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住
職
挨
拶

　
梅
窓
院
第
二
十
五
世
　

中
島 

真
成

今
年
は
暑
い
夏
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
さ
ま
お
元

気
で
、
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
で
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
で
し
ょ
う
か
。

猛
暑
、
熱
帯
夜
、
酷
暑
と
い
う
言
葉
が
日
常
語
に

な
っ
た
今
夏
で
す
が
、
幸
い
に
も
梅
窓
院
の
お
墓
参

り
で
熱
中
症
や
具
合
の
悪
く
な
っ
た
方
は
ひ
と
り
も

い
ら
っ
し
ゃ
ら
ず
、
住
職
と
し
て
は
一
安
心
と
い
う

と
こ
ろ
で
す
。

山
門
脇
の
冷
房
の
き
い
た
休
憩
所
に
は
冷
た
い
麦

茶
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
墓
地
の
各
所
に

も
休
憩
所
を
設
け
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
お

休
み
処
も
少
し
は
お
役
に
立
っ
て
い
た
の
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

そ
れ
に
、
暑
さ
が
お
さ
ま
る
夜
に
お
参
り
す
る
方

も
多
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
当
院
の
受
付
時
間
は
午

後
七
時
三
十
分
ま
で
で
す
が
、
一
晩
中
墓
地
へ
の
出

入
り
は
で
き
ま
す
の
で
、
ご
先
祖
さ
ま
に
お
会
い
し

た
く
な
っ
た
時
は
い
つ
で
も
お
参
り
が
で
き
ま
す
。

さ
て
、
墓
地
管
理
費
の
改
訂
の
お
願
い
の
件
で
す

が
、
詳
し
く
は
本
紙
の
八
面
で
経
緯
も
含
め
記
し
ま

し
た
。

こ
の
挨
拶
で
も
重
ね
て
お
知
ら
せ
し
て
き
ま
し
た

が
、
整
備
さ
れ
た
墓
地
を
維
持
し
、
ま
た
高
齢
化
に

向
け
て
の
人
的
サ
ー
ビ
ス
な
ど
で
、
よ
り
お
参
り
し

や
す
く
す
る
た
め
に
お
願
い
さ
せ
て
い
た
だ
く
改
訂

で
す
。
本
紙
が
お
手
元
に
届
い
た
後
に
、
皆
様
に
そ

れ
ぞ
れ
の
改
訂
の
額
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
の

で
、
ご
理
解
、
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お
願

い
致
し
ま
す
。

梅窓院から望む幻想的な満月

「墓地管理費改訂のお願い」が8面に掲載されています。  必ず  ご覧下さい。
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先
日
、
友
人
の
母
が
極
楽
往
生
さ
れ
ま
し
た
。

結
婚
が
決
ま
っ
た
頃
、
末
期
癌
が
発
見
さ
れ
、
式

当
日
に
は
か
な
り
進
行
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
友

人
は
尼
僧
で
あ
り
、
父
が
先
に
亡
く
な
っ
た
為
、

母
が
住
職
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
の

結
婚
。
後
継
者
も
決
ま
り
、
住
職
で
あ
る
母
の
喜

び
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
、
式
で
精
一
杯
、
と
て
も
披
露
宴
は
出
席
で
き

な
い
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
母
へ
の
感
謝
の
手
紙

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
母
と
し
て
、
住
職
と
し

て
も
お
寺
の
仕
事
を
一
か
ら
教
え
て
貰
っ
た
こ
と

な
ど
を
思
え
ば
、
冒
頭
の
詠
の
よ
う
な
心
境
だ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
私
た
ち
念
仏
す
る
者
と
阿
弥
陀
様
は
、

親
子
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
と
説
か
れ
ま
す
。
こ

の
こ
と
を
親
縁
と
呼
び
ま
す
。
私
た
ち
が
父
や
母

を
思
い
、
呼
べ
ば
応
え
て
く
れ
見
守
っ
て
く
れ
る

よ
う
に
、
阿
弥
陀
様
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
名
を
念

じ
、
称
え
れ
ば
聞
い
て
下
さ
り
見
守
っ
て
下
さ
っ

て
い
ま
す
。
ま
る
で
千
の
風
の
よ
う
で
す
ね
。
い

つ
い
か
な
る
と
き
も
、
仏
様
が
、
亡
き
親
が
見

守
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
生
活
し
た

い
も
の
で
す
。
こ
の
お
十
夜
の
御
縁
に
阿
弥
陀
仏

を
念
じ
、
私
た
ち
全
て
を
温
か
く
見
て
下
さ
る
、

仏
様
、
親
様
の
温
も
り
を
身
近
に
感
じ
て
み
ま
せ

ん
か
。

暁
烏
　
敏

一
億
の
人
に
一
億
の
母
あ
れ
ど

　
わ
が
母
に
ま
さ
る
母
あ
ら
め
や
も

十
夜
に
よ
せ
て

日
時
:
十
一
月
二
十
日
（
土
）

十
夜
法
要
　

　
午
後
四
時
〜
　
本
堂

法
　
　
話
　

　
法
要
終
了
後
〜
　
本
堂

　
講
師
　
佐
藤
　
隆
常
　
上
人

芋
煮
会

　
境
内
・
観
音
堂
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

十
夜
法
要

芋
煮
会

平成21年度、十夜法要の様子。

（
法
務
）

し
ん
ね
ん

あ
け
が
ら
す
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十
夜
法
要
で
は
「
塔
婆
」
と
「
短
冊
」
の
ご
回

向
が
選
べ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
申
込
方
法
・
料
金
が

異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

ま
た
ご
回
向
は
「
○
○
家
先
祖
代
々
」
の
み
と

さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。

○
お
申
込
方
法

塔
婆
―
同
封
葉
書
に
記
入
の
上
、
十
一
月
十
一

日
必
着
で
お
申
込
下
さ
い
。

短
冊
―
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
頂

く
か
、
当
山
受
付
ま
で
お
持
ち
下
さ
い
。
銀

行
・
コ
ン
ビ
ニ
で
の
支
払
は
出
来
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
。

十
夜
回
向
に
関
す
る
お
知
ら
せ

郡上市・港区中学生体験研修
8月9日（火） 

郡上市・港区の交流事業の一環として中学生の
皆さんが、ご僧侶と商店街の方に港区と郡上市
の関係についてお話を聞きに来られました。

「南青山名人になろう」というテーマ学習で梅窓
院へ来てくれました。皆さん熱心に質問をし、仏
教に触れていました。

青南小学校生徒訪問
7月9日（金）

●●●プロフィール
透明感溢れる歌声のシンガーソングライター。地元富山

でヴァイオリンとのユニットSora（ソラ）を結成してから

すぐにTVドラマの主題歌に抜擢され、北陸各地のイベン

トにも多数参加。2003年にメジャーデビュー後、2007

年にはソロアルバムをリリース。一方で他アーティストへの楽曲提供も始め、自らのライ

ブ・制作活動にもJazzやPopsなど幅を広げつつ精力的に取り組んでいる。

今年もシンガーソングライターの
高田なみさんの特別ライブを
開催します！

高田なみ特別ライブ
たか   た

今年度より、原則として法要に参列された方の

み芋煮をふるまわせて頂きます。ただし、遅れて

きたご家族の方にも芋煮のふるまいをさせて頂

きますので法要に参加される際、法要受付に必

ずお立ち寄り頂きご相談下さい。

ご家族お誘い合わせの上ご参加下さい。

芋煮会

今年も熱々の芋煮を
用意しております。 

動 報活 告

塔
婆
回
向 

一
霊
　
七
〇
〇
〇
円

短
冊
回
向 

一
霊
　
三
〇
〇
〇
円

ご注意
今年度から法要に
参列された方のみ
になります。
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今
も
伝
わ
る
凌
霜
の
こ
こ
ろ

　
│ 

郡
上
藩
凌
霜
隊
一
四
〇
年
記
念
事
業
開
催 

│

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
八
日
、
郡
上
藩
凌
霜
隊
が
謹
慎
を

解
か
れ
て
一
四
〇
年
目
に
あ
た
る
今
年
。
記
念
事
業
が
郡
上
市

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
午
後
二
時
よ
り
城
山
の
中
腹
に
建
立
さ

れ
て
い
る
凌
霜
隊
慰
霊
碑
前
で
慰
霊
祭
が
行
わ
れ
、
岐
阜
県
郡

上
市
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
で
講
演
会
と
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

凌
霜
隊
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
名
前
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
明

治
維
新
の
戊
辰
戦
争
で
、
徳
川
方
に
つ
い
た
郡
上
藩
の
有
志
四

五
名
の
呼
び
名
で
す
。

同
じ
よ
う
に
徳
川
方
に
つ
い
た
会
津
の
白
虎
隊
は
青
少
年
で

構
成
さ
れ
、
か
つ
自
刃
し
た
こ
と
で
有
名
で
す
が
、
凌
霜
隊
も

凌
霜
と
い
う
言
葉
を
今
に
残
す
、
郡
上
で
は
現
在
に
語
り
継
が

れ
る
有
志
た
ち
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
子
孫
が
何
人
も
梅
窓
院

の
檀
家
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
そ
の
慰
霊
祭
、
記
念
講
演
会
と
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
模
様

を
お
届
し
、
凌
霜
隊
の
豆
辞
典
を
特
集
し
ま
す
。

奉納された凌霜隊詩吟剣舞。フォーラムが行われた会場のエントランスホールには
凌霜隊の紹介パネルが展示された。

14：00～〈慰霊祭〉
〈居合術および凌霜隊詩吟剣舞奉納〉
会　場：城山中腹慰霊碑前

15：30～〈記念講演会〉
演　題：「伝え聞く郡上藩凌霜隊」
講　師：田代芳寛氏（塩原温泉  和泉屋旅館  栃木県）
〈フォーラム〉
会　場：郡上市総合文化センター

■郡上藩凌霜隊140年記念事業タイムテーブル

郡
上
藩
凌
霜
隊

特
集

ぐ
じ
ょ
う
は
ん

り
ょ
う
そ
う
た
い
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青山家に先祖代々伝わる金の弩標と葉菊
の紋です。弩とは大弓のことで、標の字は徳
川家から授かったことを意味しています。葉
菊は霜を凌ぎ美しく咲く菊の花で、この精神
が郡上の人々に伝えられています。郡上おど
りの「かわさき」の歌詞にも歌われています。

慰霊碑の前での記念写真。参列者が中央の青山 氏、 夫妻を囲むように並んだ。左端が 郡上市長。 地元の各宗派の僧侶による
供養の読経が響き渡った。

フォーラムで壇上から
凌霜隊について話す
中島住職。

凌霜隊の子孫と郡上藩の殿様が一堂に会したフォーラムとなった。

『
郡
上
お
ど
り
』
こ
の
全
国
的
に
有
名
な
伝

統
芸
能
と
同
様
、
岐
阜
県
郡
上
で
忘
れ
て
な
ら

な
い
の
が
、
凌
霜
隊
で
す
。

薩
長
連
盟
と
旧
幕
府
で
戦
わ
れ
た
戊
辰
戦

争
、
徳
川
方
に
つ
い
た
武
士
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
会
津
戦
争
で
幕
府
の
応
援
に

駆
け
付
け
た
中
で
、
唯
一
組
織
的
に
ま
と
ま
っ

て
い
た
の
が
、
凌
霜
隊
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ

の
歴
史
を
今
に
伝
え
よ
う
と
い
う
の
が
、
今
回

の
こ
の
記
念
事
業
で
す
。

慰
霊
祭
で
は
地
元
悟
竹
院
の

住
職

導
師
の
も
と
法
要
が
執
り
行
わ
れ
、
郡
上
の

市
長
を
は
じ
め
参
列
者
が
焼
香
し
て
霊

を
弔
い
ま
し
た
。
慰
霊
祭
後
に
凌
霜
隊
坂
田
副

隊
長
の
剣
術
の
流
れ
を
汲
む

氏
に
よ

る
居
合
術
お
よ
び
凌
霜
隊
詩
吟
剣
舞
が
奉
納
さ

れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
会
場
を
移
し
た
記
念
講
演
会
で
は

凌
霜
隊
が
栃
木
県
塩
原
温
泉
で
長
期
逗
留
を
し

た
和
泉
屋
旅
館
の

代
表
が
講
演
。
同

旅
館
に
と
っ
て
は
大
恩
人
と
な
る
凌
霜
隊
に
つ

い
て
幅
広
い
角
度
か
ら
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
凌
霜
隊
の
子
孫

十
名
を
含
む
関
係
者
十
七
名
が
壇
上
に
上
が

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
凌
霜
隊
へ
の
想
い
な
ど
を
語

り
ま
し
た
。

郡
上
藩
主
青
山
家
十
四
代
後
見
人
で
あ
る
青

山

氏
が
凌
霜
隊
子
孫
に
「
お
帰
り
な
さ

い
」
と
労
を
ね
ぎ
ら
う
言
葉
を
か
け
る
と
、
十

名
の
子
孫
た
ち
が
、
あ
た
か
も
当
時
の
凌
霜
隊

員
に
も
ど
り
、
郡
上
藩
の
殿
様
か
ら
そ
の
功
績

を
認
め
て
く
れ
た
か
の
よ
う
に
、
安
堵
し
た
晴

れ
や
か
な
顔
と
な
り
ま
し
た
。

凌
霜
隊
の
子
孫
が
墓
苑
に
眠
る
梅
窓
院
の
中

島
真
成
住
職
も
そ
の
や
り
と
り
を
感
慨
深
げ
に

見
つ
め
て
い
ま
し
た
。 ご 

ち
く
い
ん

どひょう

郡
上
青
山
家
の
紋
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Q1慶
應
四
年（
一
八
六
八
）四
月
十
日
、朝
廷
方（
官

軍・新
政
府
軍
）に
く
だ
っ
た
幕
府
方（
賊
軍・徳
川

方
）が
江
戸
城
無
血
開
城
す
る
前
夜
、江
戸
か
ら

脱
走
し
徳
川
の
陸
海
軍
将
士
や
譜
代
諸
藩
と
共
に

戦
っ
た
郡
上
藩
の
藩
士
四
五
名
の
こ
と
を
言
い
ま

す
。郡

上
藩
江
戸
屋
敷
に
い
た
家
老
の
朝
比
奈
藤
兵

衛
が
殿
様
で
あ
る
青
山
家
と
徳
川
家
と
の
縁
な
ど

を
考
え
て
隊
を
結
成
し
た
よ
う
で
す
が
、徳
川
方

に
つ
き
た
い
と
い
う
藩
士
の
強
い
希
望
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。 凌

霜
隊
っ
て
？

誰
が
隊
員
に
な
っ
た
の
？

Q3朝
比
奈
家
老
の
息
子
で
弱
冠
十
七
歳
の
朝
比
奈

茂
吉
が
隊
長
と
な
り
、副
隊
長
以
下
、坂
田
林
左

衛
門（
五
二
歳
）を
は
じ
め
と
し
た
郡
上
藩
士
三
九

名
と
小
者
六
名
が
隊
員
に
な
り
ま
し
た
。

江
戸
城
を
出
て
か
ら
小
山
、宇
都
宮
、大
内
な
ど

六
か
所
で
戦
い
、最
後
は
会
津
で
白
虎
隊
と
一
緒

に
戦
い
ま
し
た
。

ど
こ
で
戦
っ
た
の
？

Q5
何
を
し
た
の
？

Q4幕
府
軍
に
味
方
し
て
、薩
長
を
中
心
と
す
る
朝

廷
方
と
戦
い
ま
し
た
。ち
な
み
に
戦
争
が
始
ま
っ
た

明
治
元
年
の
干
支
か
ら
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
の
が

戊
辰
戦
争
で
、鳥
羽・伏
見
の
戦
い
、上
野
の
戦
い
、

会
津
の
戦
い
、五
稜
郭
の
戦
い
な
ど
の
総
称
で
す
。

Q2
ど
う
し
て
つ
く
っ
た
の
？

■凌霜隊進行図（　 ：戦闘地／（　）：月日） ■凌霜隊士一覧

朝比奈　茂吉＊
坂田林左衛門
速水　小三郎
小野　　三秋
小出於菟次郎
菅沼　銑十郎
氏井儀左衛門
中岡　弾之丞
尾嶋　左太夫
田中　亀太郎
桑原　艦次郎
松尾　　才治
山脇　金太郎
武井　　安三
売間　　直次
米沢　小源治
岡本　　文造＊
矢野原　与七
中瀬　鐘太郎＊
鈴木　　三蔵
池尾　幾三郎
山片　　俊三
山脇　　鍬橘＊

年齢
17
52
47
46
44
42
41
25
37
29
23
26
17
44
33
34
39
39
22
35
26
35
20

役職 役職隊士名 隊士名 年齢
24
22
30
41
21
36
20
24
37
41
25
22
28
23
41
25

斎藤巳喜之助
浅井　晴次郎
牧野　　平造
金子　勇次郎
小泉　勇次郎
土井　　重造
石井　音三郎
山田　熊之助
白岩　　源助
斎藤　　弥門
中村　國之助
山田　惣太郎
野田　　弥助
安村　敬三郎
岸本　伊兵衛
林　　定三郎
孫太郎
源　蔵
藤　平
久　七
久次郎
小三郎

隊長
副隊長
副隊長兼参謀
医師

隊員

隊員

小者

■梅窓院で葬儀を行った記録のある方。　＊梅窓院檀家

梅窓院にて葬儀の記録があるのが9名、現檀家が4名です。

こ
れ
で
わ
か
る
「
凌
霜
隊
　
　
　
　
　
」

辞
典

豆

朝比奈茂吉

郡
上
藩
凌
霜
隊

特
集

ぐ
じ
ょ
う
は
ん

り
ょ
う
そ
う
た
い

山梨県

群馬県

栃木県

茨城県

埼玉県

東京都

千葉県

新潟県

福島県

水戸

宇都宮
（4.23）

今市
（4.24）

塩原
横川

田島（8.28）

大内

関山

若松

前橋

さいたま

古河
関宿
境

小山

行徳東京
江戸

千葉

（5.19～8.22）

（8.30～9.1）

（9.2～4）

（9.23）

（8.24～28）

（4.16）
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Q6塩
原
で
は
三
カ
月
間
和
泉
屋
旅
館
に
滞
在
し
ま

し
た
。

会
津
藩
の
命
令
は
塩
原
を
焼
き
払
っ
て
会
津
に

向
か
え
と
い
う
も
の
で
し
た
が
、凌
霜
隊
は
お
世
話

に
な
っ
た
旅
館
を
焼
き
払
え
ず
に
、解
体
し
て
再
建

で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。和
泉
屋
旅
館
は
そ
の

恩
義
を
今
も
感
じ
て
い
ま
す
。

ま
た
、妙
雲
寺
と
い
う
お
寺
も
同
様
に
凌
霜
隊

の
お
か
げ
で
焼
失
を
逃
れ
ま
し
た
。臨
済
宗
の
お

ど
う
し
て
牢
屋
に

入
れ
ら
れ
た
の
？

Q8戊
辰
戦
争
に
勝
っ
て
官
軍
と
な
っ
た
朝
廷
方
か

ら
み
れ
ば
、徳
川
に
つ
い
た
賊
軍
は
敵
で
あ
り
、悪

者
だ
か
ら
で
す
。

ち
な
み
に
郡
上
藩
で
は
江
戸
屋
敷
で
朝
比
奈
家

老
が
凌
霜
隊
を
結
成
し
た
頃
、郡
上
で
は
鈴
木
彦

左
衛
門
家
老
が
郡
上
藩
と
し
て
は
朝
廷
方
に
つ
こ

う
、と
い
う
決
断
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

で
す
が
、ど
っ
ち
が
勝
つ
か
わ
か
ら
な
い
戦
で
は
、

そ
れ
ま
で
も
ど
っ
ち
が
勝
っ
て
も
自
分
の
血
筋
が
絶

え
な
い
よ
う
に
、敵
味
方
の
両
方
に
つ
く
作
戦
は
当

た
り
前
で
し
た
。凌
霜
隊
に
も
そ
ん
な
背
景
が
あ

る
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
後
は
ど
う
な
っ
た
の
？

Q9郡
上
の
赤
谷
に
あ
る
揚
屋（
牢
屋
の
こ
と
）に
入

牢
と
な
っ
た
凌
霜
隊
は
長
敬
寺
に
移
さ
れ
、明
治

三
年（
一
八
七
〇
）二
月
十
九
日
に
謹
慎
が
解
か
れ

て
自
由
の
身
に
な
り
ま
し
た
。で
す
が
、世
間
の
冷

た
い
目
に
隊
員
の
ほ
と
ん
ど
が
郡
上
を
離
れ
ま
し

た
。

凌
霜
隊
は
勝
っ
た
？

そ
れ
と
も
降
伏
し
た
の
？

Q7会
津
城
で
の
戦
い
で
、会
津
藩
が
降
伏
し
、そ
れ

と
同
時
に
凌
霜
隊
も
降
伏
し
ま
し
た
。朝
廷
方
に

つ
か
ま
り
、江
戸
経
由
で
郡
上
へ
送
ら
れ
ま
し
た
。

郡
上
近
く
か
ら
凌
霜
隊
は
囚
人
が
乗
る
唐
丸
籠

に
乗
せ
ら
れ
て
、自
分
達
の
藩
に
帰
り
、牢
屋
に
入

れ
ら
れ
ま
し
た
。

凌
霜
隊
が
解
散
し
て
七
十
年
経
っ
た
昭
和
十
二

年
、郷
土
再
興
の
た
め
の
人
材
育
成
を
目
的
に
し

た
凌
霜
塾
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。会
津
戦
争
で
白

虎
隊
と
全
く
同
じ
行
動
を
し
な
が
ら
、白
虎
隊
が

義
戦
を
た
た
え
ら
れ
た
の
に
対
し
、賊
名
を
着
せ

ら
れ
て
空
し
く
散
っ
た
凌
霜
隊
へ
の
想
い
が
今
に

続
い
て
い
る
の
で
す
。ち
な
み
に
、会
津
の
飯
盛
山

に
は
凌
霜
隊
之
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

凌
霜
隊
の
精
神
が

今
に
残
っ
て
い
る
の
は
、な
ぜ
？

Q10正
確
な
数
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

で
す
が
、隊
員
の
う
ち
九
人
が
梅
窓
院
で
葬
儀

を
行
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、子

孫
で
今
で
も
梅
窓
院
の
檀
家
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

が
、わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
隊
長
の
朝
比
奈
家
を
は

じ
め
四
軒
あ
り
ま
す
。

子
孫
は
何
人
残
っ
て
い
る
の
？

Q11

寺
で
す
が
、後
日
、郡
上
で
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
て
い

た
凌
霜
隊
を
助
け
る
働
き
か
け
を
し
て
く
れ
て
い

ま
す
。

直
接
戦
争
と
か
か
わ
り
の
な
い
人
た
ち
に
や
さ

し
い
手
を
差
し
伸
べ
た
凌
霜
隊
。そ
し
て
そ
の
や
さ

し
さ
を
忘
れ
ず
に
凌
霜
隊
を
助
け
た
人
た
ち
。義

理
と
恩
義
の
心
あ
た
た
ま
る
話
で
す
。

会津城から車で約５分ほどの飯盛山の山
腹に、その功績から会津藩以外で唯一建
てられた凌霜隊の慰霊碑がある。

凌霜隊が塩原の戦いで長逗留した和泉屋旅館。今回
の記念事業で和泉屋旅館の 代表が講演された。

あ
が
り
や

和
泉
屋
旅
館
と
の

関
係
を
教
え
て
？

い
ず
み

※
こ
の
記
事
を
お
読
み
に
な
っ
て
、ご
自
分
の
祖
先
が

凌
霜
隊
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
ら
梅
窓
院
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。
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総本山知恩院第八十六世門跡

行
事
予
定

十
一
月
十
三
日（
土
）

開
場 

午
後
三
時
〜

開
演 

午
後
四
時
〜
　
祖
師
堂

※
詳
し
く
は
同
封
の
チ
ラ
シ
を

　
ご
覧
下
さ
い
。

フ
ァ
ン・デ
ン・フ
ッ
ク

ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル

十
一
月
二
十
日（
土
）

法
要
／
特
別
ラ
イ
ブ
／
芋
煮
会

法
要
開
始 

　
午
後
四
時
〜

十
夜
法
要

　前号にて皆様にはお知らせしていますが、来年度より墓地管理費（墓地使用者から墓地面積に応じて負担いただく   
費用）の改訂を行います。12年間据え置いていた管理費の改訂になります。すでに総代会、役員会での決議は済んで    
おりますが、その理由や経緯などをお知らせし、皆様のご理解、ご協力をいただきたくお願い申し上げます。

墓地管理費改訂のお願い

ご先祖様のお参りをいつまでも気持ち良く続けられるための改訂です。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

●平成15年以降からの小型墓地新設で管理費の見直しが必要となりました
●管理費支出における管理費収入の占める割合をあげることにしました
●墓苑内の共用部分の修繕費用の積立が必要となりました（余剰金の活用）
●墓参における高齢化に伴う人的サービス向上をはかることにしました
●梅窓院墓苑全体の品位を維持していくことにしました

改訂の
理由

●墓地区画の変化にともなう管理費の見直しが必要となりました
●管理支出と管理費収入のバランスを見直しました
●管理費適正額を検討し新管理費を設定しました
●総代会、役員会で検討、協議を重ねた結果、決議（平成22年3月、5月）させていただきました
●檀信徒の皆様には以下のようにお知らせさせていただいております
　「平成22年会計報告書（『青山』47号に同封）、同48号、盂蘭盆会と秋彼岸法要」
【今後の流れ】
●各家の新管理費のご案内を発送いたします（10月末～11月上旬予定）
●檀信徒の皆様からご意見、同意書面のご提出をお願いいたします
●新管理費での「納付のお願い」を発送いたします（平成23年2月予定）

改訂の
流れ

●0.25平方メートルにつき、年額2400円の管理費とさせていただきます
※従来の管理費は１平方メートルごとに年額3000円というスライド式でした

●ご希望により分割による納入も可能とさせていただきます

改訂管理費
の詳細

●共用部分（墓苑内参道など）の清掃、修繕など
●植栽の手入れ
●休憩所、水場などの施設の清掃、管理
●夜間センサーライトの維持
●その他（将来の大規模修繕等に備えるための積立など）

墓地管理費
の使途




