え
る
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派
で
、太
鼓
な
ど
を
豪
快
に
打
ち
な

が
ら
大
き
な
声
で
称
え
る
お
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目

は
、す
ご
い
迫
力
。今
回
の
お
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お
さ
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ぽ
会
は
そ
の
お
題
目
の
迫
力
に
触

れ
る
こ
と
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ら
始
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し
た
。
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合
場
所
と
な
っ
た
池
上
駅
は
、

五
反
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駅
と
蒲
田
駅
を
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上
線
の
蒲
田
寄
り
の
駅
で
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前
の

五
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路
の
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が
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の
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で
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の
出
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で
向
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せ
に
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餅
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を
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に
折
れ
る
と
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に
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と
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な
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が
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え
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す
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清
正
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が
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造
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た
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の
階
段
で
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は
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経
に
ち
な
む
数

と
の
こ
と
で
し
た
。

階
段
を
上
が
る
と
今
度
は
仁
王
門
が
目
の
前
に
。手
水
を

使
っ
て
日
蓮
聖
人
ご
尊
像（
祖
師
像
）を
祀
る
大
堂（
祖
師
堂
）

へ
向
か
い
ま
し
た
。

ス
タ
ッ
フ
を
入
れ
て
総
勢
20
名
が
内
陣
に
座
る
と
、太
鼓
が

左
右
で
鳴
り
響
く
中
、迫
力
あ
る
お
題
目
、そ
し
て
ご
開
帳
の

お
経
が
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え
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し
た
。読
経
後
に
菅
野
日
彰
貫
首
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の

法
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と
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縁
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や
念
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の
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な
ど
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の
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を
さ
れ
、や
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緊
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の
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ち
を
和
ま
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下
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出
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で
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浄
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日
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四
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り
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担
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た
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た

大
堂
は
戦
争
で
焼
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す
る
前
は
間
口

25
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25
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25
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ほ

ぼ
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と
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で
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を
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と
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ん
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。
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、大
堂
左
手
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の
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。こ
こ
か
ら
案
内
役
に

ま
し
た
。入
口
脇
に
展
示
さ
れ
て
い
る
五
重
塔
の
伏
鉢（
最
上

部
の
装
飾
の
ひ
と
つ
）に
は
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と
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ら
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。
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●
個
人
参
拝
で
は
見
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も

お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
、御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

●
紀
州
家
と
の
つ
な
が
り
や
狩
野
派
の
こ
と
な
ど
知
ら

な
い
こ
と
を
興
味
深
く
説
明
し
て
く
だ
さ
り
、大
変
勉

強
に
な
り
ま
し
た
。

●
場
所
も
行
程
も
程
よ
く
、疲
れ
る
こ
と
が
な
く
楽
し
く

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

い
け

が
み

じ

ほ
ん

も
ん

な
む

ほ
う

ほ
う
で
ん

れ
い

ろ
う

し
ょ
う
と
う
え
ん

ほ
う

ば
ち

ふ
く

れ
ん
げ
き
ょ
う

み
ょ
う

か
ん

か
ん

ほ
う
し
ょ
う

の
に
っ
し
ょ
う

じ
ゅ

ご

さ

ろ

が らん

学
芸
員
の
資
格
を
持
つ
職
員
の

主
事
も
加
わ
ら
れ



梅窓院通信 No.1017

至赤坂

梅雨が明けると本格的な夏の到
来。暑さに湿度が加わる日本の夏
は、体にいろいろな影響を与えま
す。発熱・多汗・脱水症状・夏バテ・疲
労・息切れ・動悸･･･これらは暑さか
らくる夏特有の体調不良は「暑邪」
が原因。暑邪は自然界から入ってく
る邪気の一つで、この邪気に体が
冒されるのは高温多湿の夏だけで
す。 

夏は、気温とともに体温も上昇
するので、体は発汗によって体温
を下げようとしますが、その汗に
は、水分だけでなく塩分も含まれ
ており、この水分と塩分が失われる
ことで脱水症が起こるといいます。

人体は通常でも毎日2.5リット
ルの水分が尿や汗などで排出さ
れ、その失われた水分を食べ物や
飲み物などで補給しています。特
に夏は汗による水分排出が多いの
で、熱中症予防のためにも水やお
茶をこまめに飲みましょう。塩分の
補給は梅干し一個くらいが目安で
す。

飲む点滴
これはユニセフが栄養失調の子供
達に飲ませている飲み物と同じで
す。
① 水１リットルに、ハチミツ（又は

砂糖）大さじ４、塩小さじ半分、
レモンの絞り汁大さじ２

② ①を空のペットボトルもしくは
水筒などに入れ、ハチミツ（砂
糖）、塩が完全に溶けるまでよ
く振り混ぜます。

食
養
研
究
家

武
鈴
子

手
造
り
点
滴
で熱

中
症
を
防
ぐ

次回は「夏の季語」でご自由にお詠み下さい。7月1日を締切り、
9月発送の『秋彼岸号』にて発表致します。
住所、氏名をお書き添えの上、ご応募下さい。尚、選者が添削し

掲載する場合がございますのでご了承下さいませ。
皆さまの投句をお待ちしております。

〒107-0062　港区南青山2-26-38
梅窓院｢青山俳壇｣投句募集係

青山俳壇の選者、大崎紀
夫先生による俳句の会で
す。ご興味のある方は、下記
の番号までご連絡下さい。
ウエップ編集室
電話03-5368-1870

青 山 散 歩 道

投句募集 ｢やぶれ傘｣会員募集
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海
外
詠
は
難
し
い
、と
か
な
り
長
い
間
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、近
年
は
外
国
へ
行

く
人
が
多
く
、そ
の
地
の
風
物
な
ど
を
句
に
詠
む
機
会
が
増
え
、そ
の
せ
い
か
海
外
詠
は

難
し
い
、と
い
う
人
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。ど
こ
に
い
こ
う
と
、そ
の
地
の
自
然
に
素
直

に
向
き
合
え
ば
、句
は
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。歴
史
や
固
有
名
詞
に
余
り
拘
わ

ら
な
い
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 選

者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

大
崎
紀
夫

豊
和

今
回
は
表
参
道
交
差
点
か
ら
徒
歩
五
分

の
所
に
あ
り
ま
す
、大
人
の
隠
れ
家
居
酒
屋

「
豊
和
」を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

表
参
道
の
路
地
裏
に
佇
む
古
民
家
を
改

装
し
た
お
店
は
ノ

ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
雰

囲
気
が
あ
り
、入
る

前
か
ら
ワ
ク
ワ
ク
さ

せ
て
く
れ
ま
す
。店

名
の「
豊
和
」は
大

将
の
伊
藤
豊
和
さ

ん
の
名
前
か
ら
と

り
、読
み
方
を「
ほ

う
わ
」に
し
た
と
の
こ
と
。ま
た
、伊
藤
さ
ん

は
元
プ
ロ
ボ
ク
サ
ー
と
い
う
異
色
の
経
歴
の

持
ち
主
で
、過
酷
な
減
量
中
で
少
し
し
か
食

べ
ら
れ
な
い
な
ら
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
た
い

と
思
い
、食
への
興
味
を
も
ち
始
め
た
の
が
飲

食
業
界
への
き
っか
け
だ
そ
う
で
す
。

お
店
の一押
し
は
百
羽
に一羽
し
か
と
れ
な

い
比
内
地
鶏
の
白
レ
バ
ー
と
熊
本
産
の
馬
刺

し
で
す
。毎
日
、秋
田
の
養
鶏
場
か
ら
直
送

さ
れ
る
比
内
地
鶏
は
お
肉
の
甘
み
と
食
べ
応

え
が
あ
る
の
が
特
徴
的
で
す
。

馬
刺
し
は
特
に
いい
霜
降
り
の
も
の
を
使

用
し
て
お
り
、口
に
入
れ
た
瞬
間
と
ろ
け
る

よ
う
な
脂
の
旨
味
が
広
が
り
ま
す
。

梅
窓
院
か
ら
距
離
は
あ
り
ま
す
が
、ゆ
っ

く
り
青
山
の
街
を
お
散
歩
し
な
が
ら
お
店

に
向
か
う
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ぜ
ひ
、表
参
道
の
隠
れ
家
で
至
福
の
時
間

を
お
過
ご
し
下
さ
い
。

営業時間／
ディナー（月～土）17:00～23：30

（L.O.22：30、ドリンクL.O.23：00）
（祝日）17:00～23：00
（L.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

定休日／日曜
席数／95席（6名～16名まで対応できる個室あり。）
住所／東京都港区北青山3-5-44
TEL／03-5772-9564

しょ じゃ

古
民
家
を
改
装
し
た
お
店
は

雰
囲
気
抜
群
で
す
。

豊和プラン（大皿）6000円
極上馬刺しと比内地鶏が
楽しめる贅沢なコースです。

ほ
う

と
よ
か
ず

わ

●

銀座線 千代田線 半蔵門線
表参道駅 
A2番出口

Apple 表参道
伊藤病院

善光寺

ゴールドジム 青
山
通
り

豊和★

代
表
取
締
役
社
長

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　今号は檀信徒さんにとって身近に感じられる仕出し
屋さん、皆さんが梅窓院で召し上がる美味しい食事を
届けていただいている味ごよみ一心さんを訪れ 社
長にお話しを伺いました。

◆いつも梅窓院でお世話になっておりますが、今日は
味ごよみ一心さん（以下 一心）の調理場でもある会
社に伺わせていただきました。調理現場も拝見させて
いただきたいと思っています。よろしくお願い致します。

こちらこそ、よろしくお願
い致します。
◆確か、一心さんは以前の屋号が藤なおさんでした
でしょうか。

　はい、「藤なお」から「一心」に変わりまして、私は
藤なおの頃は調理長、一心では社長を務めています。
◆そうですか、梅窓院とは藤なお時代からのお付き
合いですか。

　ええ、もう50年になるかと思います。おそらく昭和
40年代前半からですね。
また、最近では中島住職のアドバイスもあり、メニューの
パンフレットを一新し、チラシの表紙には梅窓院さんの
竹林の参道の写真を使わせていただいています。
◆長く、そして深いお付き合いをさせていただいてい
るのですね。
　今日は 社長の調理人としての姿を写真にと、
調理場でもある芝公園の本社に伺わせていただきま
したが、今も調理はされているのですか。

　ええ、もちろん本業は社長なので、会社全体を見
ますが、この仕事は急な仕事や一度に多くの仕事が入
ることもあり、そうした時は、白衣に手を通します。
◆なるほど、梅窓院もそうですが、重なるときは重なる
ものなのですね。

　はい、法事の会食は事前に把握できますが、お
葬儀は予約なしですから。
◆おっしゃる通りです。そのお葬儀ですが、最近はだ
いぶ変化しているようですが。

　そうですね、私共は慶弔ともにお手伝い致しま
すが、法事や葬儀は参列される方が減りましたね。素人
考えですが、高齢化もあり、身内の方中心の儀式に変
わってきているのではないかと思います。
◆話を戻しますが、仕事柄の急な仕事もある中での
苦労はありますか。

　ないと言えば嘘に聞こえるかもしれませんが、長
年の経験の蓄積、そして今は冷凍技術も進歩したので、
ほとんど問題なく仕事を受けられています。

◆それはすごい。
　ですが、人手を手配するのが一番大変ですね。

まずは作り手ですが、それに加えて運び手、そして仕出し
先での手伝いもありますから。加えて年中無休ですから。
◆なるほど。私たちが想像しているより大変な仕事な
のですね。
　ところで 社長は長年料理に携わられているの
ですか。

　はい、私は北海道の日高生まれですが、最初は
札幌の料理屋で、そして上京してからは、藤なおはもち
ろん、築地の田村にも籍を置きました。まあ、料理人の常
ですが、いくつもの職場を経験しています。珍しいのは
デンマークの日本大使館で働いたことでしょうかね。
◆デンマークの日本大使館というとコペンハーゲンで
すか。

　ええ、そうです。３年ほど居ました。また、今は授
業を減らしていますが、調理師学校でも教えています。
◆多岐にわたってご活躍されているのですね。
　いえいえ、色 な々ご縁がつながってきただけです。

◆そうした 社長が率いる一心さんの魅力はなん
でしょうか。

　一人ひとりが一つひとつ丁寧に仕事をすること
でしょうか。
また、一心に任せようと思ってもらうには美味しい料理で
あることが基本。そして美味しい料理は、やはり心を込
めて作ることから、ですからね。
◆なるほど。

　そして、仕出しでは料理と共に器も大切ですの
で、すべての弁当ではありませんが、春慶塗りの器でお
届けしています。
◆色々工夫されているのですね。
　はい、ありがとうございます。

これからもよろしくお願い致します。
◆一心さんの美味しいお料理、
これからも楽しみにしています。

中
島
住
職
と
並
ぶ

社
長
。

本
社
前
で
配
送
の
車
と
一
緒
に
。

社長は料理に携わり
続けている職人でもある。

株
式
会
社

　味
ご
よ
み
一
心

調理場で料理を詰める 社長。
忙しい時はこうして現場にも立っているという。

しゅん けい
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　人体は通常でも毎日2.5リット
ルの水分が尿や汗などで排出さ
れ、その失われた水分を食べ物や
飲み物などで補給しています。特
に夏は汗による水分排出が多いの
で、熱中症予防のためにも水やお
茶をこまめに飲みましょう。塩分の
補給は梅干し一個くらいが目安で
す。

飲む点滴
 これはユニセフが栄養失調の子供
達に飲ませている飲み物と同じで
す。
① 水１リットルに、ハチミツ（又は

砂糖）大さじ４、塩小さじ半分、
レモンの絞り汁大さじ２

② ①を空のペットボトルもしくは
水筒などに入れ、ハチミツ（砂
糖）、塩が完全に溶けるまでよ
く振り混ぜます。
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さ

せ
て
く
れ
ま
す
。店

名
の「
豊
和
」は
大

将
の
伊
藤
豊
和
さ

ん
の
名
前
か
ら
と

り
、読
み
方
を「
ほ

う
わ
」に
し
た
と
の
こ
と
。ま
た
、伊
藤
さ
ん

は
元
プ
ロ
ボ
ク
サ
ー
と
い
う
異
色
の
経
歴
の

持
ち
主
で
、過
酷
な
減
量
中
で
少
し
し
か
食

べ
ら
れ
な
い
な
ら
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
た
い

と
思
い
、食
への
興
味
を
も
ち
始
め
た
の
が
飲

食
業
界
への
き
っか
け
だ
そ
う
で
す
。

　
お
店
の一押
し
は
百
羽
に一羽
し
か
と
れ
な

い
比
内
地
鶏
の
白
レ
バ
ー
と
熊
本
産
の
馬
刺

し
で
す
。毎
日
、秋
田
の
養
鶏
場
か
ら
直
送

さ
れ
る
比
内
地
鶏
は
お
肉
の
甘
み
と
食
べ
応

え
が
あ
る
の
が
特
徴
的
で
す
。

　
馬
刺
し
は
特
に
いい
霜
降
り
の
も
の
を
使

用
し
て
お
り
、口
に
入
れ
た
瞬
間
と
ろ
け
る

よ
う
な
脂
の
旨
味
が
広
が
り
ま
す
。

　
梅
窓
院
か
ら
距
離
は
あ
り
ま
す
が
、ゆ
っ

く
り
青
山
の
街
を
お
散
歩
し
な
が
ら
お
店

に
向
か
う
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
ぜ
ひ
、表
参
道
の
隠
れ
家
で
至
福
の
時
間

を
お
過
ご
し
下
さ
い
。

営業時間／
ディナー（月～土）17:00～23：30

（L.O.22：30、ドリンクL.O.23：00）
（祝日）17:00～23：00
（L.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

定休日／日曜
席数／95席（6名～16名まで対応できる個室あり。）
住所／東京都港区北青山3-5-44
TEL／03-5772-9564

しょ じゃ

古
民
家
を
改
装
し
た
お
店
は

雰
囲
気
抜
群
で
す
。

豊和プラン（大皿）6000円
極上馬刺しと比内地鶏が
楽しめる贅沢なコースです。

ほ
う

と
よ
か
ず

わ

●

銀座線 千代田線 半蔵門線
   表参道駅 
A2番出口

Apple 表参道
 伊藤病院

 善光寺

 ゴールドジム 青
山
通
り

豊和★

廣
中
久
見（
ひ
ろ
な
か
ひ
さ
み
）代
表
取
締
役
社
長

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

今号は檀信徒さんにとって身近に感じられる仕出し
屋さん、皆さんが梅窓院で召し上がる美味しい食事を
届けていただいている味ごよみ一心さんを訪れ、廣中社
長にお話しを伺いました。

◆いつも梅窓院でお世話になっておりますが、今日は
味ごよみ一心さん（以下 一心）の調理場でもある会
社に伺わせていただきました。調理現場も拝見させて
いただきたいと思っています。よろしくお願い致します。
廣中久見社長（以下 廣中） こちらこそ、よろしくお願
い致します。
◆確か、一心さんは以前の屋号が藤なおさんでした
でしょうか。
廣中 はい、「藤なお」から「一心」に変わりまして、私は
藤なおの頃は調理長、一心では社長を務めています。
◆そうですか、梅窓院とは藤なお時代からのお付き
合いですか。
廣中 ええ、もう50年になるかと思います。おそらく昭和
40年代前半からですね。
また、最近では中島住職のアドバイスもあり、メニューの
パンフレットを一新し、チラシの表紙には梅窓院さんの
竹林の参道の写真を使わせていただいています。
◆長く、そして深いお付き合いをさせていただいてい
るのですね。
　今日は廣中社長の調理人としての姿を写真にと、
調理場でもある芝公園の本社に伺わせていただきま
したが、今も調理はされているのですか。
廣中 ええ、もちろん本業は社長なので、会社全体を見
ますが、この仕事は急な仕事や一度に多くの仕事が入
ることもあり、そうした時は、白衣に手を通します。
◆なるほど、梅窓院もそうですが、重なるときは重なる
ものなのですね。
廣中　はい、法事の会食は事前に把握できますが、お
葬儀は予約なしですから。
◆おっしゃる通りです。そのお葬儀ですが、最近はだ
いぶ変化しているようですが。
廣中　そうですね、私共は慶弔ともにお手伝い致しま
すが、法事や葬儀は参列される方が減りましたね。素人
考えですが、高齢化もあり、身内の方中心の儀式に変
わってきているのではないかと思います。
◆話を戻しますが、仕事柄の急な仕事もある中での
苦労はありますか。
廣中 ないと言えば嘘に聞こえるかもしれませんが、長
年の経験の蓄積、そして今は冷凍技術も進歩したので、
ほとんど問題なく仕事を受けられています。

◆それはすごい。
廣中 ですが、人手を手配するのが一番大変ですね。
まずは作り手ですが、それに加えて運び手、そして仕出し
先での手伝いもありますから。加えて年中無休ですから。
◆なるほど。私たちが想像しているより大変な仕事な
のですね。

ところで廣中社長は長年料理に携わられているの
ですか。
廣中　はい、私は北海道の日高生まれですが、最初は
札幌の料理屋で、そして上京してからは、藤なおはもち
ろん、築地の田村にも籍を置きました。まあ、料理人の常
ですが、いくつもの職場を経験しています。珍しいのは
デンマークの日本大使館で働いたことでしょうかね。
◆デンマークの日本大使館というとコペンハーゲンで
すか。
廣中 ええ、そうです。３年ほど居ました。また、今は授
業を減らしていますが、調理師学校でも教えています。
◆多岐にわたってご活躍されているのですね。
廣中 いえいえ、色 な々ご縁がつながってきただけです。
◆そうした廣中社長が率いる一心さんの魅力はなん
でしょうか。
廣中 一人ひとりが一つひとつ丁寧に仕事をすること
でしょうか。
また、一心に任せようと思ってもらうには美味しい料理で
あることが基本。そして美味しい料理は、やはり心を込
めて作ることから、ですからね。
◆なるほど。
廣中 そして、仕出しでは料理と共に器も大切ですの
で、すべての弁当ではありませんが、春慶塗りの器でお
届けしています。
◆色々工夫されているのですね。
廣中 はい、ありがとうございます。
これからもよろしくお願い致します。
◆一心さんの美味しいお料理、
これからも楽しみにしています。

中
島
住
職
と
並
ぶ
廣
中
社
長
。

本
社
前
で
配
送
の
車
と
一
緒
に
。

廣中社長は料理に携わり
続けている職人でもある。

株
式
会
社

味
ご
よ
み
一
心

調理場で料理を詰める廣中社長。
忙しい時はこうして現場にも立っているという。

しゅん けい
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住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世

中
島
真
成

今
年
も
半
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、皆
様
お
変
わ
り
な

く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、今
年
の
盂
蘭
盆
会
で
す
が
、従
来
と
は
違
う
形
に
致
し
ま

す
。詳
細
は
本
号
の
三
頁
を
ご
覧
下
さ
い
。新
た
に
別
時
法
要
と
お
斎

（
食
事
）を
加
え
ま
す
の
で
、多
く
の
皆
様
の
ご
参
拝
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

今
年
は
桜
を
長
い
期
間
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。あ
ち
ら
こ

ち
ら
で
桜
花
を
愛
で
ら
れ
た
方
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

私
は
四
月
十
三
日
に
開
か
れ
た
内
閣
主
催
の「
桜
を
見
る
会
」に
参

列
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。朝
八
時
頃
か
ら
新
宿
御
苑
で
開
か
れ
、

安
倍
首
相
が
挨
拶
さ
れ
る
催
し
で
、報
道
に
よ
る
と
一
万
八
千
人
が

参
列
、芸
能
人
を
含
む
著
名
人
も
多
数
お
見
掛
け
し
ま
し
た
。梅
窓

院
の
檀
家
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
ン
の
シ
ェ
フ
、落
合
務
さ
ん
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

こ
の
会
、六
十
回
を
超
え
る
中
で
、安
倍
首
相
と
し
て
は
八
回
目
と

な
る
そ
う
で
す
。一
般
の
方
が
入
場
さ
れ
る
十
時
半
ま
で
の
短
い
行
事

で
す
が
、貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。た
だ
、ど
う
い
っ

た
理
由
で
私
に
招
待
状
が
届
い
た
の
か
は
、今
だ
に
不
明
の
ま
ま
で
す
。

少
し
早
い
お
知
ら
せ
で
す
が
、M
・フ
ァ
ン・デ
ン・フ
ッ
ク
さ
ん
の

体
調
が
ま
だ
思
わ
し
く
な
く
、今
秋
の
定
例
コ
ン
サ
ー
ト
も
お
休
み

と
な
り
ま
す
。そ
の
代
わ
り
と
言
っ
て
は
失
礼
で
す
が
、当
院
で
フ

ル
ー
ト
教
室
を
開
か
れ
て
い
て
、普
段
は
神
奈
川
県
の
厚
木
を
ホ
ー
ム

グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
浅
野
奈
津
美
先
生

と
、そ
の
お
仲
間
に
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。ソ
プ
ラ

ノ
、フ
ル
ー
ト
、ピ
ア
ノ
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。

詳
細
は
八
月
末
発
行
の『
青
山
』秋
彼
岸
号
で
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、六
人
の
新
し
い
職
員
が
入
り
ま
し
た
。

最
終
面
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

昨年の大本山増上寺の御忌法要で随喜する中島住職。大門から大殿までお練り行列が行われる。

ら

う

ずいき

ぼ
ん

え

と
き
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お檀家さんに伺いました

梅窓院にお墓を求める方で寿陵墓（生前に建てるお墓）もとても多いのですが、１０
年以上前に墓所を求めた方が先日、久しぶりにお墓を見に来られました。当時、私も
墓前での記念撮影をご一緒したようで懐かしい写真を見せていただきました。梅窓
院に来る前に白内障の手術をされたそうで視界がとてもきれいに見えるようになっ
たと言いながら「森さん老けたなあ。」大きなお世話です・・と大笑いしました。同じよ
うな方がいらっしゃいましたら手術前にお越し下さいね。

さて、皆さまにお願いです。墓所の雑草が気になる季節になりました。お参りに来
てお墓の汚れ、雑草に驚かれた方から至急掃除して！などと日時指定でのご依頼が
ございます。命日などの代参については日時指定のご依頼をお受けしておりますが
掃除、草むしりについての指定はお控えいただいております。何卒ご了承下さい。　

（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

「魅力的な行事だと思います。」

「盛大な法要でした。」

平成31年春彼岸法要にて

行事予定

お盆
7月13日（土）

半斎別時会
午前11時～　祖師堂
お斎（お食事をいただきます）
午前11時30分～　観音堂
盂蘭盆会法要
午後12時20分～　祖師堂
※詳細は3面をご覧下さい。

はん

う ら ぼん え

とき

さい べつ じ え

開山忌法要・能楽奉納
6月8日（土）

写経　午後2時～　客殿
法要　午後3時～　本堂
能楽　午後4時～　祖師堂

（演目：半能「敦盛」予定、出演者：橋本忠樹 他）

昨年の開山忌法要・能楽奉納の様子。

いり

あつもり

こう りゅうえ

第77回 念仏と法話の会
6月18日（火）

11時30分～（受付11時より開始）
法話：幸せを呼ぶ心とは？
講師：静林寺住職　入江康隆上人
※詳細は梅窓院ホームページをご覧下さい。

昨年の念仏と法話の会の様子。

じゅりょう ぼ

本日は動物慰霊法要から春彼岸法要まで参加しました。
父が亡くなってから始めて迎える彼岸でしたので今年は特別な気持ちで参拝致しました。
また、梅窓院の春彼岸は法要以外に呈茶や寄席など、たくさんの催しが開催されており魅力
的な行事だと思いました。お抹茶は苦味がなく、飲みやすくて美味しかったです。

彼岸は二回目の参加になります。
法要ではお焼香もさせていただき身を清めてお参りすることが
できました。
また、法要を勤めているご僧侶の人数が多いので読経に迫力
があり、感銘を受けました。
梅窓院は清潔で都会の真ん中とは思えないほど心が落ち着く
素敵な場所だと思いました。




