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住
職
挨
拶
　
　
　
　
　
　梅
窓
院
第
二
十
五
世  

中
島 

真
成

皆
さ
ん
、
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

一
方
、
世
の
中
の
変
化
は
止
ま
る
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。
お

墓
も
例
外
で
は
な
く
、
大
き
な
変
化
の
波
が
訪
れ
て
い
ま
す

が
、
梅
窓
院
も
樹
木
葬
専
用
の
墓
苑
を
開
苑
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。
梅
の
木
を
九
本
植
え
た
梅
林
苑
で
す
。

そ
の
梅
林
苑
の
開
眼
式
と
納
骨
式
を
四
月
十
五
日
（
日
）
に

行
い
ま
し
た
。
二
十
一
霊
の
お
骨
を
、
六
十
五
人
の
ご
家
族
が

見
守
る
中
、
私
が
導
師
を
務
め
て
お
納
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
法
要
の
最
後
に
ご
列
席
の
皆
さ
ん
に
呼
び
か
け
て
十

念
（
お
念
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
声
に
出
し
て
十
回
称
え
る
）

を
し
た
と
こ
ろ
、
普
段
の
本
堂
で
の
法
要
時
よ
り
も
大
き
な
声

で
念
仏
が
称
え
ら
れ
ま
し
た
。
室
内
で
は
な
く
屋
外
で
し
た
の

で
、
本
当
に
大
き
な
声
で
し
た
。

さ
ら
に
多
く
の
参
列
者
か
ら
納
骨
し
た
故
人
の
位
牌
や
石
碑

を
作
り
た
い
、
梅
窓
院
の
信
徒
に
な
り
た
い
と
い
う
ご
希
望
を

数
多
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。
正
直
、
お
墓
や
納
骨
堂
を
求
め
ず

に
樹
木
葬
を
望
む
方
々
は
、
従
来
と
は
違
い
、
お
骨
や
お
墓
、

そ
し
て
お
寺
や
宗
教
か
ら
離
れ
気
味
の
方
々
に
近
い
と
思
っ
て

い
た
だ
け
に
、
大
い
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

梅
窓
院
に
新
た
な
埋
葬
が
増
え
た
お
知
ら
せ
で
し
た
。

さ
て
、
次
は
残
念
な
お
知
ら
せ
で
す
。
秋
の
恒
例
行
事
、

M
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
フ
ッ
ク
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル
が

今
年
は
お
休
み
と
な
り
ま
す
。
フ
ッ
ク
さ
ん
が
体
調
を
崩
さ

れ
、
一
年
間
休
養
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
傳
通
院
、
祐
天
寺
と
合
同
で
行
っ
て
い
た
三
か
寺
団

体
参
拝
も
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
参
加
人
数
が
限
ら

れ
始
め
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
す
。

世
の
中
、
色
々
な
こ
と
が
起
き
た
り
、
様
々
に
変
化
し
ま
す

が
、
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
お
変
わ
り
な
く
平
穏
な
日
々
を

お
過
ご
し
い
た
だ
け
る
こ
と
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

梅窓院墓域に開苑した樹木葬専用墓苑「梅林苑」の開眼納骨法要

ば
い
り
ん
え
ん
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行事予定

盂蘭盆会法要
7月13日（金）
午前10時30分～　祖師堂
※詳細は3面をご覧下さい。

開山忌法要・能楽奉納
6月9日（土）
写経　午後2時～　法堂
法要　午後3時～　本堂
能楽　午後4時～　祖師堂

第74回 念仏と法話の会
6月19日（火）
11時30分～（受付11時より開始）

お檀家さんに伺いました

先日、梅窓院に新しくできた樹木葬墓地「梅林苑」の初回ご納骨法要を無事に終え
ることができました。新しい形のお墓ですね。ところで前にも書きましたが私の実家の
墓所は本当に遠いのです。行くのも帰るのも大変です。今は車で行っていますが、いつ
か運転できなくなったら誰が行くのだろうか？ と不安になります。梅窓院は夜のお参
りでも全然怖くないから……ということで、お盆の頃に、夜、実家の墓所にお参りに
行ったら、まあ大変！ 真っ暗なのです。懐中電灯も無いので車のライトで照らしながら
逃げるようにお参りして帰った覚えがあります。色んなところに虫はいるし、わけわから
ない草が足元邪魔するわ、夜のお参りなんかもうまっぴらごめんと思ったものです。車
中、梅窓院にお墓をお持ちの皆様が羨ましかったです。お参りのときに私たちに会った
らお声がけ下さいね。 （墓苑部　森）

日本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

「お抹茶をいただきました。」
加藤 真名様
毎年、春と秋のお彼岸に親戚皆でお参り
に来ています。本日はおばとおじ夫婦の4
人で参りました。お抹茶をいただきました
が、美味しかったです。お菓子も甘さ控え
めでお抹茶に合うお味でした。また、着物
やお茶碗の模様が綺麗で見とれてしま
いました。法要では、祖師堂の法然上人
の祭壇が綺麗で、とても印象的でした。

平成30年春彼岸法要にて

秋彼岸写真展開催
春彼岸号よりお伝えして参りました
秋彼岸写真展の応募要項を同封致
しました。是非皆様ご参加下さい。

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。

梅窓院だより 新入山
職員紹介
　　　 

藤倉　浩輝（ふじくら　こうき）
長野／音楽鑑賞／ご迷惑おか
けすることがありますが、宜しく
お願い致します。／法話部

佐藤　ひと美(さとう　ひとみ)
福岡／観光／少しでも早く皆
様のお力になりたいと思いま
す。宜しくお願い致します。
／檀信徒部

久米井　優香（くめい　ゆうか）
東京／旅行、運動、料理／感謝
と信頼を大切に、小さなことか
らお役に立てるよう、努めてま
いります。／総務部

萩生田　美乃里（はぎうだ　みのり）
東京／音楽鑑賞／一日も早く
皆様のお役に立てるよう、誠心
誠意努力してまいります。
／広報部

生田　千花（いくた　ちはな）
神奈川／観劇、映画鑑賞／一日も
早く皆様のお役に立てるよう、日々
一層の精進を重ねて参ります。宜
しくお願い致します。／受付部

の
お
知
ら
せ

上
野
寛
永
寺

東
京
近
郊
の
お
寺
と
そ
の
周
辺
を
お
散
歩
す
る「
お
寺
お
さ
ん
ぽ
会
」を
６
月
25
日（
月
）に

開
催
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。

梅
窓
院
主
催
に
よ
り
、特
別
な
拝
観
や
法
話
を
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

お
檀
家
様
同
士
の
交
流
も
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
、皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

開催日 6月25日（月）

11時～15時30分（仮）時　間

参拝先 上野寛永寺他

会　費 2,000円（昼食費含む）

ご希望の方にはご案内をお送りしますので、
お気軽にお問合せ下さい。

お問合わせ：梅窓院 青山文化村  
〒107-0062　東京都港区南青山2-26-38
TEL:03-3404-8588　FAX：03-3404-8436
E-mail：bunkamura@baisouin.or.jp

事前申込制
先着10名

第3回

お
さ
ん
ぽ
会

お
寺



お
盆
　
七
月
十
三
日（
金
）

盂
蘭
盆
会
法
要  

午
前
十
時
半
〜

　地
下
二
階

　祖
師
堂

うお

た
な
ぎ
ょ
う

ら

え

ぼ
ん

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・回向のお申込み方法

盂蘭盆会法要に関しましては短冊でのお申込みを取りやめ、はがきで
「塔婆回向」と「回向のみ」を、御一緒にお申込み頂けるようになりました。
それぞれ冥加料が異なりますのでご注意下さい。 
なお、諸事情より昨年に引き続き塔婆料と回向料を値上げさせて頂き
ました。ご了承下さいますようお願い申し上げます。

 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（日）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.953

お
盆
に
寄
せ
て

合
掌（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）

今
年
も
お
盆
の
季
節
が
や
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。お
盆
に
は
あ
の
世
へ
と
旅
立
っ
た
み

霊
が
こ
の
世
へ
と
還
っ
て
く
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。東
京
で
は
七
月
十
三
日
に
迎
え
火
で

み
霊
を
自
宅
へ
と
お
迎
え
し
、十
六
日
に
送

り
火
で
み
霊
を
送
り
出
し
ま
す
。ま
た
盆
踊

り
は
櫓
を
中
心
に
し
て
、輪
に
な
っ
て
踊
り

ま
す
が
、こ
の
櫓
に
は
み
霊
が
降
り
て
き
て
、

生
き
て
い
る
私
達
と
亡
く
な
っ
た
方
々
が
交

じ
り
合
っ
て
、一
緒
に
な
っ
て
踊
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
仏
典
に
は
説
か
れ
て

お
り
ま
せ
ん
が
、日
本
古
来
の
祖
霊
信
仰
と

と
も
に
、亡
き
人
と
共
に
生
き
た
い
と
い
う

願
い
が
お
盆
と
い
う
形
に
な
っ
て
、今
に
伝

わ
っ
て
お
り
ま
す
。

法
然
上
人
に
浄
土
宗
開
宗
の
き
っ
か
け
を

与
え
、法
然
上
人
が
生
涯
、師
と
仰
が
れ
た
方

に
中
国
の
善
導
大
師
が
お
り
ま
す
。亡
き
人

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
善
導
大
師
は
極
楽

へ
生
ま
れ
た
方
は
六
神
通
と
い
う
六
つ
の
不

思
議
な
力
を
得
て
、
こ
の
世
へ
還
っ
て
力
添

え
し
て
く
だ
さ
る
と
仰
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
亡
き
人
を
思
っ
て
、
手
を
合
わ

せ
、
真
心
か
ら
お
念
仏
す
る
と
き
に
、
そ
の

声
は
必
ず
や
亡
き
人
に
届
い
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

七
月
十
三
日
の
盂
蘭
盆
会
の
大
法
要
の

後
、
十
五
日
ま
で
の
お
盆
の
期
間
に
お
棚
経

と
い
っ
て
、
新
盆
を
迎
え
る
お
檀
家
様
と
ご

希
望
の
お
檀
家
様
の
ご
自
宅
に
て
お
経
を
読

ま
せ
て
頂
き
、
亡
き
人
を
供
養
さ
せ
て
頂
い

て
お
り
ま
す
。
ご
自
宅
に
伺
っ
た
際
に
は
、

ど
う
ぞ
善
導
大
師
様
の
お
言
葉
を
胸
に
収
め

て
、
亡
き
人
と
共
に
今
を
生
き
て
い
る
、
そ

う
い
う
思
い
で
ご
一
緒
に
お
念
仏
を
お
称
え

頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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法
話 

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
42
）

行
事
報
告

三
月・四
月
の

平
成
三
十
年
春
彼
岸
法
要

3
月
21
日（
水
・
祝
）

動物慰霊法要今年も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

茄
子
・
瓜
の
馬
と
牛

盆
に
な
る
と
な
つ
か
し
い
遠
い

思
い
出
が
私
に
は
い
く
つ
か
あ

る
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
思
い
な
つ
か

し
ま
れ
る
の
は
、
盆
棚
飾
り
の
供
養
の

品
々
で
あ
る
。
今
に
な
っ
て
み
る
と
、
一

つ
ひ
と
つ
の
飾
り
物
に
も
い
ろ
い
ろ
な
意

味
合
い
、
謂
れ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
お
盆

供
養
の
尊
さ
、
う
る
わ
し
さ
を
伝
え
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き

る
。
し
か
し
、
な
に
も
分
か
ら
な
か
っ
た

子
供
時
分
の
祖
母
や
母
の
語
っ
て
い
た
こ

と
が
、
大
方
は
耳
に
も
残
ら
ず
、
忘
れ
果

て
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
お
盆
三

日
の
気
分
・
風
情
と
と
も
に
と
て
も
な
つ

か
し
い
。

　盆
棚
は
、
精
霊
棚
・
魂
棚
な
ど
と
い
い
、

先
祖
代
々
の
仏
、
そ
し
て
新
仏
（
し
ん
ぼ

と
け
・
に
い
ぼ
と
け
・
あ
ら
ぼ
と
け
）、

さ
ら
に
は
無
縁
の
一
切
精
霊
を
迎
え
て
、

心
か
ら
祀
り
慕
う
飾
り
棚
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
棚
壇
に
心
の
籠
も
っ
た
供
養
の

品
々
を
心
を
込
め
て
供
え
る
の
で
あ
る
。

　盆
棚
飾
り
に
つ
い
て
は
こ
の
連
載

（
18
）
の
中
で
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は

正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
刊
の
四
時
堂
其

諺
『
滑
稽
雑
談
』
中
の
聖
霊
棚
の
説
明
を

引
記
し
て
み
よ
う
。

こ
れ
、
十
三
日
の
暮
よ
り
聖
霊
を
祭
る

が
た
め
に
、
新
た
に
棚
を
か
へ
、
新
し
き

薦
・
筵
な
ど
を
敷
き
、
荷
葉
を
盤
と
な

し
て
、
果
瓜
飯
餅
な
ど
を
供
へ
て
、
生

け
る
を
饗
す
が
ご
と
し
。
そ
の
種
、

多
く
は
瓜
・
茄
子
・
根
芋
・
枝
豆
・

小
角
豆
・
桃
子
・
柿
・
鹿
梨
、
そ
の
ほ

か
好
む
と
こ
ろ
に
従
ふ
。
麻
柄
を
箸
と

し
、
供
物
を
饗
す
。

　江
戸
時
代
の
盆
棚
供
養
の
あ
り
よ
う

を
、
引
文
か
ら
遠
く
な
つ
か
し
ん
で
み
た

の
で
あ
る
。

　さ
て
こ
こ
で
は
迎
馬
・
送
馬
に
つ
い
て

記
し
た
い
。
亡
く
な
っ
た
精
霊
が
迎
え
火

を
目
あ
て
に
馬
に
乗
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
、
そ
し
て
送
り
火
に
送
ら
れ
て
馬
に

乗
っ
て
帰
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

仏
さ
ま
は
馬
に
乗
り
、
荷
物
は
牛
に
背
負

わ
せ
て
お
帰
り
に
な
る
、
と
い
っ
た
言
い

伝
え
も
あ
り
、
迎
馬
・
送
馬
は
や
が
て
迎

牛
・
送
牛
と
混
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　も
ち
ろ
ん
、
苧
殻
（
麻
幹
）
や
藁
を
細

工
し
て
作
っ
た
迎
馬
・
送
馬
も
あ
る
が
、

昔
か
ら
茄
子
や
瓜
に
苧
殻
の
足
を
つ
け
て

馬
や
牛
の
形
に
作
り
、こ
れ
を
茄
子
の
馬
・

瓜
の
牛
、
あ
る
い
は
瓜
の
馬
・
茄
子
の
牛

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
茄
子
は「
な
す
び
」

と
も
読
み
、
瓜
は
「
胡
瓜
」
と
書
く
時
も

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
茄
子
の
馬
、
瓜

の
馬
そ
れ
ぞ
れ
の
背
に
麺
類
を
乗
せ
て
鞍

を
作
り
、
盆
棚
に
二
つ
並
べ
て
供
え
る
の

で
あ
る
。

望
郷
や
茄
子
の
馬
子
の
脚
な
な
め

脚
上
げ
て
茄
子
の
馬
の
流
れ
け
り

　五
十
嵐
言
人
も
萩
原
青
子
も
、
茄
子
の

馬
の
足
に
着
目
し
て
、
心
を
込
め
て
見
つ

め
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
二
句
の
句
想
に

歳
月
の
流
れ
を
は
る
か
に
感
じ
取
り
た

い
。

父
乗
せ
て
少
し
俯
く
瓜
の
馬

お
も
か
げ
や
二
つ
傾
く
瓜
の
馬

　今
は
亡
き
父
の
仏
を
乗
せ
て
帰
る
瓜
の

馬
。
そ
の
送
馬
の
俯
き
加
減
は
、
精
霊
送

り
を
す
る
二
本
松
輝
久
自
身
の
心
の
俯
き

を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
石
田
波
郷
の
句
に
は
、
二
つ
の
瓜

の
馬
の
傾
き
加
減
に
遠
い
日
の
精
霊
の
面

影
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
、
つ
ま
り
二
重
写

し
に
重
な
り
合
っ
て
く
る
。
私
は
波
郷
の

こ
の
句
を
心
し
て
い
た
だ
い
て
、
今
は
亡

き
自
分
の
両
親
、
父
と
母
の
面
影
を
思
い

起
こ
し
て
な
つ
か
し
ん
で
み
る
。

　と
こ
ろ
で
、
私
の
生
ま
れ
た
地
方
で
は

「
瓜
の
馬
・
茄
子
の
牛
」
と
言
い
習
わ
し

て
い
た
が
、
私
の
思
い
出
に
は
、
や
は
り

子
供
時
分
の
私
の
家
族
の
こ
と
が
い
ち
ば

ん
な
つ
か
し
く
、
せ
つ
な
く
慕
わ
れ
る
。

と
く
に
私
に
と
っ
て
は
、
祖
母
や
母
の
盆

支
度
・
盆
用
意
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
祖

母
や
母
の
語
ら
い
の
声
音
や
支
度
の
さ
ま

が
、
今
も
あ
り
あ
り
と
思
い
起
こ
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

お

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

（
輝
久
）

（
言
人
）

（
青
子
）

（
波
郷
）

花
ま
つ
り

4
月
6
日（
金
）

　
〜
8
日（
日
）

増上寺御忌大会
4月6日（金）

花まつり大本山 増上寺御忌大会

増上寺詠唱奉納大会
4月4日（水）

み
た
ま

お
が
ら

わ
ら

き
ゅ
う
り

な
す
び

う
つ
む

む
か
え
う
ま

お
く
り
う
ま

う
りも

も
の
み

な
が
な
し

あ
さ
が
ら
・
お
が
ら

な

す

ね

い
も

さ

さ

げ

こ
も

い
わ

む
し
ろ

は
す
の
は

か

か

は
ん
べ
い

た
ま
だ
な

し
ょ
う
り
ょ
う
だ
な

た
ま

や
ぐ
ら

お盆とは
お釈迦様の弟子、目連尊者は神通力
によって母親が餓鬼道に堕ち苦しんで
いることを知り、お釈迦様に母親を救
う方法を聞くと、「修行が終わる7月に
僧侶を招いて、餓鬼への供養を施しな
さい」とのことでした。すぐに実行して
母親を救ったことがお盆行事のいわれ
で、先祖代々に加えあらゆる精霊を供
養する行事となりました。

し
ょ
う
り
ょ
う
お
く

もくれんそんじゃ

か
え

じんずうりき



お
盆
　
七
月
十
三
日（
金
）

盂
蘭
盆
会
法
要  

午
前
十
時
半
〜

　地
下
二
階

　祖
師
堂

うお

た
な
ぎ
ょ
う

ら

え

ぼ
ん

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・回向のお申込み方法

盂蘭盆会法要に関しましては短冊でのお申込みを取りやめ、はがきで
「塔婆回向」と「回向のみ」を、御一緒にお申込み頂けるようになりました。
それぞれ冥加料が異なりますのでご注意下さい。 
なお、諸事情より昨年に引き続き塔婆料と回向料を値上げさせて頂き
ました。ご了承下さいますようお願い申し上げます。

 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（日）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.953

お
盆
に
寄
せ
て

合
掌（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）

今
年
も
お
盆
の
季
節
が
や
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。お
盆
に
は
あ
の
世
へ
と
旅
立
っ
た
み

霊
が
こ
の
世
へ
と
還
っ
て
く
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。東
京
で
は
七
月
十
三
日
に
迎
え
火
で

み
霊
を
自
宅
へ
と
お
迎
え
し
、十
六
日
に
送

り
火
で
み
霊
を
送
り
出
し
ま
す
。ま
た
盆
踊

り
は
櫓
を
中
心
に
し
て
、輪
に
な
っ
て
踊
り

ま
す
が
、こ
の
櫓
に
は
み
霊
が
降
り
て
き
て
、

生
き
て
い
る
私
達
と
亡
く
な
っ
た
方
々
が
交

じ
り
合
っ
て
、一
緒
に
な
っ
て
踊
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
仏
典
に
は
説
か
れ
て

お
り
ま
せ
ん
が
、日
本
古
来
の
祖
霊
信
仰
と

と
も
に
、亡
き
人
と
共
に
生
き
た
い
と
い
う

願
い
が
お
盆
と
い
う
形
に
な
っ
て
、今
に
伝

わ
っ
て
お
り
ま
す
。

法
然
上
人
に
浄
土
宗
開
宗
の
き
っ
か
け
を

与
え
、法
然
上
人
が
生
涯
、師
と
仰
が
れ
た
方

に
中
国
の
善
導
大
師
が
お
り
ま
す
。亡
き
人

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
善
導
大
師
は
極
楽

へ
生
ま
れ
た
方
は
六
神
通
と
い
う
六
つ
の
不

思
議
な
力
を
得
て
、
こ
の
世
へ
還
っ
て
力
添

え
し
て
く
だ
さ
る
と
仰
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
亡
き
人
を
思
っ
て
、
手
を
合
わ

せ
、
真
心
か
ら
お
念
仏
す
る
と
き
に
、
そ
の

声
は
必
ず
や
亡
き
人
に
届
い
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

七
月
十
三
日
の
盂
蘭
盆
会
の
大
法
要
の

後
、
十
五
日
ま
で
の
お
盆
の
期
間
に
お
棚
経

と
い
っ
て
、
新
盆
を
迎
え
る
お
檀
家
様
と
ご

希
望
の
お
檀
家
様
の
ご
自
宅
に
て
お
経
を
読

ま
せ
て
頂
き
、
亡
き
人
を
供
養
さ
せ
て
頂
い

て
お
り
ま
す
。
ご
自
宅
に
伺
っ
た
際
に
は
、

ど
う
ぞ
善
導
大
師
様
の
お
言
葉
を
胸
に
収
め

て
、
亡
き
人
と
共
に
今
を
生
き
て
い
る
、
そ

う
い
う
思
い
で
ご
一
緒
に
お
念
仏
を
お
称
え

頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

梅窓院通信 No.95 2

法
話 

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
42
）

行
事
報
告

三
月・四
月
の

平
成
三
十
年
春
彼
岸
法
要

3
月
21
日（
水
・
祝
）

動物慰霊法要今年も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

茄
子
・
瓜
の
馬
と
牛

盆
に
な
る
と
な
つ
か
し
い
遠
い

思
い
出
が
私
に
は
い
く
つ
か
あ

る
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
思
い
な
つ
か

し
ま
れ
る
の
は
、
盆
棚
飾
り
の
供
養
の

品
々
で
あ
る
。
今
に
な
っ
て
み
る
と
、
一

つ
ひ
と
つ
の
飾
り
物
に
も
い
ろ
い
ろ
な
意

味
合
い
、
謂
れ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
お
盆

供
養
の
尊
さ
、
う
る
わ
し
さ
を
伝
え
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き

る
。
し
か
し
、
な
に
も
分
か
ら
な
か
っ
た

子
供
時
分
の
祖
母
や
母
の
語
っ
て
い
た
こ

と
が
、
大
方
は
耳
に
も
残
ら
ず
、
忘
れ
果

て
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
お
盆
三

日
の
気
分
・
風
情
と
と
も
に
と
て
も
な
つ

か
し
い
。

　盆
棚
は
、
精
霊
棚
・
魂
棚
な
ど
と
い
い
、

先
祖
代
々
の
仏
、
そ
し
て
新
仏
（
し
ん
ぼ

と
け
・
に
い
ぼ
と
け
・
あ
ら
ぼ
と
け
）、

さ
ら
に
は
無
縁
の
一
切
精
霊
を
迎
え
て
、

心
か
ら
祀
り
慕
う
飾
り
棚
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
棚
壇
に
心
の
籠
も
っ
た
供
養
の

品
々
を
心
を
込
め
て
供
え
る
の
で
あ
る
。

　盆
棚
飾
り
に
つ
い
て
は
こ
の
連
載

（
18
）
の
中
で
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は

正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
刊
の
四
時
堂
其

諺
『
滑
稽
雑
談
』
中
の
聖
霊
棚
の
説
明
を

引
記
し
て
み
よ
う
。

こ
れ
、
十
三
日
の
暮
よ
り
聖
霊
を
祭
る

が
た
め
に
、
新
た
に
棚
を
か
へ
、
新
し
き

薦
・
筵
な
ど
を
敷
き
、
荷
葉
を
盤
と
な

し
て
、
果
瓜
飯
餅
な
ど
を
供
へ
て
、
生

け
る
を
饗
す
が
ご
と
し
。
そ
の
種
、

多
く
は
瓜
・
茄
子
・
根
芋
・
枝
豆
・

小
角
豆
・
桃
子
・
柿
・
鹿
梨
、
そ
の
ほ

か
好
む
と
こ
ろ
に
従
ふ
。
麻
柄
を
箸
と

し
、
供
物
を
饗
す
。

　江
戸
時
代
の
盆
棚
供
養
の
あ
り
よ
う

を
、
引
文
か
ら
遠
く
な
つ
か
し
ん
で
み
た

の
で
あ
る
。

　さ
て
こ
こ
で
は
迎
馬
・
送
馬
に
つ
い
て

記
し
た
い
。
亡
く
な
っ
た
精
霊
が
迎
え
火

を
目
あ
て
に
馬
に
乗
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
、
そ
し
て
送
り
火
に
送
ら
れ
て
馬
に

乗
っ
て
帰
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

仏
さ
ま
は
馬
に
乗
り
、
荷
物
は
牛
に
背
負

わ
せ
て
お
帰
り
に
な
る
、
と
い
っ
た
言
い

伝
え
も
あ
り
、
迎
馬
・
送
馬
は
や
が
て
迎

牛
・
送
牛
と
混
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　も
ち
ろ
ん
、
苧
殻
（
麻
幹
）
や
藁
を
細

工
し
て
作
っ
た
迎
馬
・
送
馬
も
あ
る
が
、

昔
か
ら
茄
子
や
瓜
に
苧
殻
の
足
を
つ
け
て

馬
や
牛
の
形
に
作
り
、こ
れ
を
茄
子
の
馬
・

瓜
の
牛
、
あ
る
い
は
瓜
の
馬
・
茄
子
の
牛

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
茄
子
は「
な
す
び
」

と
も
読
み
、
瓜
は
「
胡
瓜
」
と
書
く
時
も

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
茄
子
の
馬
、
瓜

の
馬
そ
れ
ぞ
れ
の
背
に
麺
類
を
乗
せ
て
鞍

を
作
り
、
盆
棚
に
二
つ
並
べ
て
供
え
る
の

で
あ
る
。

望
郷
や
茄
子
の
馬
子
の
脚
な
な
め

脚
上
げ
て
茄
子
の
馬
の
流
れ
け
り

　五
十
嵐
言
人
も
萩
原
青
子
も
、
茄
子
の

馬
の
足
に
着
目
し
て
、
心
を
込
め
て
見
つ

め
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
二
句
の
句
想
に

歳
月
の
流
れ
を
は
る
か
に
感
じ
取
り
た

い
。

父
乗
せ
て
少
し
俯
く
瓜
の
馬

お
も
か
げ
や
二
つ
傾
く
瓜
の
馬

　今
は
亡
き
父
の
仏
を
乗
せ
て
帰
る
瓜
の

馬
。
そ
の
送
馬
の
俯
き
加
減
は
、
精
霊
送

り
を
す
る
二
本
松
輝
久
自
身
の
心
の
俯
き

を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
石
田
波
郷
の
句
に
は
、
二
つ
の
瓜

の
馬
の
傾
き
加
減
に
遠
い
日
の
精
霊
の
面

影
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
、
つ
ま
り
二
重
写

し
に
重
な
り
合
っ
て
く
る
。
私
は
波
郷
の

こ
の
句
を
心
し
て
い
た
だ
い
て
、
今
は
亡

き
自
分
の
両
親
、
父
と
母
の
面
影
を
思
い

起
こ
し
て
な
つ
か
し
ん
で
み
る
。

　と
こ
ろ
で
、
私
の
生
ま
れ
た
地
方
で
は

「
瓜
の
馬
・
茄
子
の
牛
」
と
言
い
習
わ
し

て
い
た
が
、
私
の
思
い
出
に
は
、
や
は
り

子
供
時
分
の
私
の
家
族
の
こ
と
が
い
ち
ば

ん
な
つ
か
し
く
、
せ
つ
な
く
慕
わ
れ
る
。

と
く
に
私
に
と
っ
て
は
、
祖
母
や
母
の
盆

支
度
・
盆
用
意
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
祖

母
や
母
の
語
ら
い
の
声
音
や
支
度
の
さ
ま

が
、
今
も
あ
り
あ
り
と
思
い
起
こ
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

お

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

（
輝
久
）

（
言
人
）

（
青
子
）

（
波
郷
）

花
ま
つ
り

4
月
6
日（
金
）

　
〜
8
日（
日
）

増上寺御忌大会
4月6日（金）

花まつり大本山 増上寺御忌大会

増上寺詠唱奉納大会
4月4日（水）

み
た
ま

お
が
ら

わ
ら

き
ゅ
う
り

な
す
び

う
つ
む

む
か
え
う
ま

お
く
り
う
ま

う
りも

も
の
み

な
が
な
し

あ
さ
が
ら
・
お
が
ら

な

す

ね

い
も

さ

さ

げ

こ
も

い
わ

む
し
ろ

は
す
の
は

か

か

は
ん
べ
い

た
ま
だ
な

し
ょ
う
り
ょ
う
だ
な

た
ま

や
ぐ
ら

お盆とは
お釈迦様の弟子、目連尊者は神通力

によって母親が餓鬼道に堕ち苦しんで
いることを知り、お釈迦様に母親を救
う方法を聞くと、「修行が終わる7月に
僧侶を招いて、餓鬼への供養を施しな
さい」とのことでした。すぐに実行して
母親を救ったことがお盆行事のいわれ
で、先祖代々に加えあらゆる精霊を供
養する行事となりました。

し
ょ
う
り
ょ
う
お
く

もくれんそんじゃ

か
え

じんずうりき
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宮城教区第五組
淨念寺
宮城県気仙沼市東中才

宮城県

佐賀教区鹿島組
鏡智院
佐賀県鹿島市大字森

佐賀県

熊本県

熊本教区第三組
遣迎寺
熊本県天草市倉岳町宮田

宮城県

宮城教区第五組
光明院
宮城県遠田郡
涌谷町字長柄町

群馬県

群馬教区桐生組
長寿院内
群馬県みどり市笠懸町
阿左美（ご自宅）

静岡教区岳陽組
大運寺
静岡県富士市中央町

静岡県

静岡教区東駿組
林昌寺
静岡県御殿場市山之尻

静岡県

静岡教区東豆組
海福寺
静岡県熱海市下多賀

静岡県

秋田教区県南組
九品寺

秋田県横手市
前郷一番町

津
村
信
徳
昭
和
48
年
〜
52
年
在
籍

秋田県

秋田教区県南組
九品寺

秋田県横手市
前郷一番町

津
村
侑
弥
平
成
18
年
〜
21
年
在
籍

秋田県

神奈川教区三浦組
三樹院
神奈川県三浦市
南下浦町上宮田

神奈川県
佐
藤
隆
常
平
成
18
年
〜
22
年
在
籍

東
京
教
区
城
西
組

教
善
寺

東
京
都
港
区
六
本
木

東
京
都

神
奈
川
県
横
浜
市
栄
区
上
郷
町

神
奈
川
県

奥
清
和
昭
和
52
年
〜
56
年
在
籍

愛
媛
教
区
宇
和
島
組

西
海
寺

愛
媛
県
宇
和
島
市
遊
子

愛
媛
県

宮城教区第六組
来迎寺

宮城県大崎市岩出山浦小路

宮城県
奥
山
清
康
昭
和
48
年
〜
54
年
在
籍

宮城教区第六組
往生寺

宮城県栗原市栗駒菱沼竹林

宮城県
豊
嶋
瑞
俊
昭
和
49
年
〜
54
年
在
籍

長野教区長野組
寛慶寺

長野県長野市東之門町

長野県
水
科
善
隆
昭
和
50
年
〜
56
年
在
籍

三河教区岡崎組
蓮馨寺

愛知県岡崎市伊賀町愛宕下

愛知県
青
木
信
善
昭
和
56
年
〜
60
年
在
籍

青森教区北組
薬王寺

青森県北津軽群板柳町
大字五林平字前橋

青森県
藏
澤
道
彦
平
成
21
年
〜
26
年
在
籍

三河教区岡北組
蓮性院

愛知県岡崎市細川町
字権水

愛知県
加
藤
英
紀
平
成
11
年
〜
18
年
在
籍

岩手教区花巻組
大念寺

岩手県上閉伊郡
大槌町上町

岩手県
大
萱
生
修
明
昭
和
53
年
〜
54
年
在
籍

熊本県
村
北
法
苑
平
成
16
年
〜
18
年
在
籍

熊本教区第三組
遣迎寺

熊本県天草市倉岳町宮田

岩手県

岩手教区花巻組
鳥谷寺
岩手県花巻市
石鳥谷町好地

「
梅
窓
院
を
囲
む
人
々
」
で
連
載
し
て
き
た
梅
真
会
シ
リ
ー
ズ
が
前

号
で
最
終
回
を
迎
え
ま
し
た
。
梅
真
会
と
は
梅
窓
院
に
関
わ
る
ご
僧

侶
の
会
で
、
学
生
時
代
に
お
寺
に
住
み
込
み
で
手
伝
っ
た
随
身
や
、
職

員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
僧
侶
の
皆
さ
ん
の
会
で
す
。
会
名
は
先
代
、

中
島
真
哉
住
職
が
お
寺
と
自
分
の
名
前
か
ら
一
文
字
ず
つ
と
っ
た
も
の

で
、
昭
和
45
年
に
発
足
し
ま
し
た
。

会
員
の
多
く
は
今
で
も
梅
窓
院
の
法
要
や
行
事
を
お
手
伝
い
し
て
く

れ
て
い
ま
す
が
、
既
に
お
浄
土
に
旅
立
た
れ
た
方
、
諸
事
情
で
誌
面
に

ご
登
場
い
た
だ
け
な
か
っ
た
ご
僧
侶
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

ま
た
、
梅
真
会
の
会
員
で
は
な
い
な
が
ら
囲
む
人
々
に
ご
登
場
い
た

だ
い
た
ご
僧
侶
も
含
め
て
、
一
堂
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

梅
窓
院
を

支
え
て
き
た

ご
僧
侶
た
ち

特別編

『
青
山
』連
載
記
事

ず
い
し
ん

ば
い
し
ん
か
い

山
梨
教
区
山
梨
組

光
明
寺

山
梨
県
山
梨
市
上
神
内
川

山
梨
県

静
岡
教
区
東
駿
組

善
龍
寺

静
岡
県
御
殿
場
市
中
畑

静
岡
県

北
海
道
第
二
教
区
東
組

北
海
道
帯
広
市
東
五
条
南

北
海
道

故

廣
兼
和
正
昭
和
41
年
〜
45
年
在
籍

京
都
教
区
京
極
組

念
佛
寺

京
都
府
京
都
市
南
区
東
九
条
柳
下
町

ひ
ろ
か
ね

し
ょ
う

わ

京
都
府

齊
藤
晴
隆
昭
和
43
年
〜
47
年
在
籍

佐
賀
教
区
唐
津
組

專
稱
寺

佐
賀
県
唐
津
市
鎮
西
町
名
護
屋

さ
い
と
う

せ
い
り
ゅ
う

佐
賀
県

宮
城
県

愛
知
県

さ
と
う
り
ゅ
う
じ
ょ
う

お
く

せ
い
わ

つ

む
ら

し
ん
と
く

と
よ
し
ま

ず
い
し
ゅ
ん

か
と
う

え
い
き

み
ず

（
西
川
）

し
な

ぜ
ん
り
ゅ
う

む
ら
き
た

ほ
う
え
ん

つ

む
ら

ゆ
う
や

お
お
が

ゆ
う

め
い

し
ゅ
う

お
く
や
ま

せ
い
こ
う

あ
お

き

し
ん
ぜ
ん

く
ら
さ
わ

ど
う
げ
ん

30

34

昭
和

年
〜
年
在
籍

33

36

昭
和

年
〜
年
在
籍

36

39

昭
和

年
〜
年
在
籍

48

49

昭
和

年
〜
年
在
籍

48

54

昭
和

年
〜
年
在
籍

宮
城
教
区
第
二
組

善
導
寺

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
新
寺

44

46

昭
和

年
〜
年
在
籍

三
河
教
区
岡
北
組

松
明
院

愛
知
県
岡
崎
市
細
川
町
根
古
屋

39

42

昭
和

年
〜
年
在
籍

41

43

昭
和

年
〜
年
在
籍

41

44

昭
和

年
〜
年
在
籍

42

43

昭
和

年
〜
年
在
籍

40

44

昭
和

年
〜
年
在
籍

44

48

昭
和

年
〜
年
在
籍

46

50

昭
和

年
〜
年
在
籍

46

50

昭
和

年
〜
年
在
籍

34

38

昭
和

年
〜
年
在
籍

38

42

昭
和

年
〜
年

44

47

昭
和

年
〜
年
在
籍

故
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宮城教区第五組
淨念寺
宮城県気仙沼市東中才

宮城県
故

髙
橋
清
海
昭
和
34
年
〜
38
年
在
籍

佐賀教区鹿島組
鏡智院
佐賀県鹿島市大字森

佐賀県
中
村
一
之
昭
和
39
年
〜
42
年
在
籍

熊本県 山
﨑
龍
道
昭
和
41
年
〜
43
年
在
籍熊本教区第三組

遣迎寺
熊本県天草市倉岳町宮田

宮城県

宮城教区第五組
光明院
宮城県遠田郡
涌谷町字長柄町

奥
清
隆
昭
和
41
年
〜
44
年
在
籍

群馬県
蟹
和
秀
顕
昭
和
42
年
〜
43
年
在
籍

群馬教区桐生組
長寿院内
群馬県みどり市笠懸町
阿左美（ご自宅）

富
田
生
久
昭
和
40
年
〜
44
年
在
籍

静岡教区岳陽組
大運寺
静岡県富士市中央町

静岡県

小
島
亨
臣
昭
和
44
年
〜
48
年
在
籍

静岡教区東駿組
林昌寺
静岡県御殿場市山之尻

静岡県

静岡教区東豆組
海福寺
静岡県熱海市下多賀

瀧
沢
廣
運
昭
和
46
年
〜
50
年
在
籍

静岡県

秋田教区県南組
九品寺

秋田県横手市
前郷一番町

秋田県

秋田教区県南組
九品寺

秋田県横手市
前郷一番町

秋田県

神奈川教区三浦組
三樹院
神奈川県三浦市
南下浦町上宮田

今
井
正
純
昭
和
46
年
〜
50
年
在
籍

神奈川県

東
京
教
区
城
西
組
　教
善
寺

東
京
都
港
区
六
本
木

東
京
都

佐
藤
正
宏
昭
和
48
年
〜
49
年
在
籍

在
家

神
奈
川
県
横
浜
市
栄
区
上
郷
町

神
奈
川
県愛

媛
教
区
宇
和
島
組
　西
海
寺

愛
媛
県
宇
和
島
市
遊
子

愛
媛
県

宮城教区第六組
来迎寺

宮城県大崎市岩出山浦小路

宮城県

宮城教区第六組
往生寺

宮城県栗原市栗駒菱沼竹林

宮城県

長野教区長野組
寛慶寺

長野県長野市東之門町

長野県

三河教区岡崎組
蓮馨寺

愛知県岡崎市伊賀町愛宕下

愛知県

青森教区北組
薬王寺

青森県北津軽群板柳町
大字五林平字前橋

青森県

三河教区岡北組
蓮性院

愛知県岡崎市細川町
字権水

愛知県

岩手教区花巻組
大念寺

岩手県上閉伊郡
大槌町上町

岩手県

熊本県

熊本教区第三組
遣迎寺

熊本県天草市倉岳町宮田

岩手県

岩手教区花巻組
鳥谷寺
岩手県花巻市
石鳥谷町好地

昭
和
38
年
〜
42
年

吉
水
正
教
昭
和
44
年
〜
47
年
在
籍

「
梅
窓
院
を
囲
む
人
々
」
で
連
載
し
て
き
た
梅
真
会
シ
リ
ー
ズ
が
前

号
で
最
終
回
を
迎
え
ま
し
た
。
梅
真
会
と
は
梅
窓
院
に
関
わ
る
ご
僧

侶
の
会
で
、
学
生
時
代
に
お
寺
に
住
み
込
み
で
手
伝
っ
た
随
身
や
、
職

員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
僧
侶
の
皆
さ
ん
の
会
で
す
。
会
名
は
先
代
、

中
島
真
哉
住
職
が
お
寺
と
自
分
の
名
前
か
ら
一
文
字
ず
つ
と
っ
た
も
の

で
、
昭
和
45
年
に
発
足
し
ま
し
た
。

会
員
の
多
く
は
今
で
も
梅
窓
院
の
法
要
や
行
事
を
お
手
伝
い
し
て
く

れ
て
い
ま
す
が
、
既
に
お
浄
土
に
旅
立
た
れ
た
方
、
諸
事
情
で
誌
面
に

ご
登
場
い
た
だ
け
な
か
っ
た
ご
僧
侶
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

ま
た
、
梅
真
会
の
会
員
で
は
な
い
な
が
ら
囲
む
人
々
に
ご
登
場
い
た

だ
い
た
ご
僧
侶
も
含
め
て
、
一
堂
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

梅
窓
院
を

支
え
て
き
た

ご
僧
侶
た
ち

特別編

『
青
山
』連
載
記
事

ず
い
し
ん

ば
い
し
ん
か
い

た
か

お
く

た
き
ざ
わ

こ
う
う
ん

せ
い
り
ゅ
う

か
に
わ

し
ゅ
う
け
ん

と
み
た

し
ょ
う
き
ゅ
う

こい
ま

い

し
ょ
う
じ
ゅ
ん

じ
ま
き
ょ
う
し
ん

は
し

せ
い
か
い

よ
し

な
か
む
ら

や
ま
ざ
き

ど
う

り
ゅ
う

い
っ
し

み
ず

せ
い
き
ょ
う

岩
間
徳
純
昭
和
30
年
〜
34
年
在
籍

山
梨
教
区
山
梨
組

光
明
寺

山
梨
県
山
梨
市
上
神
内
川

い
わ

と
く
じ
ゅ
ん

ま

山
梨
県

向
山
瑞
成
昭
和
33
年
〜
36
年
在
籍

静
岡
教
区
東
駿
組

善
龍
寺

静
岡
県
御
殿
場
市
中
畑

む
こ
う
や
ま

し
ょ
う

ず
い

静
岡
県

大
高
徳
照
昭
和
36
年
〜
39
年
在
籍

北
海
道
第
二
教
区
東
組
　大
然
寺

北
海
道
帯
広
市
東
五
条
南

お
お
た
か

し
ょ
う

と
く

北
海
道

京
都
教
区
京
極
組

念
佛
寺

京
都
府
京
都
市
南
区
東
九
条
柳
下
町

京
都
府

佐
賀
教
区
唐
津
組

專
稱
寺

佐
賀
県
唐
津
市
鎮
西
町
名
護
屋

佐
賀
県

山
村
正
樹
昭
和
48
年
〜
54
年
在
籍

宮
城
教
区
第
二
組

善
導
寺

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
新
寺

や
ま
む
ら
し
ょ
う
じ
ゅ

宮
城
県

市
村
智
幸
昭
和
44
年
〜
46
年
在
籍

三
河
教
区
岡
北
組

松
明
院

愛
知
県
岡
崎
市
細
川
町
根
古
屋

い
ち
む
ら

ち
こ
う

愛
知
県

さ
と
う

ま
さ
ひ
ろ

48

52

昭
和

年
〜
年
在
籍

18

21

平
成

年
〜
年
在
籍

18

22

平
成

年
〜
年
在
籍

52

56

昭
和

年
〜
年
在
籍

48

54

昭
和

年
〜
年
在
籍

49

54

昭
和

年
〜
年
在
籍

50

56

昭
和

年
〜
年
在
籍

56

60

昭
和

年
〜
年
在
籍

21

26

平
成

年
〜
年
在
籍

11

18

平
成

年
〜
年
在
籍

53

54

昭
和

年
〜
年
在
籍

16

18

平
成

年
〜
年
在
籍

故

41

45

昭
和

年
〜
年
在
籍

43

47

昭
和

年
〜
年
在
籍
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さやまめ

至赤坂

今回の特集にあたり梅真会の皆さんに
随身時代の思い出の写真をお借りできないかとお願いし、
お送りいただいた写真で構成した思い出のアルバムです。

梅窓院通信 No.95 6

ジージェーエイト

　昭和39年から父親の関係で先々代中島真孝住職時代の梅窓院にお世話になって
から50余年が経っている。卒業後に梅真会が発足し、そのお仲間に入れていただいた。
　その後、多くの随身が会員となっているが、出身教区を超え、世代を超え、生活環境を
超えてのご交誼は今も変わらず続いている。これは本当に有難いことである。
　この度、この梅真会を中心として、梅窓院と関わりの深い僧侶の特集を組むので、と原
稿を頼まれたが、随身時代を振り返ると懐かし思い出ばかりで書き出したらきりがない。
　ということで、梅窓院の更なる発展と、梅真会会員諸氏のご健康とご活躍を祈念し、
会長として短いながら一文とさせていただく。　合掌

思い出のアルバム

暑い夏を涼しく健康に過ごすに
は、クーラーで体の外側を冷やす
のでなく、体の余分な熱を冷まし
て、暑さを取り除いてくれる清熱
解暑の食べものをしっかり摂って
体の内側から涼しくしましょう。夏
に多い熱中症は、夏の強い日射し
の下だけでなく、高温多湿の室内
でも発症します。
　冷たい飲食をして、クーラーの
中で汗もかかないでいると、体内
に熱がこもってしまいます。汗を流
すこともなかったらせめて食べ物
で補いましょう。
　体内にこもった余分な熱を除い
て、暑さを解消する食べ物は、夏に
本番を迎える夏野菜たちです。
キュウリ、ナス、トマト、ゴーヤ、
スイカなどは夏バテを解消する薬
食です。
　中国では昔から暑気あたりには
緑豆を食べる習慣があります。私
が薬膳の勉強で中国にいたとき
も、夏になると屋外で緑豆しるこ
を売っている情景を、よく見かけま
した。
　薄甘でさらさらとスープ感覚の
緑豆しるこをみんな食べていまし
た。緑豆は、もやしや春雨の原料。
体の余分な熱を取り除いて、口の
渇きをいやす、胃腸にやさしい涼
性の食物です。

キュウリやトマトなどと組み合わ
せた「春雨サラダ」は暑気を払い、
体がよろこぶ一皿。夏バテだけで
なく、ダイエットにも最適な食べ物
ですよ！

食
養
研
究
家

武
鈴
子

夏
を
涼
し
く
す
る

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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船
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石
塚

清
文

◎
選
者
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™
お
ぼ
ろ
夜
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田
空
港
管
制
塔

大
崎

紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

俳
句
に
は
客
観
的
な
句
と
主
観
的
な
句
、あ
る
い
は
そ
の
両
方
が
混
じ
っ
て
い
る
句
な

ど
さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま
す
が
、い
ず
れ
に
し
て
も
一
句
の
中
に
目
に
見
え
る
物
が
ひ
と
つ
入
っ

て
い
る
と
し
っ
か
り
し
た
作
品
に
な
る
よ
う
で
す
。物
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
、読
む
者

は
そ
の
物
を
イ
メ
ー
ジ
し
、そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
せ
い

で
す
。

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

大
崎
紀
夫

エ
ッ
ク
ス

「
緑
豆
」

今
回
は
2
0
1
7
年
７
月
、北
青
山
に
オ

ー
プ
ン
し
た
フ
レ
ン
チ
料
理
エッ
ク
ス
を
ご
紹

介
致
し
ま
す
。

オ
ー
ナ
ー
シェフ
の
山
下
敦
司
さ
ん
は
華

や
か
な
経
歴
の
持
ち
主
で
す
。

25
才
で
フ
ラ
ン
ス
に
渡
る
と
三
ツ
星
レ
ス
ト

ラ
ン
で
部
門
シェフ
を
勤
め
る
ま
で
に
な
り
、

日
本
に
戻
る
と
エ
リ
ー
ト
料
理
学
校「
ル・コ

ル
ド
ン・ブ
ル
ー・パ
リ
」の
教
授
を
務
め
ま
し

た
。そ
の
後
、東
條
會
館
の
レ
ス
ト
ラ
ン「
ア
ル

ゴ
」で
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
シェフ
と
し
て
料
理
人

の
世
界
に
戻
り
、現
在
は
エッ
ク
ス
で
独
立
し

ま
し
た
。

山
下
シェフ
が
料
理
に
対
し
て
心
掛
け
て

い
る
事
は「
家
庭
で
は
で
き
な
い
驚
き
と
美

し
さ
」で
す
。特
に
オ
ス
ス
メ
は
5
8
0
0
円

の
コ
ー
ス
の「
サ
ー
モ
ン
の
薫
製
モ
ン
ブ
ラ
ン
仕

立
て
」で
す
。ビ
ー
ツ
で
色
付
け
し
た
ジ
ャ
ガ

イ
モ
の
ピュー
レ
状
は
色
鮮
や
か
で
美
し
く
、

そ
れ
を
ス
モ
ー
ク
サ
ー
モ
ン
の
上
に
絞
っ
た
料

理
は一瞬
デ
ザ
ー
ト
が
出
て
き
た
の
か
と
驚

か
さ
れ
ま
し
た
。味
も
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
甘
さ

と
ス
モ
ー
ク
サ
ー
モ
ン
の
塩
加
減
が
絶
妙
で
、

と
て
も
美
味
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ラ
ン
チ
は
1
2
0
0
円
、3
7
0
0
円
、

5
8
0
0
円
の
三
種
類
の
コ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。夜
は
5
8
0
0
円
の
コ
ー
ス
の
み
と
の
事
。

ぜ
ひ
、法
要
の
後
席
で
山
下
シ
ェフ
が
生

み
出
す
素
敵
な
料
理
を
堪
能
し
に
行
き
ま

せ
ん
か
。

5
8
0
0
円
の
コ
ー
ス

繊
細
で
色
鮮
や
か
な
料
理

の
数
々
を
楽
し
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。

営業時間／ランチ　11:30～15：00（L.O.14：00）
ディナー 18：00～23：00（L.O.21：30）

　　　　　不定休
席数／60席
住所／東京都港区北青山2-9-8

セントラルレジデンス北青山アクシルコート B1F
TEL／03-6434-0356

天井が高く地下とは思えないほど
開放的な空間になっています。

銀座線
外苑前駅

1ｂ出口

★

●

AIX：S ス
タ
ジ
ア
ム
通
り

梅窓院

● カフェ・ベローチェ

●

●第5イノセビル 銀座線
外苑前駅
3番出口

旧本堂本尊前での記念写真と花まつり

先々代中島真孝住職、先代真哉住職の頃

下は裏玄関前でのもちつき。左下は旧本堂

学寮仲間と一緒に。左上は三浦海岸。

旧祖師堂での法要

地域と世代を超える
梅真会

第５代会長　
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さやまめ

至赤坂

今回の特集にあたり梅真会の皆さんに
随身時代の思い出の写真をお借りできないかとお願いし、
お送りいただいた写真で構成した思い出のアルバムです。
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ジージェーエイト

　昭和39年から父親の関係で先々代中島真孝住職時代の梅窓院にお世話になって
から50余年が経っている。卒業後に梅真会が発足し、そのお仲間に入れていただいた。
その後、多くの随身が会員となっているが、出身教区を超え、世代を超え、生活環境を
超えてのご交誼は今も変わらず続いている。これは本当に有難いことである。
この度、この梅真会を中心として、梅窓院と関わりの深い僧侶の特集を組むので、と原
稿を頼まれたが、随身時代を振り返ると懐かし思い出ばかりで書き出したらきりがない。
ということで、梅窓院の更なる発展と、梅真会会員諸氏のご健康とご活躍を祈念し、
会長として短いながら一文とさせていただく。　合掌

地域と世代を超える
梅真会

第５代会長　中村一之

思い出のアルバム

　暑い夏を涼しく健康に過ごすに
は、クーラーで体の外側を冷やす
のでなく、体の余分な熱を冷まし
て、暑さを取り除いてくれる清熱
解暑の食べものをしっかり摂って
体の内側から涼しくしましょう。夏
に多い熱中症は、夏の強い日射し
の下だけでなく、高温多湿の室内
でも発症します。
　冷たい飲食をして、クーラーの
中で汗もかかないでいると、体内
に熱がこもってしまいます。汗を流
すこともなかったらせめて食べ物
で補いましょう。
　体内にこもった余分な熱を除い
て、暑さを解消する食べ物は、夏に
本番を迎える夏野菜たちです。
キュウリ、ナス、トマト、ゴーヤ、
スイカなどは夏バテを解消する薬
食です。
　中国では昔から暑気あたりには
緑豆を食べる習慣があります。私
が薬膳の勉強で中国にいたとき
も、夏になると屋外で緑豆しるこ
を売っている情景を、よく見かけま
した。
　薄甘でさらさらとスープ感覚の
緑豆しるこをみんな食べていまし
た。緑豆は、もやしや春雨の原料。
体の余分な熱を取り除いて、口の
渇きをいやす、胃腸にやさしい涼
性の食物です。
　キュウリやトマトなどと組み合わ
せた「春雨サラダ」は暑気を払い、
体がよろこぶ一皿。夏バテだけで
なく、ダイエットにも最適な食べ物
ですよ！
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子
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を
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る

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
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住所／東京都港区北青山2-9-8
　　　セントラルレジデンス北青山アクシルコート B1F
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天井が高く地下とは思えないほど
開放的な空間になっています。
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大
崎

紀
夫
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住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世

中
島
真
成

皆
さ
ん
、
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

一
方
、
世
の
中
の
変
化
は
止
ま
る
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。
お

墓
も
例
外
で
は
な
く
、
大
き
な
変
化
の
波
が
訪
れ
て
い
ま
す

が
、
梅
窓
院
も
樹
木
葬
専
用
の
墓
苑
を
開
苑
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。
梅
の
木
を
九
本
植
え
た
梅
林
苑
で
す
。

そ
の
梅
林
苑
の
開
眼
式
と
納
骨
式
を
四
月
十
五
日
（
日
）
に

行
い
ま
し
た
。
二
十
一
霊
の
お
骨
を
、
六
十
五
人
の
ご
家
族
が

見
守
る
中
、
私
が
導
師
を
務
め
て
お
納
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
法
要
の
最
後
に
ご
列
席
の
皆
さ
ん
に
呼
び
か
け
て
十

念
（
お
念
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
声
に
出
し
て
十
回
称
え
る
）

を
し
た
と
こ
ろ
、
普
段
の
本
堂
で
の
法
要
時
よ
り
も
大
き
な
声

で
念
仏
が
称
え
ら
れ
ま
し
た
。
室
内
で
は
な
く
屋
外
で
し
た
の

で
、
本
当
に
大
き
な
声
で
し
た
。

さ
ら
に
多
く
の
参
列
者
か
ら
納
骨
し
た
故
人
の
位
牌
や
石
碑

を
作
り
た
い
、
梅
窓
院
の
信
徒
に
な
り
た
い
と
い
う
ご
希
望
を

数
多
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。
正
直
、
お
墓
や
納
骨
堂
を
求
め
ず

に
樹
木
葬
を
望
む
方
々
は
、
従
来
と
は
違
い
、
お
骨
や
お
墓
、

そ
し
て
お
寺
や
宗
教
か
ら
離
れ
気
味
の
方
々
に
近
い
と
思
っ
て

い
た
だ
け
に
、
大
い
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

梅
窓
院
に
新
た
な
埋
葬
が
増
え
た
お
知
ら
せ
で
し
た
。

さ
て
、
次
は
残
念
な
お
知
ら
せ
で
す
。
秋
の
恒
例
行
事
、

M
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
フ
ッ
ク
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル
が

今
年
は
お
休
み
と
な
り
ま
す
。
フ
ッ
ク
さ
ん
が
体
調
を
崩
さ

れ
、
一
年
間
休
養
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
傳
通
院
、
祐
天
寺
と
合
同
で
行
っ
て
い
た
三
か
寺
団

体
参
拝
も
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
参
加
人
数
が
限
ら

れ
始
め
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
す
。

世
の
中
、
色
々
な
こ
と
が
起
き
た
り
、
様
々
に
変
化
し
ま
す

が
、
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
お
変
わ
り
な
く
平
穏
な
日
々
を

お
過
ご
し
い
た
だ
け
る
こ
と
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

梅窓院墓域に開苑した樹木葬専用墓苑「梅林苑」の開眼納骨法要

ば
い
り
ん
え
ん
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行事予定

盂蘭盆会法要
7月13日（金）
午前10時30分～　祖師堂
※詳細は3面をご覧下さい。

開山忌法要・能楽奉納
6月9日（土）
写経　午後2時～　法堂
法要　午後3時～　本堂
能楽　午後4時～　祖師堂

第74回 念仏と法話の会
6月19日（火）
11時30分～（受付11時より開始）

お檀家さんに伺いました

先日、梅窓院に新しくできた樹木葬墓地「梅林苑」の初回ご納骨法要を無事に終え
ることができました。新しい形のお墓ですね。ところで前にも書きましたが私の実家の
墓所は本当に遠いのです。行くのも帰るのも大変です。今は車で行っていますが、いつ
か運転できなくなったら誰が行くのだろうか？ と不安になります。梅窓院は夜のお参
りでも全然怖くないから……ということで、お盆の頃に、夜、実家の墓所にお参りに
行ったら、まあ大変！ 真っ暗なのです。懐中電灯も無いので車のライトで照らしながら
逃げるようにお参りして帰った覚えがあります。色んなところに虫はいるし、わけわから
ない草が足元邪魔するわ、夜のお参りなんかもうまっぴらごめんと思ったものです。車
中、梅窓院にお墓をお持ちの皆様が羨ましかったです。お参りのときに私たちに会った
らお声がけ下さいね。 （墓苑部　森）

日本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

「お抹茶をいただきました。」
平成30年春彼岸法要にて

秋彼岸写真展開催
春彼岸号よりお伝えして参りました
秋彼岸写真展の応募要項を同封致
しました。是非皆様ご参加下さい。

の
お
知
ら
せ

上
野
寛
永
寺

東
京
近
郊
の
お
寺
と
そ
の
周
辺
を
お
散
歩
す
る「
お
寺
お
さ
ん
ぽ
会
」を
６
月
25
日（
月
）に

開
催
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。

梅
窓
院
主
催
に
よ
り
、特
別
な
拝
観
や
法
話
を
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

お
檀
家
様
同
士
の
交
流
も
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
、皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

開催日 6月25日（月）

11時～15時30分（仮）時　間

参拝先 上野寛永寺他

会　費 2,000円（昼食費含む）

ご希望の方にはご案内をお送りしますので、
お気軽にお問合せ下さい。

お問合わせ：梅窓院 青山文化村  
〒107-0062　東京都港区南青山2-26-38
TEL:03-3404-8588　FAX：03-3404-8436
E-mail：bunkamura@baisouin.or.jp

事前申込制
先着10名

第3回

お
さ
ん
ぽ
会

お
寺

毎年、春と秋のお彼岸に親戚皆でお参り
に来ています。本日はおばとおじ夫婦の4
人で参りました。お抹茶をいただきました
が、美味しかったです。お菓子も甘さ控え
めでお抹茶に合うお味でした。また、着物
やお茶碗の模様が綺麗で見とれてしま
いました。法要では、祖師堂の法然上人
の祭壇が綺麗で、とても印象的でした。




