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平
成
二
十
六
年
の
幕
開
け
も
、恒
例
行
事
と
な
り
つ
つ
あ
る

法
要
、修
正
会
で
始
ま
り
ま
し
た
。修
正
会
は
一
年
の
社
会
平
和

と
皆
さ
ん
の
幸
福
を
祈
願
す
る
法
要
で
す
。

　
昨
年
は
日
本
は
も
ち
ろ
ん
、世
界
的
な
規
模
で
の
天
候
不
順
で

世
界
各
地
が
色
々
な
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。言
わ
れ

続
け
て
き
た
温
暖
化
で
地
球
と
い
う〝
生
き
物
〞が
そ
の
様
相
を

大
き
く
変
化
さ
せ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
う
し
た
中
、本
年
の
修
正
会
は
今
ま
で
で
一
番
多
く
の
お
檀

家
様
に
お
参
り
頂
き
ま
し
た
。導
師
を
務
め
な
が
ら
、平
穏
な
普

通
の
日
々
が
続
く
こ
と
を
い
つ
も
よ
り
強
く
願
っ
た
次
第
で
す
。

　
さ
て
、昨
年
末
に
山
門
脇
に
建
立
し
た
ペ
ッ
ト
の
永
代
供
養

む

げ
こ
う
と
う

塔
、無
礙
光
塔
で
す
が
、多
く
の
方
の
大
切
な
ペ
ッ
ト
が
納
骨
供

養
さ
れ
始
め
ま
し
た
。

　
無
礙
光
塔
へ
の
納
骨
供
養
法
要
で
は
梅
窓
院
の
尼
僧
だ
け
で

法
要
を
執
り
行
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。女
性
の
読
経
は
男
性
の

読
経
に
比
べ
て
穏
や
か
で
や
さ
し
く
、ま
た
声
に
透
明
感
が
あ
り

ま
す
。そ
う
し
た
透
き
通
っ
た
読
経
が
響
く
中
、大
切
に
さ
れ
て

こ
ら
れ
た
ペ
ッ
ト
の
納
骨
供
養
を
執
り
行
っ
て
い
ま
す
。

　
続
い
て
、恒
例
の
団
体
参
拝
の
ご
案
内
で
す
。本
年
は
五
月
二

十
六
、二
十
七
日
の
一
泊
二
日
で
福
岡
の
久
留
米
に
あ
る
善
導
寺

を
訪
れ
ま
す
。

　
善
導
寺
は
浄
土
宗
を
開
宗
し
た
法
然
上
人
の
一
番
弟
子
、聖

光
上
人
が
開
い
た
お
寺
で
、浄
土
宗
の
大
本
山
の
一
つ
で
す
。現
在

の
法
主
は
梅
窓
院
と
同
じ
東
京
教
区
城
西
組
、赤
坂
浄
土
寺
の

前
住
職

台
下
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
だ
い
ぶ
前
に
も
団
参
で
訪
れ
て
い
ま
す
が
、今
回
は
宿
を
湯
布

院
に
と
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。人
気
の
温
泉
宿
で
日
頃
の
疲
れ
を

癒
し
て
頂
け
ま
す
。

　
善
導
寺
へ
向
か
う
途
中
で
は
太
宰
府
天
満
宮
に
お
参
り
、帰
る

日
に
は
別
府
に
寄
っ
て
地
獄
め
ぐ
り
を
す
る
予
定
で
す
。

　
詳
細
は
改
め
て
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
が
、参
拝
、宿
、食
事
と

ど
れ
を
と
っ
て
も
充
実
し
た
団
体
参
拝
に
致
し
ま
す
の
で
、ど
う

ぞ
ご
参
加
下
さ
い
。

、
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区
　
香
蓮
寺
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勝
崎 

裕
彦

弥
生
　 

花
見
月
・
夢
見
月

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
25
）

三
月
春
分
の
日
を
中
心
と
し
て
一
週
間

の
春
季
彼
岸
会
の
頃
か
ら
、
四
月
八

日
の
仏
生
会
・
花
祭
の
頃
ま
で
、
彼
岸
桜
の
先

が
け
に
は
じ
ま
っ
て
染
井
吉
野
や
山
桜
ま
で
、

日
本
列
島
は
桜
花
満
開
、
い
わ
ゆ
る
お
花
見

の
季
節
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
列
島
は
南

北
に
長
い
の
で
、
三
月
中
旬
、
い
や
最
近
で
は

三
月
上
旬
か
ら
は
じ
ま
る
桜
前
線
の
北
上

は
、
五
月
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
頃
も
青

森
・
北
海
道
へ
と
花
便
り
を
届
け
て
い
る
。

　
歌
や
句
の
世
界
で
は
、
花
と
い
え
ば
桜
。

今
回
は
桜
の
花
を
め
ぐ
っ
て
、
早
咲
き
の
一
輪

の
か
わ
い
さ
か
ら
、
満
開
の
爛
漫
た
る
美
し

さ
や
散
り
際
の
せ
つ
な
さ
ま
で
、
桜
に
ま
つ

わ
る
仏
教
俳
句
を
鑑
賞
し
て
、
桜
花
の
中
の

仏
心
を
見
つ
め
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
旧
暦
三
月
の
月
名
の
弥
生
は
よ

く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
、

花
月
・
桜
月
・
花
見
月
・
花
津
月
・
早
花
咲
月

（
さ
は
な
さ
き
月
）
な
ど
の
呼
称
は
い
ず
れ
も

桜
の
花
に
ち
な
ん
だ
美
し
い
月
名
で
あ
る
。
こ

の
中
、
花
月
は
「
か
げ
つ
」
と
読
め
ば
漢
語
に

お
け
る
三
月
の
異
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

初
ざ
く
ら
御
室
の
御
門
ひ
ら
き
け
り 

（
蝶
夢
）

初
花
や
法
事
戻
り
を
多
摩
河
原 

（
碧
童
）

　
蝶
夢
和
尚
は
、
天
明
期
の
京
都
俳
壇
に
重

き
を
な
し
た
人
で
、
浄
土
宗
帰
白
院
の
住
職

も
務
め
た
。
御
室
仁
和
寺
門
前
で
の
一
句
。

小
沢
碧
童
は
、
河
東
碧
梧
桐
の
門
人
で
、
一
時

自
由
律
に
転
じ
た
が
、
関
東
大
震
災
を
契
機

と
し
て
定
型
句
に
帰
っ
た
人
で
あ
る
。

観
音
の
甍
見
や
り
つ
花
の
雲 

（
芭
蕉
）

観
音
の
大
悲
の
桜
咲
き
に
け
り 

（
子
規
）

　
松
尾
芭
蕉
と
正
岡
子
規
の
浅
草
観
音
に
寄

せ
る
句
で
あ
る
。
芭
蕉
に
は
、
「
花
の
雲
鐘
は

上
野
か
浅
草
か
」
の
有
名
な
句
が
あ
る
。

寺
々
を
通
り
ぬ
け
け
り
花
ざ
か
り 

（
白
雄
）

大
い
な
る
二
つの
門
や
花
の
寺 

（
素
十
）

　
寺
の
門
、
寺
の
塀
に
桜
花
が
咲
き
ほ
こ
る
あ

り
さ
ま
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
加
舎
白
雄
は

江
戸
の
天
明
期
の
中
興
俳
諧
を
担
っ
た
人
で

あ
り
、
近
代
の
意
識
を
先
取
し
た
感
傷
性
を

持
っ
た
人
で
あ
る
。
高
野
素
十
は
虚
子
門
の

四
Ｓ
の
一
人
で
あ
り
、
水
原
秋
桜
子
、
阿
波
野

青
畝
・
山
口
誓
子
と
と
も
に
、
「
東
に
秋
素
の

二
Ｓ
あ
り
、
西
に
青
誓
の
二
Ｓ
あ
り
」
と
い
う

四
人
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
を
も
っ
て
讃
え
ら
れ
て
い

る
。

更
に
ま
た
法
の
花
ふ
れ
普
賢
像 

（
宗
因
）

夫
婦
墓
牡
丹
ざ
く
ら
の
紅
深
く 

（
秋
渓
子
）

　
西
山
宗
因
の
句
は
、
普
賢
像
桜
を
詠
ん
だ

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
花
び
ら
に
仏
法
の
教

え
の
触
れ
を
見
て
い
る
。
岸
秋
渓
子
の
句

は
、
文
字
通
り
仲
の
よ
い
夫
婦
を
愛
で
る
牡

丹
桜
の
真
紅
に
心
を
留
め
た
の
で
あ
る
。

花
散
り
て
ま
た
閑
か
な
り
園
城
寺 

（
鬼
貫
）

東
大
寺
湯
屋
の
空
ゆ
く
落
花
か
な 

（
魚
目
）

　
上
島
鬼
貫
の
句
は
、
寺
門
派
三
井
寺
園
城

寺
で
の
一
句
。
宇
佐
美
魚
目
は
、
橋
本
鶏
二
に

師
事
し
て
、
そ
の
主
宰
誌
『
年
輪
』
な
ど
で
活

躍
し
た
人
。
湯
殿
の
窓
か
ら
見
え
る
空
を
こ

ぼ
れ
散
る
花
び
ら
を
見
つ
め
て
、
こ
れ
は
ま

た
西
東
三
鬼
の
「
大
仏
殿
い
で
て
桜
に
あ
た

た
ま
る
」
と
は
趣
き
を
異
に
し
た
句
想
が
あ

る
。

　
こ
こ
ま
で
、
仏
教
に
か
か
わ
る
も
ろ
も
ろ
を

込
め
た
桜
に
ま
つ
わ
る
仏
教
俳
句
に
よ
っ
て
点

綴
し
て
き
た
が
、
堂
塔
伽
監
の
立
た
ず
ま
い
と

桜
花
と
の
似
合
い
・
つ
り
合
い
、
相
性
の
よ
さ

の
よ
う
な
も
の
が
よ
く
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
花
見
月
の
三
月
弥
生
の
旧
暦
の
異
称

の
中
に
、
別
に
夢
見
月
が
あ
る
。
卒
業
式
の

季
節
で
あ
る
現
今
の
三
月
に
、
卒
業
生
た
ち

の
明
る
く
輝
か
し
い
、
新
し
い
出
発
の
夢
を

ふ
く
ら
ま
せ
て
、
こ
の
旧
暦
の
月
名
で
あ
る

夢
見
月
を
記
し
加
え
て
結
び
た
い
。

 

（
大
正
大
学
学
長
）

一
月
の
行
事
報
告

　

修
正
会
と
お
雑
煮
の
振
舞
い
が
無
事

終
了
致
し
ま
し
た
。
元
旦
か
ら
沢
山
の

方
が
お
参
り
下
さ
い
ま
し
た
。

今年で5回目となる修正会法要。修正会の後におせちとお雑煮を楽しむ参拝者の皆さん。

訂正とお詫びのお知らせ : 前号本欄の、先代及び先々代室23回忌法要と十夜法要・芋煮会の
写真に入れ違いがございました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。

ぶ
っ
し
ょ
う
え

め

は
な
づ
き

は
や
は
な
さ
き
づ
き

お
む
ろ

し
ず

か

や

お

し
ら

た
か

あ

わ

の

の
す
じ
ゅ
う

せ
い
ほ

た
た



昨
年
、梅
窓
院
山
門
脇
に
お
い
て
お
檀
家
の
方
々
の
ご
要
望
を
受
け
ま
し
て
、

ペッ
ト
供
養
塔
を
建
立
し
、十
一
月
二
十
二
日
秋
晴
れ
の
中
、恭
し
く
開
眼
法
要

を
執
り
行
い
ま
し
た
。

私
の
自
坊
は
秋
田
県
横
手
市
と
い
う
田
舎
に
ご
ざ
い
ま
す
。そ
の
自
坊
で
は

さ
さ
や
か
な
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
寺
庭
婦
人
で
あ
り
ま
す
母
の
た
っ
て 

の
希
望
も
あ
り
、「
ど
う
ぶ
つ
の
お
墓
」を
建
立
し
供
養
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。お

寺
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、昔
か
ら
野
良
猫
が
通
っ
て
き
た
り
住
み
着
い

た
り
と
い
う
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。自
坊
で
も
通
って
き
た

り
人
か
ら
譲
ら
れ
た
り
拾
って
き
た
り
と
、 

猫
や
ら
犬
や
ら
ハム
ス
タ
ー
や
ら
と
、

も
う
か
れ
こ
れ
二
十
匹
以
上
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
か
。現
在
も
保
護
し
た
野
良

猫
八
匹
と
チ
ワ
ワ一匹
と
、家
族
仲
良
く
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
。

長
ら
く
動
物
と
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
と
、幾
度
と
な
く
別
れ
が
ご
ざ
い
ま
し

た
。自
坊
は
大
通
り
沿
い
に
面
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、目
と
鼻
の
先
で
野
良
猫

が
亡
く
な
って
い
る
こ
と
は
し
ょっ
ち
ゅ
う
で
し
た
。中
に
は
、見
知
っ
た
近
所
の
飼

い
猫
や
、面
倒
を
見
て
い
た
通
い
猫
の
時
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
時
、母

は
知
る
知
ら
ず
に
関
わ
ら
ず
涙
を
流
し
、せ
め
て
も
と
食
事
を
供
え
、柔
ら
か
い

と
こ
ろ
に
寝
か
せ
、一晩
中
付
き
添
って
供
養
を
し
て
お
り
ま
し
た
。私
の
目
に
は

そ
の
母
の
姿
が
、隔
て
な
く
慈
し
み
悲
し
む
そ
の
姿
が
、温
か
な
観
音
様
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

亡
き
人
の
供
養
、亡
き
動
物
の
供
養
に
は
様
々
な
形
、考
え
方
が
あ
る
か
と

存
じ
ま
す
。心
の
持
ち
よ
う
も
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ょ
う
。し
か
し
、生
前
を
偲
ん
で

出
来
得
る
限
り
の
こ
と
を
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
お
釈
迦
様
の
時
代
以
前
か

ら
不
変
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。お
彼
岸
の
折
、一切
衆
生
、隔
て
な
い
大
い

な
る
生
命
と
感
じ
つつ
手
を
合
わ
せ
、御
念
仏
を
お
称
え
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

（
法
務
部
）

昨
年
昨
年
、梅、梅
窓
院
窓
院
山
門
山
門
脇
に
脇
に
お
い
て
お
檀

ト
供
養
塔
を
建
立
し
、十
一
月
二
十

春
彼
岸
に
よ
せ
て

塔
婆
申
込
み
方
法

同
封
の
は
が
き
を
使
い
三
月
十
日（
月
）必
着
で
お
申

込
み
下
さ
い
。

塔
婆
回
向
料
は
一
本
七
千
円
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

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
で
の
お

振
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。）

お檀家様へお願い
3月18日～24日まで、境内駐車スペースは、お体のご不自由な方、車椅子をお使いの方の車を
優先とさせて頂きます。ご協力お願い致します。

※観音堂エントランスにてお呈茶しておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。

春
彼
岸
法
要
を
執
り

私
の

さ
さ
や

の
希
望

寺
と
い

た
り
と

り
人
か

も
う
か

八
ペッ
ト

車を

三
月
二
十
一日（
金
）

午
後
一
時
〜
地
下
二
階 

祖
師
堂

午午
後後

時

地
下下

階
祖祖
師
堂

彼
岸
寄
席

午
後
二
時
〜
地
下
二
階 
祖
師
堂

体のご不自由な方、車椅子をお使い

午午
後後
一
時
〜
地地
下下
二
階
祖祖
師
堂

午午
後後
二二
時時
〜
地
下下
二二
階階
祖祖
師師
堂堂

春
彼
岸
法
要

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

林
家
正
雀 

師
匠

昭
和
二
十
六
年
、山
梨
県
大
月
市
生
ま

れ
。昭
和
四
十
九
年
に
林
家
彦
六
師
匠
に

入
門
。昭
和
五
十
三
年
に
二
ツ
目
に
進

み
、正
雀
と
改
め
る
。昭
和
五
十
八
年
、真

打
に
昇
進
し
、現
在
も
幅
広
く
活
躍
中
。

春彼岸物産展
3月21日・22日
観音堂

彼
岸
と
は

お
釈
迦
様
が
大
切
に
さ
れ
た
中

道
、ど
ち
ら
に
も
偏
ら
な
い
、と
い
う

考
え
方
か
ら
春
と
秋
の
昼
と
夜
の

長
さ
が
同
じ
に
な
る
日
を
彼
岸
の

中
日
と
し
て
、そ
の
前
後
三
日
間
ず

つ
を
悟
り
を
得
る
た
め
の
修
行
を
行

う
彼
岸
と
し
ま
し
た
。同
時
に
彼
岸

で
あ
る
極
楽
浄
土
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

ご
先
祖
の
お
墓
詣
り
を
す
る
期
間

に
も
な
って
い
ま
す
。

今年も郡上八幡の特産品が梅窓
院にやってきます。
この機会にぜひお求め下さい。

梅窓院通信 No.693
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司
会
　
今
日
は
お
集
ま
り
頂
き
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
さ
っ
そ
く
で
す
が
、
梅
窓
院
に
新
し
く
ペ
ッ
ト

の
納
骨
供
養
塔
、
無
礙
光
塔
が
完
成
し
ま
し

た
。
森
さ
ん
が
運
営
の
責
任
者
と
伺
っ
て
い
ま

す
が
。

森
　
は
い
、
私
は
梅
窓
院
の
墓
苑
の
案
内
業
務

に
携
わ
っ
て
い
ま
す
が
、ペ
ッ
ト
の
納
骨
供
養
塔

に
も
携
わ
り
ま
す
。

司
会
　
ご
自
身
の
ペ
ッ
ト
は
。

森
　
柴
犬
を
何
匹
か
飼
っ
て
き
ま
し
た
。
亡
く

な
る
と
、
雑
木
林
に
埋
葬
し
た
り
、
役
所
で
火

葬
し
市
営
墓
地
の
ペ
ッ
ト
墓
に
埋
葬
し
て
き
ま

し
た
。
今
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
犬
、
ポ
メ

ラ
ニ
ア
ン
を
飼
っ
て
い
ま
す
が
、こ
の
ワ
ン
コ
が

い
な
く
な
る
こ
と
を
想
像
し
た
だ
け
で
泣
け
て

き
ま
す
。

司
会
　
津
村
上
人
も
ペ
ッ
ト
歴
が
長
く
、
多
い

と
聞
い
て
い
ま
す
が
。

津
村
　
は
い
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
ペ
ッ
ト
が
い
ま

し
た
。こ
ち
ら
東
京
で
は
猫
三
匹
で
す
が
、
実
家

で
あ
る
秋
田
の
お
寺
で
は
、
猫
八
匹
、
犬
一
匹

と
、ペ
ッ
ト
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
ね
。

司
会
　
す
ご
い
数
で
す
ね
。
亡
く
な
っ
た
ペ
ッ
ト

も
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

津
村
　
は
い
、
今
は
実
家
の
お
寺
の
境
内
に

ペ
ッ
ト
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
の
で
、そ
こ
に
納
骨

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
前
は
庭
の
一
画
や
近
く
の

山
に
埋
め
て
い
ま
し
た
。

　
ペ
ッ
ト
と
い
う
定
義
に
入
る
の
か
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、ザ
リ
ガ
ニ
や
昆
虫
も
埋
め
て
き
ま
し
た
。

司
会
　
泉
上
人
は
い
か
が
で
す
か
。

泉
　
昔
、
イ
ン
コ
を
飼
っ
て
い
ま
し
た
。
大
家
さ

ん
か
ら「
イ
ン
コ
に
」
と
も
ら
っ
た
野
菜
を
自
分

が
食
べ
て
い
た
一
人
暮
ら
し
の
大
学
時
代
の
話
で

す
け
ど
ね（
笑
）
。

　
そ
の
後
、
捨
て
猫
を
飼
い
ま
し
た
が
、一
緒
に

帰
省
し
た
ら
実
家
の
お
寺
で
飼
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
以
来
ペ
ッ
ト
が
飼
え
な
い
マ

ン
シ
ョ
ン
暮
ら
し
が
続
き
ま
し
た
が
、お
よ
そ
十

年
前
に
梅
窓
院
の
墓
苑
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
猫

が
何
匹
か
い
て
、そ
の
う
ち
の
死
に
か
け
て
い
た

一
匹
を
私
が
、一
匹
を
梅
窓
院
の
お
檀
家
さ
ん
が

飼
い
始
め
ま
し
た
。

　
オ
ー
ベ
ル
君
と
い
う
名
前
で
す
が
、
そ
の
猫

が
昨
年
秋
に
亡
く
な
り
、
梅
窓
院
の
ペ
ッ
ト
納

骨
供
養
の
第
一
号
と
し
て
無
礙
光
塔
に
納
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
梅
窓
院
の
墓
苑
で
拾
わ
れ
た
子

が
梅
窓
院
に
眠
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

司
会
　
お
持
ち
に
な
ら
れ
た
写
真
が
オ
ー
ベ
ル

「理想的なペット供養を考える」
無礙光塔（ペット納骨供養塔）建立記念座談会
む げ こう とう

無無無礙礙礙光光光塔塔塔（（（ペペペッットトト納納納骨骨骨骨供供供供養養養養養塔塔塔塔塔））））建建建建建立立立立立記記記念念座座座談談談談談会会会
む げげげ こう とう

山門脇に新たに建立された無礙光塔。

立立立記記念念念座座座談談会

か
つ
て
の
飼
い
犬
は
番
犬
で
、
そ
の
役
目
は
侵
入
者
か
ら
家

を
守
る
こ
と
で
し
た
。
屋
外
の
犬
小
屋
が
寝
床
に
な
り
、
残
り

物
の
ご
は
ん
や
味
噌
汁
な
ど
は
特
別
な
餌
で
し
た
。
そ
し
て
そ

の
お
墓
は
庭
の
片
隅
や
裏
山
で
、
家
族
が
掘
っ
た
穴
に
埋
め
ら

れ
、
木
切
れ
の
墓
標
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

今
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
か
ら
見
る
と
ま
さ
に
隔
世
の
感
で
す
。

今
の
ペ
ッ
ト
は
家
族
の
一
員
、
彼
ら
、
彼
女
ら
に
特
別
な
衣
食

住
が
用
意
さ
れ
る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
お
墓
も

変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ペ
ッ
ト
を
飼
っ
て
い
る
梅
窓
院
僧
侶
と
職
員
に
ペ
ッ
ト
の
理

想
的
な
供
養
を
伺
い
ま
し
た
。

今回は梅窓院の中でペット好きな三人にお集まり頂きました。

む

げ
こ
う
と
う
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君
で
す
か
。

泉
　
え
え
、そ
し
て
こ
の
猫
の
置
物
が
一
緒
に
飼

い
始
め
た
お
檀
家
さ
ん
か
ら
贈
ら
れ
た
置
物

で
、
分
骨
用
の
置
物
に
し
て
い
ま
す
。

司
会
　
そ
う
で
す
か
、
兄
弟
猫
を
飼
わ
れ
て
い

る
お
檀
家
さ
ん
で
す
ね
。い
い
話
で
す
ね
。

　
皆
さ
ん
に
と
っ
て
理
想
的
な
ペ
ッ
ト
の
見
送
り

方
、そ
し
て
供
養
の
仕
方
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

森
　
無
理
な
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、一
緒

の
お
墓
の
中
に
並
ん
で
入
れ
れ
ば
幸
せ
で
す
ね
。

司
会
　
今
は
家
族
同

様
、そ
う
望
ま
れ
る
方

が
多
い
よ
う
で
す
ね
。

梅
窓
院
墓
苑
で
は
そ

れ
が
出
来
な
い
の
は

残
念
で
す
が
。

津
村
　
私
は
僧
侶
で

あ
り
寺
院
側
で
す
か

ら
、ペ
ッ
ト
は
家
族
同

様
で
も
人
間
で
は
な

く
動
物
で
す
の
で
、で
き
れ
ば
、
動
物
と
し
て
尊

重
し
、一
匹
一
匹
に
墓
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
理
想
論

で
す
ね
。

泉
　
私
は
泉
家
ペ
ッ
ト
の
墓
を
泉
家
の
墓
の
隣

に
建
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、と
思
い
ま
す
。

司
会
　
な
る
ほ
ど
、
形
態
に
差
こ
そ
あ
れ
、
人

間
同
様
に
見
送
り
、
ち
ゃ
ん
と
お
墓
を
作
っ
て

供
養
し
た
い
と
い
う
の
が
、
皆
さ
ん
共
通
の
想
い

で
す
ね
。

　
ま
さ
に
ペ
ッ
ト
供
養
の
理
想
で
す
が
、
梅
窓

院
の
無
礙
光
塔
も
そ
う
い
う
理
想
に
近
づ
く
も

の
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

泉
　
納
骨
供
養
第
一
号
と
し
て
は
と
て
も
嬉
し

く
思
っ
て
い
ま
す
。

津
村
　
棚
経
で
檀
信
徒
さ
ん
の
御
宅
に
伺
う
と

し
ば
し
ば
ペ
ッ
ト
の
ご
遺
骨
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。そ
う
い
う
方
に
と
っ
て
無
礙
光

塔
は
理
想
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
境

内
地
に一
緒
に
眠
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
ら
。

森
　
昔
か
ら
考
え
た
ら
ペ
ッ
ト
を
取
り
巻
く
環

境
が
す
ご
く
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
無
礙

光
塔
は
そ
う
し
た
変
化
に
対
応
し
た
も
の
だ
と

思
い
ま
す
し
、
既
に
数
十
件
の
申
し
込
み
が
あ

る
の
が
、そ
の
証
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

司
会
　
な
る
ほ
ど
、
今
の
社
会
が
求
め
て
い
る

ペ
ッ
ト
供
養
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　
今
回
は
梅
窓
院
の
中
で
も
ペ
ッ
ト
好
き
の

皆
さ
ん
に
お
集
ま
り
を
頂
き
ま
し
た
が
、
梅

窓
院
内
で
の
事
前
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
現

在
ま
た
は
以
前
飼
っ
て
い
た
方
が
75
％
と
４

人
中
３
人
で
し
た
。
ま
っ
た
く
飼
っ
た
こ
と

が
な
い
方
は
25
％
で
し
た
。
飼
っ
た
こ
と
の

な
い
方
の
中
に
は
家
族
同
様
に
呼
ん
だ
り
す

る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
方
も
い
ま
し

た
。
で
す
が
、
無
礙
光
塔
建
立
は
ペ
ッ
ト
愛

好
者
に
と
っ
て
嬉
し
い
選
択
肢
の
ひ
と
つ
に

な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
、
塔
の

側
面
の
墓
誌
が
ど
ん
ど
ん
埋
ま
っ
て
い
く
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

泉上人の愛猫オーベル君の写真と
分骨用の猫の置物。

無礙光塔納骨第一号となった泉家のペット、
オーベル君の納骨供養でその流れを見てみます。

ご希望により塔婆建立、彫った墓誌を塔横の
壁面にはめ込みます。

塔の左側奥に塔婆
立てがあります。

法務部に在籍する津村祥
徳上人。秋田九品寺出身。
棚経の時にペットのお骨
をたまに見ることがあるそ
うです。

執事長の泉博道上人。奥
様は尼僧の一人で詠唱を
担当されています。

塔の右側壁面に
墓誌をはめ込むこ
とができます。

ペットの骨壺を庶務に手渡しして無礙光塔
内に納めます。

塔内には棚が設えて
あります。

読経の前に納骨します

ペットの供養法要は梅窓院に四人いる尼僧
が執り行います。

オーベル君の供養は北山彩心上人が
勤められました。

ご供養の読経をあげます

塔婆と墓誌の建立

ペット納骨供養

墓苑部長の森 さん。
梅窓院のお墓のご案内窓
口とともに無礙光塔の窓
口です。



◎
特
選

一
片
の
雲
な
く
島
の
冬
晴
る
る

◎
入
選

着
ぶ
く
れ
て
つ
い
心
ま
で
丸
く
な
る

紅
椿
仰
ぐ
に
さ
ら
す
喉
仏

初
春
や
新
た
な
杖
に
気
力
添
へ

石
蕗
の
黄
や
艶
も
つ
海
に
向
き
合
ひ
て

餅
い
く
つ
寝
坊
の
朝
に
母
の
声

御
巡
り
さ
ん
の
水
や
り
し
て
る
冬
す
み
れ

鼻
歌
の
や
う
な
小
声
を
冬
の
鹿

縁
側
の
日
向
に
猫
と
干
し
竿
と

◎
選
者
詠

雪
の
夜
の
文
字
盤
白
く
野
良
時
計

大
崎
　
紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

　
日
本
の
古
い
行
事
は
多
く
季
語
に
な
っ
て
い
て
、仏
教
行
事
も
た
く
さ
ん
季
語
に
な
っ

て
い
ま
す
。春
の
季
語
で
は
、彼
岸
会
、涅
槃
、開
帳
、遍
路
、花
祭
、花
御
堂
、甘
茶
、鐘

供
養
な
ど
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
イ
メ
ー
ジ
の
豊
か
な
季
語
で
す
の
で
、春
ら
し
い
明

る
さ
に
満
ち
た
句
が
で
き
る
は
ず
で
、こ
れ
ら
の
季
語
を
使
っ
た
句
に
挑
戦
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

大
崎
紀
夫

　次回は「春の季語」でご自由にお詠み下さい。
4月9日を締切り、6月発送予定の『お盆号』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

ウエップ編集室
電話03-5368-1870

　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。

投句募集

｢やぶれ傘｣会員募集

実
は
こ
の
店
、恵
比
寿
で
流
行
っ
て
い
る

に
ん
に
く
屋
さ
ん
を
手
本
に
し
た
店
だ
っ

た
の
で
す
が
、お
客
さ
ん
に
恵
ま
れ
て
二
店

目
を
神
楽
坂
に
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
神
楽
坂
を
拠
点
と
し
て
現
在
の

店
舗
展
開
が
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
青
山
に
あ
る
お
店
は
、麻
布
十
番

の
二
店
目
に
次
ぐ「
神
楽
坂

SH
U
N

」の

三
店
目
で
す
が
、そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
創
作

和
食
で
す
。今
で
こ
そ
創
作
は
珍
し
く
あ

り
ま
せ
ん
が
、う
ち
が
先
が
け
で
し
た
。私

は
神
戸
の
生
ま
れ
育
ち
、関
西
で
す
か
ら

和
食
と
い
う
と
京
懐
石
で
し
た
が
、京
懐

石
は
高
い
で
す
よ
ね
。そ
こ
で
創
作
と
い
う

言
葉
を
冠
し
て
旬
の
素
材
を
活
か
し
て
手

頃
な
価
格
で
提
供
す
る
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
た
の
で
す
。

料
理
は
突
き
詰
め
れ
ば
、美
味
し
い
か

ま
ず
い
か
。と
な
る
と
美
味
し
い
の
は
当
た

り
前
で
、そ
こ
に
何
を
足
せ
る
か
で
す
ね
。

幸
い
夫
も
食
べ
る
こ
と
が
好
き
で
、一
緒

に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
外
食
し
ま
し
た
が
、そ

の
経
験
か
ら
美
味
し
い
に
、リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
、

行
き
届
い
た
接
客
、癒
さ
れ
落
ち
着
く
空

間
、そ
し
て
感
じ
が
良
い
、の
四
つ
を
足
し

算
し
た
の
で
す
。

リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
は
今
は
コ
ス
パ（
コ
ス
ト

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）が
良
い
と
い
い
ま
す
が
、

納
得
で
き
る
価
格
は
大
切
で
す
。接
客
に

関
し
て
は
、従
業
員
の
誰
一
人
の
失
礼
も
許

さ
れ
ま
せ
ん
。現
在
、従
業
員
が
約
70
名
、

ア
ル
バ
イ
ト
が
約
200
名
い
ま
す
が
、ア
ル
バ

イ
ト
へ
の
教
育
も
徹
底
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
店
舗
の
作
り
方
。伊
右
衛
門
茶

の
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
イ
メ
ー
ジ
に
し

て
京
の
風
情
を
各
店
に
漂
わ
せ
て
い
ま
す
。

青
山
も
笹
を
塀
に
し
、シ
ン
プ
ル
な
暖
簾
、

暖
簾
を
く
ぐ
る
と
京
を
思
わ
せ
る
細
長
い

ア
プ
ロ
ー
チ
。玄
関
は
も
ち
ろ
ん
木
戸
で
す
。

店
内
も
落
ち
着
い
た
空
間
を
心
掛
け
る
と

と
も
に
灯
り
取
り
に
窓
も
作
り
ま
し
た
。

オ
ー
ナ
ー
と
し
て
結
構
口
出
し
ま
す（
笑
）。

こ
の
三
つ
の
足
し
算
に
お
客
様
に
い
い

青
山
散
歩
道

特
別
寄
稿

神
楽
坂S

H
U
N

青
山
　
オ
ー
ナ
ー

瞳をきらきら輝せながら楽しそうに話して下さった小口文子さん。

シンプルな暖簾と黒壁に映える笹が印象的な店構え。
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梅
窓
院
近
辺
の
お
店
を
訪
れ
る
こ
の「
青
山
散
歩
道
」。

今
回
は
オ
ー
ナ
ー
が
梅
窓
院
の
檀
信
徒
と
い
う
お
店
に

伺
っ
た
。

　
参
道
わ
き
の
側
道
を
も
う
少
し
入
っ
た
和
食
の
お
店

で
、飲
食
店
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
と
と
も
に
、亡
き
ご
主
人

の
後
継
者
と
な
り
、芸
能
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
社
長
も
兼

ね
る

さ
ん
。

　
特
別
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
頂
き
、魅
力
あ
る
店
舗

作
り
の
秘
訣
を
教
わ
っ
た
。

梅
窓
院
檀
信
徒　
　

さ
ん

今
は
お
店
の
数
が
増
え
て
、飲
食
店
と

カ
フ
ェ
そ
れ
ぞ
れ
８
店
舗
ず
つ
あ
り
ま
す
。

も
と
も
と
飲
食
店
の
ス
タ
ー
ト
は
麹
町

に「
も
り
も
り
家
」と
い
う
お
店
を
出
し
た

の
が
き
っ
か
け
で
、主
人（
故

さ

ん
）が
経
営
し
て
い
た
芸
能
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ

ン
の
打
ち
合
せ
場
所
的
な
役
割
も
果
た
し

て
い
ま
し
た
。



梅窓院のすぐわきの小道にある「神楽坂 SHUN　青山」。
外観は一見３階建ての住宅で隠れ家風だが、竹林や入口の暖 が情緒あふ

れる京都を感じさせる。
お料理は店名〈SHUN〉の通り、全国から取り寄せられる〈旬〉の食材を使用

した本格的な和食。
平日限定のランチメニューは、12品目レディース膳、本鮪丼御膳、メインが選

べる青山ランチ御膳。どのランチもデザート付き。夜は会席コース（4500円～
8000円）が4種。ドリンクも酒屋では販売していないお酒も味わえるそう。土日
のランチは会席コース、4500円から。
内装は木を生かしたデザインに

なっており、照明も抑えてあるので、落
ち着いた雰囲気で食事が味わえ、会
話を楽しむことができる。
個室も充実しているので、ぜひ墓参

後や法要の後席などに利用してみて
はいかがだろうか。

食
養
研
究
家

武 

鈴
子

神
経
痛・関
節
炎

に
よ
い「
う
ど
」

第
五
十
四
回

青 山 散 歩 道

神楽坂 SHUN　青山

な
と
感
じ
さ
せ
る
魅
力
を
作
る
こ
と
を
心

掛
け
て
き
ま
し
た
。百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
、

ぜ
ひ
青
山
の
お
店
に
お
越
し
下
さ
い
。梅

窓
院
さ
ん
の
お
隣
で
す
か
ら
。

も
と
も
と
母
が
料
理
好
き
で
、そ
の
上
、

父
も
料
理
に
は
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
て
、気
に

入
ら
な
い
と
卓
袱
台
を
ひ
っ
く
り
返
す
人

で
し
た
か
ら
、母
は
父
が
外
食
で
喜
ん
だ

料
理
を
そ
れ
は
研
究
し
て
出
し
て
い
ま
し

た
。間
違
い
な
く
そ
の
血
を
受
け
継
い
で
い

ま
す
。い
ま
で
も
お
昼
ご
飯
は
自
分
で
作
っ

て
い
て
、30
代
の
二
人
の
子
供
と
６
歳
の
孫

に
今
で
も
絶
大
な
人
気
な
の
が
、チ
ャ
ー
ハ

ン
で
す
。温
か
く
て
も
冷
た
く
な
っ
て
も
美

味
し
い
で
す
よ
。

今
の
夢
は
都
内
に
広
い
和
の
テ
イ
ス
ト

の
な
ご
め
る
た
ま
り
場
を
作
る
こ
と
で
す
。

心
と
身
体
を
癒
す
音
楽
が
流
れ
、若
者
か

ら
お
年
寄
り
が
一
緒
に
集
え
る
空
間
を
作

り
た
い
で
す
ね
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、梅
窓
院
さ
ん

の
檀
家
に
な
っ
た
の
は
平
成
十
年
に
他
界

し
た
父
が
新
聞
の
広
告
で
梅
窓
院
墓
苑
を

知
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。南
青
山
の
静
か
な

墓
地
、こ
れ
以
上
は
望
め
な
い
終
の
棲
家

だ
と
思
い
ま
す
。

京都の料理屋を思わせる細長い入口。風情あふれる佇まい。

木
に
囲
ま
れ
た
和
や
か
な
室
内
。

カウンター席も用意されている。

営業時間／
ランチ12：00～15：00（L.O14:30）完全予約制
ディナー17:30～ 23：00（L.O22:00）
定休日／不定休　席数／70席
住所／東京都港区南青山2-26-9
TEL／03-3479-0770

至渋
谷 郵便局

参
道

梅窓院

銀座線
外苑前駅
1b出口

ス
タ
ジ
ア
ム
通
り

外
苑
西
通
り

至赤坂

神楽坂 SHUN　青山

十
二
品
目
レ
デ
ィ
ー
ス
膳（
上
）と
本
鮪
丼
御
膳（
下
）

は
と
も
に
1
9
8
0
円
。

青
山
ラ
ン
チ
御
膳
は
2
5
0
0
円
。
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野
趣
あ
ふ
れ
る
香

り
と
ほ
の
か
な
苦
み
や

歯
触
り
が
持
ち
味
の

う
ど
。春
を
代
表
す
る

味
覚
。

外
見
ば
か
り
大
き

く
て
役
に
立
た
な
い
こ

と
を「
う
ど
の
大
木
」

な
ど
と
揶
揄
さ
れ
ま

す
が
、う
ど
に
と
っ
て

み
れ
ば
、こ
れ
は
心
外
。役
立
た
ず
ど
こ
ろ
か
、私
た
ち
に
大
い
な

る
効
能
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。東
洋
医
学
で
は
、苦
味
の
う
ど

は
、「
湿
を
乾
か
し
、寒
気
を
散
ら
す
」働
き
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

寒
と
湿
、つ
ま
り
、冷
え
と
水
分
の
滞
り
は
、血
行
を
さ
ま
た
げ
、関

節
や
筋
肉
の
痛
み
の
原
因
と
な
り
ま
す
。う
ど
は
こ
れ
ら
を
追
い

払
っ
て
血
管
障
害
や
神
経
痛
、脚
気
な
ど
を
改
善
す
る
と
さ
れ
ま

す
。ま
た
、病
気
の
原
因
と
な
る
風
邪（
ふ
う
じ
ゃ
＝
ウ
イ
ル
ス
）を

払
う
働
き
も
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、食
べ
物
の
大
切
さ
を
人
々
に
語
り
継
ぐ
た
め

に
日
本
人
に
な
じ
み
や
す
い
和
歌
と
い
う
形
式
で
教
え
て
い
ま

す
。江
戸
初
期
に
著
さ
れ
た『
和
歌
食
物
本
草
』は
、「
こ
の
食
材
は

こ
ん
な
と
き
に
は
食
べ
て
は
い
け
な
い
」「
摂
り
過
ぎ
る
と
こ
ん
な

弊
害
が
あ
る
」な
ど
と
、食
べ
物
の
効
能
効
果
を
平
易
な
和
歌
に
詠

ん
だ
も
の
で
す
。た
と
え
ば「
う
ど
は
た
だ
　
中
風
脚
気
に
た
た
り

な
し
　
傷
寒
な
ど
に
少
し
食
せ
よ
」と
詠
ま
れ
、脳
卒
中
や
脚
気
の

と
き
に
食
べ
て
よ
い
。急
性
の
発
熱
性
疾
患（
傷
寒
）の
と
き
に
は

少
し
食
べ
る
と
よ
い
、と
。ま
さ
に
江
戸
時
代
の〝
食
育
本
〞と
い
え

ま
し
ょ
う
。

う
ど
は
風
味
を
生
か
す
た
め
に
も
、新
鮮
な
も
の
を
生
で
食
べ

る
の
が
一
番
。酢
水
に
つ
け
て
ア
ク
抜
き
し
、み
そ
を
つ
け
て
い
た
だ

き
ま
す
。若
芽
は
天
ぷ
ら
や
ぬ
た
、酢
の
物
な
ど
に
。む
い
た
皮
は

き
ん
ぴ
ら
に
し
て
、う
ど
特
有
の
香
り
と
歯
触
り
を
楽
し
み
ま

し
ょ
う
。 し

ょ
う
か
ん
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平成26年度　　  仏教講座のご案内度年度年度度度度度　　度 仏仏  仏仏仏仏教仏教仏 座講座教講座講座座座の座の座 案ご案ご案案案案内案内案平成平成平成成成成26成26成2

講  題／三続・お経を読む
講  師／阿川 正貫 先生（浄土寺住職、大正大学講師）

•第1回…6月  3日（火） 善導大師の『往生礼讃』より③
•第2回…8月19日（火） 善導大師の『往生礼讃』より④
•第3回…9月10日（水） 善導大師の『往生礼讃』より⑤

講  題／釈尊の最後の教え ─『仏遺教経』を読む─
講  師／新井 俊定 先生（天然寺住職）

•第1回…4月17日（木） 『仏遺教経』４
•第2回…6月26日（木） 『仏遺教経』５
•第3回…8月  7日（木） 『仏遺教経』６

講  題／大乗仏教を読む
講  師／勝崎 裕彦 先生（大正大学学長、香蓮寺住職）

•第1回…6月12日（木） 薬王菩薩本事品第二十三の教え
•第2回…7月31日（木） 観世音菩薩普門品第二十五の教えⅠ
•第3回…8月28日（木） 観世音菩薩普門品第二十五の教えⅡ

講  題／法然上人のみ教え ─『選択集』を読む─
講  師／林田 康順 先生（大正大学教授、大本山増上寺布教師、慶岸寺副住職）

•第1回…4月10日（木） 『選択集』 第８章 三つの心① ―至誠心―
•第2回…5月  8日（木） 『選択集』 第８章 三つの心② ―深心（上）―
•第3回…7月  4日（金） 『選択集』 第８章 三つの心③ ―深心（下）―

講  題／仏教民俗学入門（１）
講  師／本林 靖久 先生（大谷大学・佛教大学 講師、真宗大谷派僧侶）

•第1回…5月23日（金） 仏教民俗とは何か ―対象と領域―
•第2回…7月11日（金） 仏教年中行事 ―祈願と滅罪―
•第3回…9月19日（金） 仏教法会 ―祈祷と供養―

全講座▶午後6時～8時（受付は午後5時から）  受講料▶無料  場所▶祖師堂（地下2階）

行事予定

第62回 念仏と法話の会
6月19日（木） 
時間 11時20分～（受付11時より開始）
法話：「命をつなぐ」
講師　秋田教区　九品寺
　　　津村 信徳住職
※詳細は施餓鬼号に同封致します。

梅窓院では4月より平成26年度 前期 仏教講座を開講します。今年度も5名の先生をお迎
えしております。どうぞお気軽にご参加下さい。 ※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

大施餓鬼会法要
5月17日（土）
※詳細は施餓鬼号にてお知らせ致し
ます。

開山忌法要・能楽奉納
6月14日（土）
※詳細は施餓鬼号にてお知らせ致し
ます。

インタビューにご協力頂いた皆様、誠にありがとうございました
※行事やお墓参りなどでお寺にお越し頂いた方にご感想やご意見を伺っておりますので、ご協力の
程お願い致します。

「家族と一緒に楽しいお十夜」

「心が休まります」
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梅窓院
平成26年3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
03-3404-8436
http://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

！

春彼岸会法要
3月21日（金）
寄席　午後1時～　祖師堂
法要　午後2時～　祖師堂
※詳細は3面をご覧下さい。

はなまつり
4月5日（土）～8日（火）
寺院棟2階　本堂

お釈迦様の誕生日をお祝いする「はな
まつり」。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。皆様どうぞご参拝下さい。

※日時は変更となる可能性もございますので、ご了承下さい。

お檀家さんに伺いました

様 （平成25年十夜法要にて）
お寺の近くに住んでおり、今日は孫も一緒に皆で参りました。
ライブがとても楽しく、お若いご僧侶のお話も聞けてとても良かっ
たです。お若いご僧侶や、女性のご僧侶にも会えて嬉しいです。
芋煮会はアレルギー持ちで心配でしたが、出汁が何かを教えて
頂き、安心してたっぷり頂くことができました。とても美味しかった
です。いつもありがとうございます。

様 （平成25年十夜法要にて）
地方に住んでいた時はなかなか来ることができませんでしたが、東京に引っ越し主人の供養
のためにも足を運べるようになりました。十夜法要は２回目の参加で、今回は娘も一緒に来
れてよかったです。
法話は、お若いご僧侶にもかかわらずとても良いお話を伺う事ができ、感銘致しました。お寺
に来ると、心が休まります。
昨年は大雨でしたが、今年は晴れて良かったです。


