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◎開山忌法要・能楽奉納・写経　6月13日(土)
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住
職
挨
拶
　
　
　
　
　
　梅
窓
院
第
二
十
五
世  

中
島 

真
成

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
猛
威
が

世
界
を
襲
っ
て
い
ま
す
。皆
様
が
万
全

の
対
策
を
さ
れ
、こ
う
し
た
中
で
も
お

変
わ
り
な
く
お
元
気
で
い
ら
れ
る
こ

と
を
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
感
染
症
、社
会
の
あ
ら
ゆ
る
と

こ
ろ
に
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。同
時

に
私
た
ち
の
社
会
が
ど
れ
だ
け
色
々
な
と
こ
ろ
と
繋
が
っ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。そ
う
し
た
中
、私
た
ち

浄
土
宗
で
も
こ
の
感
染
防
止
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
先
祖
あ
っ
て
の
私
た
ち
、そ
の
ご
先
祖
へ
の
供
養
と
な
る
法
事
の
時
に
気

を
付
け
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
。ご
葬
儀
で
心
す
る
こ
と
な
ど
細
か
い
事

ま
で
記
さ
れ
た
書
類
が
全
国
の
浄
土
宗
七
千
カ
寺
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

特
に
不
幸
に
も
感
染
さ
れ
て
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
の
ご
葬
儀
を
す

る
時
は
気
を
遣
い
ま
す
。ご
家
族
に
と
っ
て
も
ご
遺
体
に
最
後
の
別
れ
を

告
げ
た
い
思
い
を
ど
う
す
る
か
は
難
し
い
問
題
で
す
。い
ろ
い
ろ
な
ケ
ー
ス

が
あ
る
の
で
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、惜
別
の
念
と
感
染
と
の
は
ざ
ま
で

ご
家
族
も
僧
侶
も
関
係
者
全
員
が
揺
り
動
か
さ
れ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。世

界
を
激
震
さ
せ
て
い
る
こ
の
感
染
症
も
い
つ
か
は
終
息
す
る
日
が
き
ま
す

が
、そ
の
日
を
ど
う
迎
え
、そ
の
後
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
。考
え
る
べ
き
こ

と
は
山
積
み
で
す
。

梅
窓
院
で
は
六
月
以
降
の
行
事
に
つ
い
て
は
、残
念
な
が
ら
中
止
せ
ざ

る
を
得
な
い
局
面
を
迎
え
ま
し
た
。開
山
忌
、盂
蘭
盆
会
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
大

切
な
行
事
で
す
が
、檀
信
徒
の
皆
様
の
感
染
リ
ス
ク
を
考
慮
の
末
、法
要
へ

の
参
列
を
ご
遠
慮
願
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。皆
様
の
健
康
維
持
の
た
め
、

ご
理
解
を
頂
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

協力：永楽堂

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
延
期
に
伴
う
法
事
受
け
付
け
の
お
知
ら
せ

※
七
月
二
十
二
日（
水
）〜
九
月
六
日（
日
）を
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
期
間
と

し
て
法
事
を
お
受
け
で
き
な
い
旨
の
案
内
を
前
号
で
致
し
ま
し
た
が
、オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
延
期
に
よ
り
法
事
を
受
け
付
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
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先日、お檀家様からご連絡を頂き「ご無沙汰ですね。お元気でしたか？」「相変わらず
ですよ。森さんも元気そうですね。」等々他愛もない会話を続けた後、「ところで今日は
どうされました？」「実は父親の具合が良くなくて…。」「えっ？それ先に言ってよ。」散々
元気か？などと話したのに。お身内に具合が悪い方が出た場合、墓苑部に連絡ではあ
りませんよ。梅窓院にご一報下さい。
墓苑部はお墓に関係しているところなので、いつも楽しい話ばかりではなくお別れ
の話もあります。ちょっと前まで楽しい会話をさせて頂いた方のお名前に享年と没年
月日が彫刻されているのを見るとじわっときます。
さて、また暑い夏がきます。草むしりなど墓苑代行のご相談が増えて参ります。他に
も花粉などが墓石に染み込んでシミになってしまったというご相談が増える時期でも
あります。今は薬品を使用して綺麗にすることができます。気になる方は墓苑部にご連
絡下さい。

　（お盆号が出る頃のコロナが気になっている墓苑部・森より）

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

梅窓院だより

新入山職員紹介

中井　陽奈乃(なかい ひなの)
岡山／音楽鑑賞／まだまだ未
熟者ではございますが、誠心誠
意努めてまいります。宜しくお
願い致します。／檀信徒部

吉川　莉乃（よしかわ りの）
東京／料理、菓子作り／社会人
一年目で緊張しておりますが、
堅実に努力を重ね、成長してい
きたいです。宜しくお願い致し
ます。／広報部

内海　永子（うつみ えいこ）
京都／旅行・ドライブ／少しで
も早く戦力となれるよう精一杯
努めて参ります。ご指導ご鞭撻
の程、宜しくお願い致します。／
経営企画室

後藤　しずか(ごとう しずか)
東京／野球観戦／一日も早く
皆様のお役に立てるよう、頑張
ります。／受付部

佐藤　茉利奈(さとう まりな)
福島／芸術鑑賞／お檀家様の
為に、心を尽くして、業務に励む
所存です。宜しくお願い致しま
す。／受付部

氏名／出身地／趣味／ひとこと／部署

新たに5名が梅窓院に入山致しました。

「うららかな春彼岸」
齊藤 多都子様・ひろみ様
春彼岸には父の供養で訪れました。い
つも父と一緒にいる感覚で日常生活を
送っているのですが、お彼岸という区
切りに気持ちを整理するため、お墓を
きれいにしました。
梅窓院に墓地を持つことに決めたの
は、泉上人に親切にして頂いたことが
きっかけでした。立地も良く、バリアフ
リー化に力を入れているだけあって安
心して歩きやすいのでお参りの際は大
変助かっています。ご僧侶や職員がとて
も親切な梅窓院で、父は安心して眠れ
ていると思います。

令
和
2
年
春
彼
岸
法
要
に
て

お 知 ら せ
【行事中止について】

新型コロナウイルスの感染拡大を懸念し、下記の開催を中止する判断に至りました。
◎令和2年度　仏教講座　（4月～翌年3月までの全講座）
◎開山忌法要・能楽奉納・写経　6月13日(土)

◎念仏と法話の会　6月16日(火)

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【法事について】
オリンピック・パラリンピックが延期になりましたので、
7月22日（水）～9月6日（日）法事の受付を再開致します。

【御朱印代変更について】
令和2年4月1日から御朱印代を300円から500円に変更致しました。

墓参される皆様へ
梅窓院では、新型コロナウイルスの
感染拡大防止のため、安全衛生対策
を強化し、各所に除菌水の設置や換
気の対応をしております。ご来寺され
た際、手指消毒にご利用下さい。
また、マスクのご持参・ご着用、咳エ
チケットなど可能な範囲にてご協力頂
けますと幸いです。
体調にご不安のある方はくれぐれも

ご無理なさらないようお願い致します。
大変恐縮ですが、どうぞご理解とご
協力のほど、よろしくお願い致します。

お
檀
家
さ
ん
に

　
　
　
　 伺
い
ま
し
た

※法要の様子を梅窓院ホームページにてライブ中継予定です。
　詳しくはホームページをご覧下さい。
　梅窓院ホームページ https://www.baisouin.or.jp/



お
盆
　
七
月
十
三
日（
月
）

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（水）必着でお申込下さい。
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.1073

お
盆
に
寄
せ
て

（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）

盂
蘭
盆
会
法
要

盂
蘭
盆
会
法
要
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
懸
念
し
、皆
様
の

健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、梅
窓
院
僧
侶
の
み
で
厳
修
致
し
ま
す
。

檀
信
徒
の
皆
様
の
ご
参
列
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

お
塔
婆
に
つ
き
ま
し
て
は
、法
要
後
に
僧
侶
に
て
建
て
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

な
お
、法
要
の
様
子
は
梅
窓
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ラ
イ
ブ
中
継
予
定
で
す
。

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
が
続
い
て
お
り
、皆
様
は
い

か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

外
出
自
粛
が
長
期
化
す
る
な
か
で
、当
た
り
前
に
で
き
た
こ

と
が
で
き
な
い
ス
ト
レ
ス
に
お
悩
み
の
方
も
多
い
か
と
存
じ
ま

す
。し
か
し
、視
点
を
変
え
て
み
れ
ば
、○
○
が
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
は
代
わ
り
に
○
○
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。ウ
ィ
ン
ド
ウ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
が
で
き
な
い
代
わ
り
に
、読
ま

ず
に
積
ん
で
あ
る
本
が
読
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
、思
い
通
り
に
い
か
な
い
人
生
を
ど
う
生
き
る
の
か
、

と
い
う
の
は
仏
教
の
根
幹
の
教
え
な
の
で
す
。お
釈
迦
様
は
何

事
も
こ
だ
わ
り
過
ぎ
ず
、ほ
ど
ほ
ど
に（
こ
れ
を
中
道
と
い
い
ま

す
）と
説
か
れ
ま
し
た
。こ
だ
わ
り
過
ぎ
な
い
と
は
、柔
軟
に
考

え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。外
出
で
き
な
く
と
も
、想
像
力

を
働
か
せ
れ
ば
、本
や
映
像
の
世
界
へ
旅
で
き
ま
す
。

ま
た
、慌
た
だ
し
い
日
常
か
ら
少
し
離
れ
て
、お
浄
土
へ
先

立
っ
た
人
を
想
う
時
を
過
ご
す
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

普
段
な
か
な
か
時
間
を
取
り
づ
ら
い
と
思
い
ま
す
が
、喧
噪
を

離
れ
、先
立
っ
た
人
と
思
い
を
共
に
、お
念
仏
を
お
称
え
し
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。法
然
上
人
は
お
念
仏
に
よ
っ
て
病

気
が
治
る
と
も
、妄
念
が
消
え
る
と
も
仰
せ
に
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、自
然
と
阿
弥
陀
様
を
信
じ
る
気
持
ち
が
生
じ
る
と
仰

せ
で
す
。

ど
う
ぞ
今
は
な
お
一
層
ご
自
愛
の
う
え
、こ
の
事
態
が
収
束

の
後
は
、ま
た
皆
様
と
共
に
お
念
仏
を
お
称
え
し
た
い
と
願
っ

て
お
り
ま
す
。 

合
掌

お盆とは
「お休みは盆と正月だけ」と
言うようにお盆は1年の中でも
特別な時期で、ご先祖様を供養、
この世にお招きします。行事や
風習は地域で異なるものの国内
一斉に盆休みを迎え、ご先祖を
含め家や家族を意識できる大切
な時間です。ゆっくり時間を過
ごせる時に「家」や「自分」を見直
す機会、日本人の知恵とも言え
るでしょう。
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法
話 

仏
教
歳
時
風
物
詩（
50
）

行
事
報
告

三
月・四
月
の

令
和
二
年

春
彼
岸
法
要

3
月
20
日（
金
・
祝
）

尼僧によるペット慰霊法要

春彼岸法要の様子

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

盆
施
餓
鬼
の
ゆ
か
し
さ

球
温
暖
化
な
ど
に
よ
る
気
候
変
動

の
影
響
で
、
七
月
盆
に
し
て
も
八

月
盆
に
し
て
も
、
お
盆
時
分
の
時
節
時
候
の

風
気
も
い
さ
さ
か
変
化
し
て
い
る
近
年
で
あ

る
。
し
か
し
そ
う
し
た
中
で
、
日
本
文
化
の

大
い
な
る
伝
統
の
一
つ
で
あ
る
お
盆
行
事
の

あ
り
よ
う
は
決
し
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
お
盆
の
こ
こ
ろ
と
は
、
い
の
ち
を
尊
く
あ

り
が
た
く
思
う
こ
と
、
そ
し
て
ふ
る
さ
と
を

な
つ
か
し
く
ゆ
か
し
く
思
う
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
う
し
た
心
根
、
心
差
し
は
日

本
列
島
に
暮
ら
す
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
変
わ

ら
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
世
上
世
相

が
急
激
に
変
化
し
つつ
あ
る
二
十
一
世
紀
の

現
代
日
本
の
精
神
文
化
や
生
活
文
化
の
中
に

あ
っ
て
、
お
盆
ご
こ
ろ
の
伝
承
・
継
承
は
か

な
ら
ず
や
し
っ
か
り
と
確
か
に
受
け
と
め
ら

れ
、受
け
継
が
れ
て
行
く
も
の
と
信
じ
てい
る
。

　
そ
こ
で
お
盆
時
分
の
風
趣
を
思
い
め
ぐ
ら

せ
な
が
ら
、
私
た
ち
の
お
盆
の
心
具
合
、
心

模
様
を
考
え
あ
わ
せ
な
が
ら
、
お
盆
の
頃

合
い
の
ゆ
か
し
さ
を
辿
って
み
た
い
。
と
く
に

盆
施
餓
鬼
あ
る
い
は
施
餓
鬼
盆
と
い
う
言
い

方
が
あ
る
よ
う
に
、
施
餓
鬼
行
事
と
重
ね

て
営
ま
れ
て
き
た
、
か
つ
て
の
時
代
の
習
俗
、

徳
風
を
な
つ
か
し
み
な
が
ら
、
仏
教
俳
句
の

い
く
つ
か
を
味
わって
み
た
い
。

走
り
出
て
幼
な
も
か
が
む
門
火
か
な

子
ら
の
真
顔
の
こ
し
苧
殻
の
燃
え
残
る

　
ま
ず
は
迎
火
の
句
で
あ
る
。
職
人
境
涯

俳
句
で
知
ら
れ
た
森
川
暁
水
は
、
小
さ
な

子
が
小
さ
く
か
が
ん
で
見
つ
め
る
姿
を
写
し

た
が
、「
走
り
出
て
」
の
初
五
に
は
子
供
ら

し
い
は
や
る
思
い
が
よ
く
伝
わって
く
る
。
そ

の
苧
殻
火
の
消
え
行
く
明
か
り
を
受
け
て
い

る
素
直
な
幼
な
子
の
顔
を
や
さ
し
く
見
つ
め

た
の
が
、
酒
井
彩
雨
の
一
句
で
あ
る
。

盆
暑
し
か
て
て
く
は
へ
て
大
日
覆

夕
暮
の
人
し
づ
ま
り
ぬ
霊
ま
つ
り

　
そ
し
て
お
盆
の
一
日
。
久
保
田
万
太
郎

は
日
盛
り
に
身
を
置
き
、
江
戸
中
期
の
俳

人
大
江
素
丸
の
句
に
は
夕
景
の
盆
祭
り
の
お

だ
や
か
な
静
か
さ
と
旧
暦
時
代
の
初
秋
の
幾

分
の
涼
し
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

棚
経
や
あ
い
さ
つ
も
な
く
戻
ら
る
る

盆
の
僧
提
げ
来
し
籠
に
木
魚
か
な

　
宗
居
は
伊
勢
の
人
で
三
浦
樗
良
門
下
で

あ
る
か
ら
江
戸
中
期
の
俳
人
で
あ
る
。
こ
の

句
は
、
僧
侶
と
し
て
の
私
も
か
つ
て
若
い
頃

の
修
行
時
代
、
た
く
さ
ん
の
檀
家
回
り
を
お

手
伝
い
し
て
、
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
って
い
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
今
村
俊
三
の
句
は
、

「
提
げ
来
し
籠
」
に
暑
さ
の
中
の
涼
味
を
見

つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

送
り
火
や
と
も
に
ぬ
か
づ
く
か
か
り
う
ど

燃
え
尽
き
し
送
り
火
に
ま
だ
跼
み
居
り

　
送
り
火
に
深
く
礼
拝
す
る
暁
水
の
句
、

そ
の
明
か
り
の
尽
き
た
あ
と
も
じ
っ
と
腰
を

曲
げ
て
か
が
ん
で
い
る
姿
を
見
つ
め
る
菖
蒲

あ
や
の
句
、
い
ず
れ
も
あ
る
程
度
の
年
か
さ

を
経
た
年
配
の
人
が
感
取
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
施
餓
鬼
会
に
か
か
わ
る
句
は
、

川
施
餓
鬼
・
海
施
餓
鬼
・
施
餓
鬼
舟
を
季

語
と
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
こ
で
は
詩
人
北

原
白
秋
の
よ
く
知
ら
れ
た
一
句
と
西
山
謙
三

と
い
う
人
の
句
を
、
い
ず
れ
も
山
を
見
つ
め

た
と
い
う
視
点
で
掲
げ
て
お
く
。

蜩
や
山
の
施
餓
鬼
の
日
盛
に

鐘
つい
て
施
餓
鬼
は
じ
ま
る
山
の
寺

　
こ
う
し
た
例
句
は
い
わ
ば
思
い
出
の
中
の

お
盆
の
こ
こ
ろ
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
昔

な
が
ら
の
ゆ
か
し
い
お
盆
の
心
根
、
心
差
し

を
し
っ
か
り
と
受
け
継
い
で
、
正
し
く
守
り

続
け
て
行
き
た
い
。
そ
し
て
、
日
本
人
の

仏
心
、
ほ
と
け
ご
こ
ろ
の
伝
統
を
は
る
か
に

育
み
託
し
た
い
。

地

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

（
彩
雨
）

（
暁
水
）

（
あ
や
）

（
白
秋
）

（
謙
三
）

花まつりで飾られた花御堂と誕生仏

（
万
太
郎
）

（
素
丸
）

（
宗
居
）

（
俊
三
）

（
暁
水
）

はなまつり
4月4日（土）～8日（水）

む
か
え
び

お  

が
ら 

び

た
ま

ひ
ぐ
ら
し

は
ぐ
く

ち
ゅ
う
ど
う

さ

そ
う
き
ょ

お
お
ひ
お
う

そ
ま
る

か
が



お
盆
　
七
月
十
三
日（
月
）

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（水）必着でお申込下さい。
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.1073

お
盆
に
寄
せ
て

（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）

盂
蘭
盆
会
法
要

盂
蘭
盆
会
法
要
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
懸
念
し
、皆
様
の

健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、梅
窓
院
僧
侶
の
み
で
厳
修
致
し
ま
す
。

檀
信
徒
の
皆
様
の
ご
参
列
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

お
塔
婆
に
つ
き
ま
し
て
は
、法
要
後
に
僧
侶
に
て
建
て
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

な
お
、法
要
の
様
子
は
梅
窓
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ラ
イ
ブ
中
継
予
定
で
す
。

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
が
続
い
て
お
り
、皆
様
は
い

か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

外
出
自
粛
が
長
期
化
す
る
な
か
で
、当
た
り
前
に
で
き
た
こ

と
が
で
き
な
い
ス
ト
レ
ス
に
お
悩
み
の
方
も
多
い
か
と
存
じ
ま

す
。し
か
し
、視
点
を
変
え
て
み
れ
ば
、○
○
が
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
は
代
わ
り
に
○
○
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。ウ
ィ
ン
ド
ウ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
が
で
き
な
い
代
わ
り
に
、読
ま

ず
に
積
ん
で
あ
る
本
が
読
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
、思
い
通
り
に
い
か
な
い
人
生
を
ど
う
生
き
る
の
か
、

と
い
う
の
は
仏
教
の
根
幹
の
教
え
な
の
で
す
。お
釈
迦
様
は
何

事
も
こ
だ
わ
り
過
ぎ
ず
、ほ
ど
ほ
ど
に（
こ
れ
を
中
道
と
い
い
ま

す
）と
説
か
れ
ま
し
た
。こ
だ
わ
り
過
ぎ
な
い
と
は
、柔
軟
に
考

え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。外
出
で
き
な
く
と
も
、想
像
力

を
働
か
せ
れ
ば
、本
や
映
像
の
世
界
へ
旅
で
き
ま
す
。

ま
た
、慌
た
だ
し
い
日
常
か
ら
少
し
離
れ
て
、お
浄
土
へ
先

立
っ
た
人
を
想
う
時
を
過
ご
す
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

普
段
な
か
な
か
時
間
を
取
り
づ
ら
い
と
思
い
ま
す
が
、喧
噪
を

離
れ
、先
立
っ
た
人
と
思
い
を
共
に
、お
念
仏
を
お
称
え
し
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。法
然
上
人
は
お
念
仏
に
よ
っ
て
病

気
が
治
る
と
も
、妄
念
が
消
え
る
と
も
仰
せ
に
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、自
然
と
阿
弥
陀
様
を
信
じ
る
気
持
ち
が
生
じ
る
と
仰

せ
で
す
。

ど
う
ぞ
今
は
な
お
一
層
ご
自
愛
の
う
え
、こ
の
事
態
が
収
束

の
後
は
、ま
た
皆
様
と
共
に
お
念
仏
を
お
称
え
し
た
い
と
願
っ

て
お
り
ま
す
。 

合
掌

お盆とは
「お休みは盆と正月だけ」と
言うようにお盆は1年の中でも
特別な時期で、ご先祖様を供養、
この世にお招きします。行事や
風習は地域で異なるものの国内
一斉に盆休みを迎え、ご先祖を
含め家や家族を意識できる大切
な時間です。ゆっくり時間を過
ごせる時に「家」や「自分」を見直
す機会、日本人の知恵とも言え
るでしょう。

梅窓院通信 No.107 2

法
話 

仏
教
歳
時
風
物
詩（
50
）

行
事
報
告

三
月・四
月
の

令
和
二
年

春
彼
岸
法
要

3
月
20
日（
金
・
祝
）

尼僧によるペット慰霊法要

春彼岸法要の様子

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

盆
施
餓
鬼
の
ゆ
か
し
さ

球
温
暖
化
な
ど
に
よ
る
気
候
変
動

の
影
響
で
、
七
月
盆
に
し
て
も
八

月
盆
に
し
て
も
、
お
盆
時
分
の
時
節
時
候
の

風
気
も
い
さ
さ
か
変
化
し
て
い
る
近
年
で
あ

る
。
し
か
し
そ
う
し
た
中
で
、
日
本
文
化
の

大
い
な
る
伝
統
の
一
つ
で
あ
る
お
盆
行
事
の

あ
り
よ
う
は
決
し
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
お
盆
の
こ
こ
ろ
と
は
、
い
の
ち
を
尊
く
あ

り
が
た
く
思
う
こ
と
、
そ
し
て
ふ
る
さ
と
を

な
つ
か
し
く
ゆ
か
し
く
思
う
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
う
し
た
心
根
、
心
差
し
は
日

本
列
島
に
暮
ら
す
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
変
わ

ら
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
世
上
世
相

が
急
激
に
変
化
し
つつ
あ
る
二
十
一
世
紀
の

現
代
日
本
の
精
神
文
化
や
生
活
文
化
の
中
に

あ
っ
て
、
お
盆
ご
こ
ろ
の
伝
承
・
継
承
は
か

な
ら
ず
や
し
っ
か
り
と
確
か
に
受
け
と
め
ら

れ
、受
け
継
が
れ
て
行
く
も
の
と
信
じ
てい
る
。

　
そ
こ
で
お
盆
時
分
の
風
趣
を
思
い
め
ぐ
ら

せ
な
が
ら
、
私
た
ち
の
お
盆
の
心
具
合
、
心

模
様
を
考
え
あ
わ
せ
な
が
ら
、
お
盆
の
頃

合
い
の
ゆ
か
し
さ
を
辿
って
み
た
い
。
と
く
に

盆
施
餓
鬼
あ
る
い
は
施
餓
鬼
盆
と
い
う
言
い

方
が
あ
る
よ
う
に
、
施
餓
鬼
行
事
と
重
ね

て
営
ま
れ
て
き
た
、
か
つ
て
の
時
代
の
習
俗
、

徳
風
を
な
つ
か
し
み
な
が
ら
、
仏
教
俳
句
の

い
く
つ
か
を
味
わって
み
た
い
。

走
り
出
て
幼
な
も
か
が
む
門
火
か
な

子
ら
の
真
顔
の
こ
し
苧
殻
の
燃
え
残
る

　
ま
ず
は
迎
火
の
句
で
あ
る
。
職
人
境
涯

俳
句
で
知
ら
れ
た
森
川
暁
水
は
、
小
さ
な

子
が
小
さ
く
か
が
ん
で
見
つ
め
る
姿
を
写
し

た
が
、「
走
り
出
て
」
の
初
五
に
は
子
供
ら

し
い
は
や
る
思
い
が
よ
く
伝
わって
く
る
。
そ

の
苧
殻
火
の
消
え
行
く
明
か
り
を
受
け
て
い

る
素
直
な
幼
な
子
の
顔
を
や
さ
し
く
見
つ
め

た
の
が
、
酒
井
彩
雨
の
一
句
で
あ
る
。

盆
暑
し
か
て
て
く
は
へ
て
大
日
覆

夕
暮
の
人
し
づ
ま
り
ぬ
霊
ま
つ
り

　
そ
し
て
お
盆
の
一
日
。
久
保
田
万
太
郎

は
日
盛
り
に
身
を
置
き
、
江
戸
中
期
の
俳

人
大
江
素
丸
の
句
に
は
夕
景
の
盆
祭
り
の
お

だ
や
か
な
静
か
さ
と
旧
暦
時
代
の
初
秋
の
幾

分
の
涼
し
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

棚
経
や
あ
い
さ
つ
も
な
く
戻
ら
る
る

盆
の
僧
提
げ
来
し
籠
に
木
魚
か
な

　
宗
居
は
伊
勢
の
人
で
三
浦
樗
良
門
下
で

あ
る
か
ら
江
戸
中
期
の
俳
人
で
あ
る
。
こ
の

句
は
、
僧
侶
と
し
て
の
私
も
か
つ
て
若
い
頃

の
修
行
時
代
、
た
く
さ
ん
の
檀
家
回
り
を
お

手
伝
い
し
て
、
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
って
い
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
今
村
俊
三
の
句
は
、

「
提
げ
来
し
籠
」
に
暑
さ
の
中
の
涼
味
を
見

つ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

送
り
火
や
と
も
に
ぬ
か
づ
く
か
か
り
う
ど

燃
え
尽
き
し
送
り
火
に
ま
だ
跼
み
居
り

　
送
り
火
に
深
く
礼
拝
す
る
暁
水
の
句
、

そ
の
明
か
り
の
尽
き
た
あ
と
も
じ
っ
と
腰
を

曲
げ
て
か
が
ん
で
い
る
姿
を
見
つ
め
る
菖
蒲

あ
や
の
句
、
い
ず
れ
も
あ
る
程
度
の
年
か
さ

を
経
た
年
配
の
人
が
感
取
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
施
餓
鬼
会
に
か
か
わ
る
句
は
、

川
施
餓
鬼
・
海
施
餓
鬼
・
施
餓
鬼
舟
を
季

語
と
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
こ
で
は
詩
人
北

原
白
秋
の
よ
く
知
ら
れ
た
一
句
と
西
山
謙
三

と
い
う
人
の
句
を
、
い
ず
れ
も
山
を
見
つ
め

た
と
い
う
視
点
で
掲
げ
て
お
く
。

蜩
や
山
の
施
餓
鬼
の
日
盛
に

鐘
つい
て
施
餓
鬼
は
じ
ま
る
山
の
寺

　
こ
う
し
た
例
句
は
い
わ
ば
思
い
出
の
中
の

お
盆
の
こ
こ
ろ
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
昔

な
が
ら
の
ゆ
か
し
い
お
盆
の
心
根
、
心
差
し

を
し
っ
か
り
と
受
け
継
い
で
、
正
し
く
守
り

続
け
て
行
き
た
い
。
そ
し
て
、
日
本
人
の

仏
心
、
ほ
と
け
ご
こ
ろ
の
伝
統
を
は
る
か
に

育
み
託
し
た
い
。

地

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

（
彩
雨
）

（
暁
水
）

（
あ
や
）

（
白
秋
）

（
謙
三
）

花まつりで飾られた花御堂と誕生仏

（
万
太
郎
）

（
素
丸
）

（
宗
居
）

（
俊
三
）

（
暁
水
）

はなまつり
4月4日（土）～8日（水）

む
か
え
び

お  

が
ら 

び

た
ま

ひ
ぐ
ら
し

は
ぐ
く

ち
ゅ
う
ど
う

さ

そ
う
き
ょ

お
お
ひ
お
う

そ
ま
る

か
が
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袈
裟
シ
リ
ー
ズ
の
最
終
回
を
お
届
け
し
ま
す
。

２
回
に
わ
た
り
、
主
に
法
要
で
身
に
着
け
る
袈
裟
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、

今
回
は
僧
侶
が
修
行
の
時
や
普
段
身
に
着
け
る
袈
裟
を
紹
介
し
ま
す
。

浄
土
宗
の
仏
具
と
衣

梅窓院通信 No.1075

も
と
も
と
糞
掃
衣
、
福
田
衣
と
呼

ば
れ
て
い
た
袈
裟
は
仏
教
が
生
ま
れ

た
イ
ン
ド
で
僧
侶
が
身
に
着
け
て
い

た
も
の
で
す
。
作
り
方
は
、
使
い
道

の
な
く
な
っ
た
色
々
な
布
を
縫
い
合

わ
せ
、
そ
れ
を
泥
水
に
つ
け
て
染
め

た
り
、
草
木
で
染
め
て
色
を
つ
け
て

作
り
ま
し
た
。

チ
ベ
ッ
ト
や
タ
イ
な
ど
、
仏
教
国

の
お
坊
さ
ん
が
主
に
茶
色
系
の
袈
裟

を
身
に
ま
と
っ
た
姿
を
見
た
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
れ
が
袈

裟
の
原
型
で
す
。
今
回
紹
介
す
る
如

法
衣
は
最
も
こ
の
袈
裟
の
原
型
に
近

い
も
の
で
、
写
真
（
上
）
の
よ
う
に

長
方
形
で
結
ぶ
た
め
の
紐
が
つ
い
て

い
ま
す
。
よ
く
見
る
と
わ
か
り
ま
す

が
、
幅
は
異
な
り
横
は
七
つ
に
、
縦

は
三
つ
に
区
切
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
あ
え
て
一
枚
の
大
き
な
布
で
な

く
、
小
さ
な
布
を
縫
い
合
わ
せ
て
作

る
と
い
う
袈
裟
の
原
点
を
表
し
て
い

ま
す
。

着
方
は
右
肩
を
出
す
よ
う
に
身
体

に
巻
き
つ
け
ま
す
（
写
真
左
上
）
。

色
は
茶
色
系
か
ネ
ズ
ミ
色
系
が
多
い

よ
う
で
す
。
前
回
ま
で
に
紹
介
し

た
、
儀
式
や
法
要
で
身
に
着
け
る
色

と
り
ど
り
の
模
様
の
あ
る
袈
裟
と
違

い
、
主
に
修
行
す
る
時
に
身
に
着
け

ま
す
。
袈
裟
な
の
に
如
法
衣
と
書
く

の
は
、
も
と
も
と
は
直
接
身
に
着
け

る
か
ら
で
す
。

次
に
小
五
条
袈
裟
と
輪
袈
裟
を
紹

介
し
ま
す
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
お
坊

さ
ん
の
本
来
の
普
段
着
で
あ
る
改
良

服
と
い
う
衣
に
着
け
る
袈
裟
で
、
如

法
衣
の
よ
う
な
色
の
な
い
壊
色（
茶

色
、
ネ
ズ
ミ
色
な
ど
）と
色
の
あ
る

顕
色（
金
色
、
銀
色
な
ど
）が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
写
真（
右
頁
下
）の
小
五

条
の
顕
色
は
金
色
で
す
が
模
様
や
柄

が
な
い
落
ち
着
い
た
顕
色
で
す
。
ま

た
、
輪
袈
裟（
下
）は
僧
侶
以
外
の
職

員
も
着
け
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
緑
色

に
梅
窓
院
の
寺
紋
が
入
っ
た
、
金
襴

な
が
ら
落
ち
着
い
た
色
柄
で
す
。

如法衣。横が七条に、縦が異なる長さの三条に区切られています。茶色が一番多い色となります。（写真提供：島津法衣店）

輪袈裟（金襴）

如法衣は右肩を出して、左前
に合わせの部分がくるように
身に巻き付けます。

こ
う
し
た
袈
裟
は
既
製
品
の
他
に

色
や
柄
、
形
を
選
ん
で
法
衣
店
な
ど

に
注
文
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
梅

窓
院
で
は
、
以
前
本
誌
の
「
囲
む

人
々
」
で
紹
介
し
た
島
津
法
衣
店
に

お
願
い
し
て
い
ま
す
。

３
回
に
わ
た
る
袈
裟
シ
リ
ー
ズ
の

最
後
に
、
七
条
袈
裟
、
五
条
袈
裟
、

大
五
条
、そ
し
て
如
法
衣
に
共
通
す
る

身
に
着
け
方
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

共
通
す
る
の
は
い
ず
れ
も
右
肩
を

出
し
て
身
に
着
け
る
こ
と
で
す
。
仏

教
発
祥
の
イ
ン
ド
で
は
、
仏
や
目
上

の
人
へ
の
敬
意
を
右
肩
を
出
す
こ
と

で
あ
ら
わ
し
ま
す
。
民
族
衣
装
の
サ

リ
ー
も
右
肩
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
右
肩
を
出
し
て
い

る
の
で
す
。
法
要
の
時
に
ご
覧
下
さ

い
。

第4回

その❸
袈裟

小五条（顕色）小五条（壊色）

ふ
ん

け さ

ぞ
う
え

ふ
く

に
ょ

ほ
う

え
じ
き

け
ん
じ
き

き
ん
ら
ん

え

で
ん
ね

わ

げ

さ

こ

ご

け

さ

じ
ょ
う
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袈
裟
シ
リ
ー
ズ
の
最
終
回
を
お
届
け
し
ま
す
。

２
回
に
わ
た
り
、
主
に
法
要
で
身
に
着
け
る
袈
裟
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、

今
回
は
僧
侶
が
修
行
の
時
や
普
段
身
に
着
け
る
袈
裟
を
紹
介
し
ま
す
。

浄
土
宗
の
仏
具
と
衣

梅窓院通信 No.1075

も
と
も
と
糞
掃
衣
、
福
田
衣
と
呼

ば
れ
て
い
た
袈
裟
は
仏
教
が
生
ま
れ

た
イ
ン
ド
で
僧
侶
が
身
に
着
け
て
い

た
も
の
で
す
。
作
り
方
は
、
使
い
道

の
な
く
な
っ
た
色
々
な
布
を
縫
い
合

わ
せ
、
そ
れ
を
泥
水
に
つ
け
て
染
め

た
り
、
草
木
で
染
め
て
色
を
つ
け
て

作
り
ま
し
た
。

チ
ベ
ッ
ト
や
タ
イ
な
ど
、
仏
教
国

の
お
坊
さ
ん
が
主
に
茶
色
系
の
袈
裟

を
身
に
ま
と
っ
た
姿
を
見
た
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
れ
が
袈

裟
の
原
型
で
す
。
今
回
紹
介
す
る
如

法
衣
は
最
も
こ
の
袈
裟
の
原
型
に
近

い
も
の
で
、
写
真
（
上
）
の
よ
う
に

長
方
形
で
結
ぶ
た
め
の
紐
が
つ
い
て

い
ま
す
。
よ
く
見
る
と
わ
か
り
ま
す

が
、
幅
は
異
な
り
横
は
七
つ
に
、
縦

は
三
つ
に
区
切
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
あ
え
て
一
枚
の
大
き
な
布
で
な

く
、
小
さ
な
布
を
縫
い
合
わ
せ
て
作

る
と
い
う
袈
裟
の
原
点
を
表
し
て
い

ま
す
。

着
方
は
右
肩
を
出
す
よ
う
に
身
体

に
巻
き
つ
け
ま
す
（
写
真
左
上
）
。

色
は
茶
色
系
か
ネ
ズ
ミ
色
系
が
多
い

よ
う
で
す
。
前
回
ま
で
に
紹
介
し

た
、
儀
式
や
法
要
で
身
に
着
け
る
色

と
り
ど
り
の
模
様
の
あ
る
袈
裟
と
違

い
、
主
に
修
行
す
る
時
に
身
に
着
け

ま
す
。
袈
裟
な
の
に
如
法
衣
と
書
く

の
は
、
も
と
も
と
は
直
接
身
に
着
け

る
か
ら
で
す
。

次
に
小
五
条
袈
裟
と
輪
袈
裟
を
紹

介
し
ま
す
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
お
坊

さ
ん
の
本
来
の
普
段
着
で
あ
る
改
良

服
と
い
う
衣
に
着
け
る
袈
裟
で
、
如

法
衣
の
よ
う
な
色
の
な
い
壊
色（
茶

色
、
ネ
ズ
ミ
色
な
ど
）と
色
の
あ
る

顕
色（
金
色
、
銀
色
な
ど
）が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
写
真（
右
頁
下
）の
小
五

条
の
顕
色
は
金
色
で
す
が
模
様
や
柄

が
な
い
落
ち
着
い
た
顕
色
で
す
。
ま

た
、
輪
袈
裟（
下
）は
僧
侶
以
外
の
職

員
も
着
け
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
緑
色

に
梅
窓
院
の
寺
紋
が
入
っ
た
、
金
襴

な
が
ら
落
ち
着
い
た
色
柄
で
す
。

如法衣。横が七条に、縦が異なる長さの三条に区切られています。茶色が一番多い色となります。（写真提供：島津法衣店）

輪袈裟（金襴）

如法衣は右肩を出して、左前
に合わせの部分がくるように
身に巻き付けます。

こ
う
し
た
袈
裟
は
既
製
品
の
他
に

色
や
柄
、
形
を
選
ん
で
法
衣
店
な
ど

に
注
文
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
梅

窓
院
で
は
、
以
前
本
誌
の
「
囲
む

人
々
」
で
紹
介
し
た
島
津
法
衣
店
に

お
願
い
し
て
い
ま
す
。

３
回
に
わ
た
る
袈
裟
シ
リ
ー
ズ
の

最
後
に
、
七
条
袈
裟
、
五
条
袈
裟
、

大
五
条
、そ
し
て
如
法
衣
に
共
通
す
る

身
に
着
け
方
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

共
通
す
る
の
は
い
ず
れ
も
右
肩
を

出
し
て
身
に
着
け
る
こ
と
で
す
。
仏

教
発
祥
の
イ
ン
ド
で
は
、
仏
や
目
上

の
人
へ
の
敬
意
を
右
肩
を
出
す
こ
と

で
あ
ら
わ
し
ま
す
。
民
族
衣
装
の
サ

リ
ー
も
右
肩
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
右
肩
を
出
し
て
い

る
の
で
す
。
法
要
の
時
に
ご
覧
下
さ

い
。

第4回

その❸
袈裟

小五条（顕色）小五条（壊色）

ふ
ん

け さ

ぞ
う
え

ふ
く

に
ょ

ほ
う

え
じ
き

け
ん
じ
き

き
ん
ら
ん

え

で
ん
ね

わ

げ

さ

こ

ご

け

さ

じ
ょ
う
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至赤坂

新型肺炎コロナウイルスのため
の“巣ごもり”が続いています。この
コロナウイルスは、自覚症状はな
いのに体内に侵入しているという
「見えない敵」、しかも、急激に悪化
するというクセモノです。コロナの
陽性反応が出た人に、食べ物の味
がわからない、匂いがわからないと
いう味覚、嗅覚の異常を訴える人
がいますが、中医学の古典『黄帝
内経素問』では、「肺は鼻に竅（きょ
う＝孔）を開く、鼻は肺に属す、肺気
は鼻に通じる」と、肺と鼻とは密接
な関係にあることを述べていま
す。そして、「肺が平和であれば、鼻
はよく臭香を知る」とあり、「肺の潤
いが不足すると、鼻孔が潤いを失
い、鼻内粘膜が乾燥して、嗅覚が低
下する」とも述べています。2000
年来の経験医学が的確に教えてい
ます。
また、「五行説」によると、「肺」

（大腸・鼻・皮膚を統括）を助ける食
べ物は「辛味」のものです。ネギ、
ショウガ、ニラ、ニンニク、ラッキョ
ウ、タマネギ、ダイコン、シソなどの
食べ物。そして辛味は酸味と組み
合わせると効果が増すとされてい
ます。「酢らっきょう」「ガリ（しょうが
+甘酢）」「酢たまねぎ」など、和食
で食べ親しんできたものは、肺や
鼻、大腸の薬味なのですね。
免疫力を高めるには腸内環境を
調えることが大事といわれていま
す。和食の薬味、洋食のスパイスは
脇役的存在ですが、ウイルス予防
の強力な味方なのです。

食
養
研
究
家

武 

鈴
子

「
肺
」を
守
る
食
べ
物

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

第
七
十
九
回

◎
特
選

™
囀
を
聴
く
分
校
の
十
の
耳

 

中
山 

多
木
夫

◎
入
選

™
食
卓
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
食
感
よ
 

坂
田    

頼
康

™
街
灯
を
近
く
に
し
た
る
桜
か
な
 

光
沢    

奈
都

™
コ
ロ
ナ
禍
を
早
く
消
し
去
れ
春
の
雪
 

浅
井    

清
子

™
桜
餅
喉
に
詰
ま
ら
せ
た
る
こ
と
も
 

鈴
木 

マ
ミ
子

™
桜
散
る
静
か
に
動
く
パ
ト
カ
ー
に
 

丑
久
保 

　勲

™
水
温
む
釣
り
人
糸
を
垂
れ
し
ま
ま
 

石
塚 

　清
文

™
角
砂
糖
を
ミ
ル
ク
に
ひ
と
つ
春
惜
し
む
 

奥
田 

　温
子

™
う
か
う
か
と
傘
寿
を
迎
へ
桜
咲
く
 

小
巻 

　若
菜

™
所
在
な
く
茶
を
立
て
て
を
り
暮
の
春
 

木
村 

　瑞
枝

™
春
の
雨
花
壇
の
白
き
砂
濡
ら
し
 

神
山 

　市
実

™
用
水
の
橋
の
た
も
と
に
辛
夷
か
な
 

森 

　美
佐
子

◎
選
者
詠

™
沼
尻
に
鮒
は
ね
る
音
山
ざ
く
ら
 

大
崎    

紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

　一句
を
作
る
と
き
、言
葉
を〝
舌
頭
で
千
転
さ
せ
よ
〞、と
い
っ
た
の
は
芭
蕉
で
す
。言
葉

を
あ
れ
こ
れ
声
に
出
し
て
、調
べ
を
整
え
よ
、と
い
う
こ
と
で
す
。俳
句
は
、た
だ
五
七
五
で

あ
る
ば
か
り
で
は
ダ
メ
で
、調
べ
が
よ
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
こ
と
で
す
。千
転

は
、ま
、無
理
で
す
が
、五
〜
六
転
く
ら
い
は
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

大
崎 
紀
夫

梅
の
花

　
　
梅
窓
院
の
お
檀
家
さ
ま
に
好
評
の「
梅
の

花
」、8
年
ぶ
り
二
度
目
の
紹
介
で
す
。

　「
梅
の
花
」は
青
山
散
歩
道
の
中
で
一
番

人
気
の
店
。そ
の
理
由
は
料
理・客
席（
個

室
）、そ
し
て
コ
ス
ト

パフ
ォ
ー
マン
ス
で
す
。

　
お
料
理
は
体
に
優

し
い
看
板
料
理
の
湯

豆
腐
で
、美
肌
効
果

の
高
い
鹿
児
島
県

垂
水
市
の
寿
鶴
温

泉
水
を
使
用
し
、温

ま
る
と
透
き
通
って

い
た
温
泉
水
が
真
っ
白
に
変
わ
り
ま
す
。そ

れ
が
出
来
上
が
り
の
合
図
。熱
い
湯
豆
腐
が

口
の
中
で
広
が
り
、身
体
の
芯
ま
で
温
め
て

く
れ
ま
す
。

　
ま
た
、和
食
だ
け
で
な
く
季
節
に
合
わ
せ

た
一
品
料
理
も
目
移
り
す
る
品
数
で
す
。

嬉
し
い
の
が
、人
数
に
合
わ
せ
て
個
室
を
用

意
し
て
く
れ
る
こ
と
。基
本
コ
ー
ス
は
看
板

料
理
の
湯
豆
腐
が
入
って
い
な
が
ら
も
、お
財

布
に
優
し
い
値
段
で
す
。梅
窓
院
か
ら
徒
歩

5
分
程
度
の
場
所
に
あ
り
ま
す
の
で
、ま
だ

訪
れ
て
い
な
い
方
は
是
非
、法
要
後
や
お
参

り
の
際
に
足
を
運
ん
で
み
て
下
さ
い
。

営業時間／
ランチ11：00～16：00（L.O.15：00）
ディナー17:00～22：00（L.O.21：00）
定休日／なし
席数／80席
※個室は、平日3,300円コース、土日祝日4,800円
コースを注文された方のみ、2名～10名までご予
約が出来ます。

住所／東京都港区南青山2-27-18
 AOYAMA M'S TOWER 2F
TEL／03-5412-0855

食
事
を
楽
し
み
な
が
ら
心
ま
で

癒
さ
れ
る
雰
囲
気
あ
る
個
室
。

春美人3,300円
美白効果もある豆腐の
メニューが豊富で
女性に人気。

彩ランチ2,800円
名物料理湯葉揚げ
他12品の料理が楽しめる
コース。

う
め

は
な

た
る
み
ず

か
く
お
ん

せ
ん

じ
ゅ

参
道

★

梅窓院

青山通り

銀座線 外苑前駅
1b出口

梅の花 青山店

ファミリーマート 至赤坂

外苑前
郵便局

外
苑
西
通り

代
表
取
締
役
会
長

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　今号は梅窓院でのご葬儀に協力頂いている公営社
さんの新宿本社を訪れました。新型コロナウイルスが広
がり始めた頃にお話しを伺いました。

◆感染症が拡大し始め、葬儀屋さんが大変大きな役
割を果たすことになる中、貴重なお時間を頂きありが
とうございます。

会長（以下　 ）　いいえ、こちらこそいつ
もお世話になっています。
◆公営社さんは歴史ある企業と聞いています。そこ
から伺わせて下さい。

　祖父が福島屋という葬儀屋を買入したのが始
まりです。
　祖父は大正10年に自動車免許を取得していますが、
当時としてはとても貴重な資格でした。
◆大正時代ですが、その免許でどんな自動車に乗っ
ていたのでしょう。想像もつきません。

　昭和13年に福島屋を買いましたが、一方霊柩
車を保有している葬儀社が数十社と国の命令で統合
され、東礼自動車を設立しました。そして昭和22年に葬
儀事業にも乗り出したのですが、既存の葬儀社から総
スカンを受け一年で手を引きました。この葬儀部門の公
営社を一葬儀社とし、昭和23年、吸収合併したのが現
在の公営社です。
◆なるほど、いろいろな経緯があるのですね。どんな
ご祖父様だったのですか。ご記憶はありますか。

　富山の出身で、今の大井競馬場あたりにあった
牧場で丁稚をしていました。
◆大井競馬場は大森の近くかと思いますが、牧場が
あったのですか。

　そうです。車社会の前は馬、馬車の時代です。
車にガソリンが必要なように、馬には飼葉が必要です。
つまり牧場は必須で、祖父がいた牧場は陸軍に牧草を
納入していたと聞いています。

◆言われれば馬の餌は大切ですね。
　祖父は実直な働き者で、それを認められ、そこの

長女（祖母）と結婚しました。
◆それで免許も取ることができた。

　そうですね、牧場主はやがて来る車社会を予測
し、娘婿に準備をさせたということでしょう。
◆そうすると、牧場主の娘さんが 会長のご祖母
様ですね。

　はい、祖母はそれこそチャキチャキの江戸っ子で
した。羽振りもよくて子供の頃、色 な々物を買ってもらいま
した。楽しかったですよ。
◆なにか目に浮かぶようです（笑）。

　田舎から出てきた真面目一筋の祖父と牧場主
のお嬢様である祖母。二人を主人公にして今でもドラマ
になりそうですね。
◆はい、確かに（笑）。さて、“今”の話を伺いますが、葬
儀の形態は変わってきていますか。

　10年ぐらい前からでしょうか、景気の影響、生活
環境や様式、地域とのつながりの変化で大きく変わって
きています。具体的に言うと、葬儀の小型化、家族葬、
一日葬、窯前葬、直葬などです。
◆確かに大きな変化が起きていることはお寺も実感し
ています。
　そうした中、公営社さんの特徴を教えて下さい。

　はい、当社自慢は葬祭ディレクターが20名いま
すが、その全てが１級の資格を持っています。
◆すごいですね。
　経験値は間違いなく高いです。

◆いくつもの式場やお寺とのお付き合いがあると思
いますが、梅窓院の魅力を教えて下さい。

　立地の良さ、大小の式場、ご遺体安置ができる
こと、この3つが特徴ですね。梅窓院は設備が整ってい
て使いやすさはとてもいいです。
◆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。

　いえいえ、こちらこそ引き続きよろしくお願い致し
ます。

新
宿
本
社
の
奥
に
あ
る
式
場
で
中
島
住
職
と
並
ぶ

会
長
。

中
央
奥
の
お
地
蔵
さ
ん
の
モ
デ
ル
は
中
島
住
職
と
か
。

ご
子
息
に
社
長
の
席
を
譲
ら
れ
た

会
長
が
、ま
だ
ま
だ
一
線
で

仕
事
を
さ
れ
て
い
る
。

株
式
会
社

　公
営
社
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至赤坂

新型肺炎コロナウイルスのため
の“巣ごもり”が続いています。この
コロナウイルスは、自覚症状はな
いのに体内に侵入しているという
「見えない敵」、しかも、急激に悪化
するというクセモノです。コロナの
陽性反応が出た人に、食べ物の味
がわからない、匂いがわからないと
いう味覚、嗅覚の異常を訴える人
がいますが、中医学の古典『黄帝
内経素問』では、「肺は鼻に竅（きょ
う＝孔）を開く、鼻は肺に属す、肺気
は鼻に通じる」と、肺と鼻とは密接
な関係にあることを述べていま
す。そして、「肺が平和であれば、鼻
はよく臭香を知る」とあり、「肺の潤
いが不足すると、鼻孔が潤いを失
い、鼻内粘膜が乾燥して、嗅覚が低
下する」とも述べています。2000
年来の経験医学が的確に教えてい
ます。
また、「五行説」によると、「肺」

（大腸・鼻・皮膚を統括）を助ける食
べ物は「辛味」のものです。ネギ、
ショウガ、ニラ、ニンニク、ラッキョ
ウ、タマネギ、ダイコン、シソなどの
食べ物。そして辛味は酸味と組み
合わせると効果が増すとされてい
ます。「酢らっきょう」「ガリ（しょうが
+甘酢）」「酢たまねぎ」など、和食
で食べ親しんできたものは、肺や
鼻、大腸の薬味なのですね。
免疫力を高めるには腸内環境を
調えることが大事といわれていま
す。和食の薬味、洋食のスパイスは
脇役的存在ですが、ウイルス予防
の強力な味方なのです。

食
養
研
究
家

武
鈴
子

「
肺
」を
守
る
食
べ
物

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

第
七
十
九
回

◎
特
選

™
囀
を
聴
く
分
校
の
十
の
耳

◎
入
選

™
食
卓
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
食
感
よ

™
街
灯
を
近
く
に
し
た
る
桜
か
な

™
コ
ロ
ナ
禍
を
早
く
消
し
去
れ
春
の
雪

™
桜
餅
喉
に
詰
ま
ら
せ
た
る
こ
と
も

™
桜
散
る
静
か
に
動
く
パ
ト
カ
ー
に

™
水
温
む
釣
り
人
糸
を
垂
れ
し
ま
ま

™
角
砂
糖
を
ミ
ル
ク
に
ひ
と
つ
春
惜
し
む

™
う
か
う
か
と
傘
寿
を
迎
へ
桜
咲
く

™
所
在
な
く
茶
を
立
て
て
を
り
暮
の
春

™
春
の
雨
花
壇
の
白
き
砂
濡
ら
し

™
用
水
の
橋
の
た
も
と
に
辛
夷
か
な

◎
選
者
詠

™
沼
尻
に
鮒
は
ね
る
音
山
ざ
く
ら

大
崎

紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

　一句
を
作
る
と
き
、言
葉
を〝
舌
頭
で
千
転
さ
せ
よ
〞、と
い
っ
た
の
は
芭
蕉
で
す
。言
葉

を
あ
れ
こ
れ
声
に
出
し
て
、調
べ
を
整
え
よ
、と
い
う
こ
と
で
す
。俳
句
は
、た
だ
五
七
五
で

あ
る
ば
か
り
で
は
ダ
メ
で
、調
べ
が
よ
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
こ
と
で
す
。千
転

は
、ま
、無
理
で
す
が
、五
〜
六
転
く
ら
い
は
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

大
崎
紀
夫

梅
の
花

　
梅
窓
院
の
お
檀
家
さ
ま
に
好
評
の「
梅
の

花
」、8
年
ぶ
り
二
度
目
の
紹
介
で
す
。

　「
梅
の
花
」は
青
山
散
歩
道
の
中
で
一
番

人
気
の
店
。そ
の
理
由
は
料
理・客
席（
個

室
）、そ
し
て
コ
ス
ト

パフ
ォ
ー
マン
ス
で
す
。

　
お
料
理
は
体
に
優

し
い
看
板
料
理
の
湯

豆
腐
で
、美
肌
効
果

の
高
い
鹿
児
島
県

垂
水
市
の
寿
鶴
温

泉
水
を
使
用
し
、温

ま
る
と
透
き
通
って

い
た
温
泉
水
が
真
っ
白
に
変
わ
り
ま
す
。そ

れ
が
出
来
上
が
り
の
合
図
。熱
い
湯
豆
腐
が

口
の
中
で
広
が
り
、身
体
の
芯
ま
で
温
め
て

く
れ
ま
す
。

　
ま
た
、和
食
だ
け
で
な
く
季
節
に
合
わ
せ

た
一
品
料
理
も
目
移
り
す
る
品
数
で
す
。

嬉
し
い
の
が
、人
数
に
合
わ
せ
て
個
室
を
用

意
し
て
く
れ
る
こ
と
。基
本
コ
ー
ス
は
看
板

料
理
の
湯
豆
腐
が
入
って
い
な
が
ら
も
、お
財

布
に
優
し
い
値
段
で
す
。梅
窓
院
か
ら
徒
歩

5
分
程
度
の
場
所
に
あ
り
ま
す
の
で
、ま
だ

訪
れ
て
い
な
い
方
は
是
非
、法
要
後
や
お
参

り
の
際
に
足
を
運
ん
で
み
て
下
さ
い
。

営業時間／
ランチ11：00～16：00（L.O.15：00）
ディナー17:00～22：00（L.O.21：00）
定休日／なし
席数／80席
※個室は、平日3,300円コース、土日祝日4,800円
コースを注文された方のみ、2名～10名までご予
約が出来ます。

住所／東京都港区南青山2-27-18
AOYAMA M'S TOWER 2F

TEL／03-5412-0855

食
事
を
楽
し
み
な
が
ら
心
ま
で

癒
さ
れ
る
雰
囲
気
あ
る
個
室
。

春美人3,300円
美白効果もある豆腐の
メニューが豊富で
女性に人気。

彩ランチ2,800円
名物料理湯葉揚げ
他12品の料理が楽しめる
コース。

う
め

は
な

た
る
み
ず

か
く
お
ん

せ
ん

じ
ゅ

参
道

★

梅窓院

青山通り

銀座線 外苑前駅
1b出口

梅の花 青山店

ファミリーマート 至赤坂

外苑前
郵便局

外
苑
西
通り

田
近
利
夫（
た
ぢ
か
と
し
お
）代
表
取
締
役
会
長

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

今号は梅窓院でのご葬儀に協力頂いている公営社
さんの新宿本社を訪れました。新型コロナウイルスが広
がり始めた頃にお話しを伺いました。

◆感染症が拡大し始め、葬儀屋さんが大変大きな役
割を果たすことになる中、貴重なお時間を頂きありが
とうございます。
田近利夫会長（以下　田近） いいえ、こちらこそいつ
もお世話になっています。
◆公営社さんは歴史ある企業と聞いています。そこ
から伺わせて下さい。
田近　祖父が福島屋という葬儀屋を買入したのが始
まりです。
　祖父は大正10年に自動車免許を取得していますが、
当時としてはとても貴重な資格でした。
◆大正時代ですが、その免許でどんな自動車に乗っ
ていたのでしょう。想像もつきません。
田近 昭和13年に福島屋を買いましたが、一方霊柩
車を保有している葬儀社が数十社と国の命令で統合
され、東礼自動車を設立しました。そして昭和22年に葬
儀事業にも乗り出したのですが、既存の葬儀社から総
スカンを受け一年で手を引きました。この葬儀部門の公
営社を一葬儀社とし、昭和23年、吸収合併したのが現
在の公営社です。
◆なるほど、いろいろな経緯があるのですね。どんな
ご祖父様だったのですか。ご記憶はありますか。
田近　富山の出身で、今の大井競馬場あたりにあった
牧場で丁稚をしていました。
◆大井競馬場は大森の近くかと思いますが、牧場が
あったのですか。
田近　そうです。車社会の前は馬、馬車の時代です。
車にガソリンが必要なように、馬には飼葉が必要です。
つまり牧場は必須で、祖父がいた牧場は陸軍に牧草を
納入していたと聞いています。

◆言われれば馬の餌は大切ですね。
田近 祖父は実直な働き者で、それを認められ、そこの
長女（祖母）と結婚しました。
◆それで免許も取ることができた。
田近 そうですね、牧場主はやがて来る車社会を予測
し、娘婿に準備をさせたということでしょう。
◆そうすると、牧場主の娘さんが田近会長のご祖母
様ですね。
田近 はい、祖母はそれこそチャキチャキの江戸っ子で
した。羽振りもよくて子供の頃、色 な々物を買ってもらいま
した。楽しかったですよ。
◆なにか目に浮かぶようです（笑）。
田近 田舎から出てきた真面目一筋の祖父と牧場主
のお嬢様である祖母。二人を主人公にして今でもドラマ
になりそうですね。
◆はい、確かに（笑）。さて、“今”の話を伺いますが、葬
儀の形態は変わってきていますか。
田近　10年ぐらい前からでしょうか、景気の影響、生活
環境や様式、地域とのつながりの変化で大きく変わって
きています。具体的に言うと、葬儀の小型化、家族葬、
一日葬、窯前葬、直葬などです。
◆確かに大きな変化が起きていることはお寺も実感し
ています。
そうした中、公営社さんの特徴を教えて下さい。

田近 はい、当社自慢は葬祭ディレクターが20名いま
すが、その全てが１級の資格を持っています。
◆すごいですね。
田近　経験値は間違いなく高いです。
◆いくつもの式場やお寺とのお付き合いがあると思
いますが、梅窓院の魅力を教えて下さい。
田近　立地の良さ、大小の式場、ご遺体安置ができる
こと、この3つが特徴ですね。梅窓院は設備が整ってい
て使いやすさはとてもいいです。
◆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。
田近 いえいえ、こちらこそ引き続きよろしくお願い致し
ます。

新
宿
本
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の
奥
に
あ
る
式
場
で
中
島
住
職
と
並
ぶ
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近
会
長
。

中
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蔵
さ
ん
の
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デ
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中
島
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。
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に
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近
会
長
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だ
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で

仕
事
を
さ
れ
て
い
る
。
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◎開山忌法要・能楽奉納・写経　6月13日(土)

1 梅窓院通信 No.107

住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世

中
島
真
成

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
猛
威
が

世
界
を
襲
っ
て
い
ま
す
。皆
様
が
万
全

の
対
策
を
さ
れ
、こ
う
し
た
中
で
も
お

変
わ
り
な
く
お
元
気
で
い
ら
れ
る
こ

と
を
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
感
染
症
、社
会
の
あ
ら
ゆ
る
と

こ
ろ
に
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。同
時

に
私
た
ち
の
社
会
が
ど
れ
だ
け
色
々
な
と
こ
ろ
と
繋
が
っ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。そ
う
し
た
中
、私
た
ち

浄
土
宗
で
も
こ
の
感
染
防
止
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
先
祖
あ
っ
て
の
私
た
ち
、そ
の
ご
先
祖
へ
の
供
養
と
な
る
法
事
の
時
に
気

を
付
け
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
。ご
葬
儀
で
心
す
る
こ
と
な
ど
細
か
い
事

ま
で
記
さ
れ
た
書
類
が
全
国
の
浄
土
宗
七
千
カ
寺
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

特
に
不
幸
に
も
感
染
さ
れ
て
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
の
ご
葬
儀
を
す

る
時
は
気
を
遣
い
ま
す
。ご
家
族
に
と
っ
て
も
ご
遺
体
に
最
後
の
別
れ
を

告
げ
た
い
思
い
を
ど
う
す
る
か
は
難
し
い
問
題
で
す
。い
ろ
い
ろ
な
ケ
ー
ス

が
あ
る
の
で
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、惜
別
の
念
と
感
染
と
の
は
ざ
ま
で

ご
家
族
も
僧
侶
も
関
係
者
全
員
が
揺
り
動
か
さ
れ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。世

界
を
激
震
さ
せ
て
い
る
こ
の
感
染
症
も
い
つ
か
は
終
息
す
る
日
が
き
ま
す

が
、そ
の
日
を
ど
う
迎
え
、そ
の
後
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
。考
え
る
べ
き
こ

と
は
山
積
み
で
す
。

梅
窓
院
で
は
六
月
以
降
の
行
事
に
つ
い
て
は
、残
念
な
が
ら
中
止
せ
ざ

る
を
得
な
い
局
面
を
迎
え
ま
し
た
。開
山
忌
、盂
蘭
盆
会
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
大

切
な
行
事
で
す
が
、檀
信
徒
の
皆
様
の
感
染
リ
ス
ク
を
考
慮
の
末
、法
要
へ

の
参
列
を
ご
遠
慮
願
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。皆
様
の
健
康
維
持
の
た
め
、

ご
理
解
を
頂
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

協力：永楽堂

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
延
期
に
伴
う
法
事
受
け
付
け
の
お
知
ら
せ

※

七
月
二
十
二
日（
水
）〜
九
月
六
日（
日
）を
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
期
間
と

し
て
法
事
を
お
受
け
で
き
な
い
旨
の
案
内
を
前
号
で
致
し
ま
し
た
が
、オ
リ
ン
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先日、お檀家様からご連絡を頂き「ご無沙汰ですね。お元気でしたか？」「相変わらず
ですよ。森さんも元気そうですね。」等々他愛もない会話を続けた後、「ところで今日は
どうされました？」「実は父親の具合が良くなくて…。」「えっ？それ先に言ってよ。」散々
元気か？などと話したのに。お身内に具合が悪い方が出た場合、墓苑部に連絡ではあ
りませんよ。梅窓院にご一報下さい。
墓苑部はお墓に関係しているところなので、いつも楽しい話ばかりではなくお別れ
の話もあります。ちょっと前まで楽しい会話をさせて頂いた方のお名前に享年と没年
月日が彫刻されているのを見るとじわっときます。
さて、また暑い夏がきます。草むしりなど墓苑代行のご相談が増えて参ります。他に
も花粉などが墓石に染み込んでシミになってしまったというご相談が増える時期でも
あります。今は薬品を使用して綺麗にすることができます。気になる方は墓苑部にご連
絡下さい。

　（お盆号が出る頃のコロナが気になっている墓苑部・森より）

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

「うららかな春彼岸」

令
和
2
年
春
彼
岸
法
要
に
て

お 知 ら せ
【行事中止について】

新型コロナウイルスの感染拡大を懸念し、下記の開催を中止する判断に至りました。
◎令和2年度　仏教講座　（4月～翌年3月までの全講座）
◎開山忌法要・能楽奉納・写経　6月13日(土)

◎念仏と法話の会　6月16日(火)

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【法事について】
オリンピック・パラリンピックが延期になりましたので、
7月22日（水）～9月6日（日）法事の受付を再開致します。

【御朱印代変更について】
令和2年4月1日から御朱印代を300円から500円に変更致しました。

墓参される皆様へ
梅窓院では、新型コロナウイルスの

感染拡大防止のため、安全衛生対策
を強化し、各所に除菌水の設置や換
気の対応をしております。ご来寺され
た際、手指消毒にご利用下さい。
また、マスクのご持参・ご着用、咳エ
チケットなど可能な範囲にてご協力頂
けますと幸いです。
体調にご不安のある方はくれぐれも

ご無理なさらないようお願い致します。
大変恐縮ですが、どうぞご理解とご

協力のほど、よろしくお願い致します。

お
檀
家
さ
ん
に

　伺
い
ま
し
た

※法要の様子を梅窓院ホームページにてライブ中継予定です。
詳しくはホームページをご覧下さい。
梅窓院ホームページ https://www.baisouin.or.jp/

春彼岸には父の供養で訪れました。い
つも父と一緒にいる感覚で日常生活を
送っているのですが、お彼岸という区
切りに気持ちを整理するため、お墓を
きれいにしました。
梅窓院に墓地を持つことに決めたの
は、泉上人に親切にして頂いたことが
きっかけでした。立地も良く、バリアフ
リー化に力を入れているだけあって安
心して歩きやすいのでお参りの際は大
変助かっています。ご僧侶や職員がとて
も親切な梅窓院で、父は安心して眠れ
ていると思います。




