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法法

話話

盂
蘭
盆
の
季
節
を
迎
え
て･･･

　ず）」を供える

⑥膳をつくり供える

⑦その他、そうめん、果物など夏

　の食物を供えください。お盆セ

　ットがスーパーなどで売ってい

　ますが、詳しくは住職までお気

　軽にお問い合わせください！

お盆の精霊棚の飾り付け一例です。ご参考にしてください。
①テーブルにマコモを敷く

②四方に笹を立て麻縄で結ぶ

③位牌香炉燭台花等を飾る

④茄子や胡瓜で馬と牛を作る

⑤蓮葉に夏野菜の粗みじん切

　りと生米を乗せる「水の子

　（みずのこ）」、椀に清水を

　満たした「閼伽水（あかみ

①

②
③
④

⑤⑥

③

⑦

　

気
が
つ
い
た
ら
今
年
も
お

盆
で
す
。
月
日
の
経
つ
の
は

･･･

と
言
い
ま
す
が
、
ほ
ん

と
で
す
ね
。
大
人
に
な
っ
て

か
ら
特
に
時
間
の
経
つ
の
が

早
い
気
が
し
ま
す
。
あ
る
人

は
そ
れ
は
経
験
の
違
い
に
よ

る
、
と
い
い
ま
し
た
。
子
供

に
と
っ
て
の
一
年
は
、
数
年

し
か
生
き
て
い
な
い
う
ち
の

一
年
で
す
か
ら
未
知
の
事
ば

か
り
で
、
長
く
感
じ
る
。
大

人
は
数
十
年
生
き
た
う
ち
の

一
年
で
す
か
ら
、
何
度
も
経

験
し
て
い
て
短
く
感
じ
る
、

と
い
う
事
で
す
。
時
計
の
針

は
子
供
も
大
人
も
同
じ
に
動

い
て
い
る
の
に
、
面
白
い
も

の
で
す
。
ま
た
、
楽
し
い
時

間
ほ
ど
早
く
過
ぎ
、
つ
ら
い

時
間
は
長
く
感
じ
る
な
ん
て

言
う
事
も
あ
り
ま
す
。
案
外

自
分
の
感
覚
な
ん
て
当
て
に

な
ら
な
い
も
の
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。
時
間
に
振
り

回
さ
れ
て
一
年
の
後
半
を
過

ご
す
か
、
時
間
を
使
い
こ
な

し
て
来
年
を
迎
え
る
か
。
折

角
の
お
盆
で
す
か
ら
ご
先
祖

様
の
前
で
「
一
時
」
立
ち
止

ま
っ
て
、
考
え
て
み
る
の
も

良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
宝

泉
寺
で
は
棚
経
と
共
に
今
年

も
「
盂
蘭
盆
会
総
供
養
」
を

行
い
ま
す
。
ご
案
内
状
は
今

年
新
盆
の
方
、
ま
た
近
年
に

新
盆
を
迎
え
た
方
に
優
先
的

に
送
っ
て
お
り
ま
す
が
、
当

日
の
飛
び
込
み
参
加
も
大
歓

迎
で
す
。
裏
面
要
領
で
行
い

ま
す
の
で
ど
う
ぞ
ご
参
加
頂

き
た
く
思
い
ま
す
。

ご
質
問
お
問
い
合
わ
せ
は

宝
泉
寺
（
〇
四
二
―
六
六
一

―
三
三
五
三
）
ま
で
。

棚
経
の
ご
希
望
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
な
る
べ

く
早
め
に
お
寺
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

そ
う
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

ミ
ヤ
ン
マ
ー
お
経
は
良
い
世

界
に
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
に

読
ん
で
い
る
わ
け
で
、
べ
つ
に

人
に
聞
か
せ
る
必
要
が
な
い
。

だ
か
ら
み
ん
な
声
が
小
さ
い

ん
で
す
ね
。
遠
慮
し
て
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
た
。

　

で
は
な
ぜ
反
対
に
、
日
本
で

は
大
き
な
声
で
お
経
を
読
む

の
か
。
こ
こ
で
「
回
向
」
が
大

き
く
関
係
す
る
の
で
す
。　

日
本
の
仏
教
と
り
わ
け
禅
の

世
界
で
は
「
自じ

み
と
く
ど
せ
ん
ど

未
得
度
先
度

他た

（
我わ
れ

、
未い
ま

だ
渡
ら
ざ
り
と

い
え
ど
も
先ま

ず
他
を
先
に
渡

す
）」
と
い
う
教
え
を
重じ

ゅ
う
よ
う
し

要
視

し
ま
す
。「
私
自
身
は
ま
だ
悟

り
救
わ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど

も
、
ま
ず
他
の
人
を
救
っ
て
い

こ
う
」
自じ

こ己
の
救
い
を
求
め

る
の
な
ら
、
同
じ
よ
う
に
苦

し
み
の
世
界
に
生
き
る
他
の

人
た
ち
に
目
を
向
け
な
く
て

は
い
け
な
い
。
だ
か
ら
自
分

で
読
ん
だ
お
経
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
功く

ど
く徳
を
沢
山
の
人
た
ち

に
受
け
取
っ
て
も
ら
い
た
い
。

そ
こ
で
本
堂
中
に
聞
こ
え
る

デ
ッ
カ
イ
声
で
回
向
し
て
、
読ど

経き
ょ
うの
功
徳
を
一
緒
に
座
っ
て

い
る
人
た
ち
み
ん
な
に
差
し

向
け
て
、
み
ん
な
の
も
の
に

し
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

で
は
「
一
緒
に
坐
っ
て
い

た
」
皆
さ
ん
は
戴い

た
だい
た
功
徳
を

ど
う
し
た
ら
良
い
の
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
こ
で
も
ま
た
回
向
す
る

の
で
す
。
例
え
ば
お
焼し

ょ
う
こ
う香
。
い

つ
も
ど
ん
な
事
を
考
え
て
い

ま
す
か
？
「
亡
き
人
が
ど
う

か
幸
せ
で
あ
る
よ
う
に
」
そ

う
い
う
思
い
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
時
、「
た
ま
っ
て
」
い
た

お
経
の
功
徳
を
自
分
の
た
め

に
保
存
し
て
お
か
な
い
で
、

亡
き
人
の
た
め
差
し
向
け
て
、

供
養
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　

功
徳
は
あ
く
ま
で
も
自
分

以
外
の
た
め
に
捧
げ
て
し
ま

う
。
そ
れ
が
日
本
の
仏
教
の

ル
ー
ル
な
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
心
が
け
が
い
つ
し
か

「
仏
の
心
」
と
な
り
、
我わ

れ
い
ま未
だ

渡
ら
ざ
り
き
、
と
思
っ
て
い
た

の
に
、
気
が
つ
い
た
ら
自
分

自
身
も
ま
た
救
わ
れ
て
い
る
。

日
本
の
仏
教
は
「
私
も
あ
な

た
も
共
に
救
わ
れ
て
、
し
あ

わ
せ
な
仏
に
な
り
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
の
が
大
事
な
ト
コ
ロ

な
ん
で
す
。
僕
は
と
て
も
イ

イ
考
え
方
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

自
分
の
事
は
お
い
と
い
て
、

先
ず
人
の
た
め
に
何
か
を
し

て
あ
げ
よ
う
、
そ
の
尊
い
心
が

け
の
宣せ

ん
げ
ん
ぶ
ん

言
文
が
回え

こ
う
も
ん

向
文
。
そ
れ

は
皆
さ
ん
が
ご
先
祖
様
を
思

う
気
持
ち
を
確
か
に
仏
さ
ま

に
お
伝
え
す
る
、
そ
ん
な
証

し
ょ
う

文も
ん

の
様
な
も
の
で
す
。
今
度
の

ご
法
事
の
時
に
は
よ
ー
く
聞

い
て
い
て
く
だ
さ
い
ね
。
皆
さ

ん
の
た
め
に
一
生
懸
命
デ
ッ

カ
イ
声
で
読
み
ま
す
よ
！

　

法
事
や
供
養
の
時
、
い
わ
ゆ

る
「
お
経
」
の
あ
と
に
「
回え

向こ
う

文も
ん

」
と
い
う
の
を
お
読
み
し
ま

す
。
こ
の
お
経
は
誰
々
の
た
め

に
読
ん
で
い
る
の
で
す
よ
、
と

い
う
事
を
告
げ
る
言
葉
で
す
。

回
向
、
と
は
「
差
し
向
け
る
」

と
い
う
意
味
で
、「
有
り
難
い

お
経
を
読
ん
だ
そ
の
功く

徳ど
く

を
自

分
以
外
の
誰
か
に
差
し
向
け

る
」
そ
の
宣
言
の
為
に
読
ま
れ

る
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
般
若
心
経
と
い

う
「
お
経
」
を
木も
く
ぎ
ょ魚
に
合
わ
せ

て
お
唱と

な

え
し
、
続
け
て
本ほ
ん
ぞ
ん
え

尊
回

向こ
う

と
い
う
「
回え
こ
う
ぶ
ん

向
文
」
を
読
み

ま
す
。「
上じ

ょ
う
ら
い来
つ
つ
し
ん
で
般

若
心
経
を
諷ふ

じ
ゆ誦
す
。
集あ
つ
む
る
所

の
功く

ど
く徳
は
南な
む
と
う
ほ
う
や
く
し
る
り

無
東
方
薬
師
瑠
璃

光こ
う
に
ょ
ら
い

如
来･･･

」

こ
の
場
合
、「
般
若
心
経
を
読

む
功
徳
を
薬
師
如
来
様
に
捧
げ

ま
す
」
と
い
う
内
容
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

続
け
て
「
大だ

い
ひ
し
ゅ

悲
呪
」
と
い
う

お
経
を
お
唱
え
し
、
在ざ

い
け
え
こ
う

家
回
向

を
読
み
ま
す
。お
経
の
功
徳
を
、

亡
く
な
っ
た
ご
先
祖
様
に
お
捧

げ
し
て
、
ご
供く

よ
う養
申
し
上
げ
る

と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
お
経
と
回
向
文
は
常
に
ワ

ン
セ
ッ
ト
に
し
て
読
ま
れ
る
の

で
す
。

　

実
は
こ
の
回
向
文
に
代
表
さ

れ
る
回
向
、
功
徳
を
自
分
以
外

に
差
し
向
け
る
、
と
い
う
考
え

方
は
日
本
の
仏
教
特
有
の
考
え

方
な
ん
だ
そ
う
で
す
。

　

今
年
二
月
、
坊
さ
ん
ば
っ
か

り
の
団
体
で
ミ
ヤ
ン
マ
ー
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。
目
的
は

太た
い
へ
い
よ
う
せ
ん
そ
う

平
洋
戦
争
で
お
亡
く
な
り
に

な
っ
た
方
々
の
慰い

れ
い
ひ

霊
碑
を
巡
拝

す
る
こ
と
。
ミ
ヤ
ン
マ
ー
は
東

南
ア
ジ
ア
伝
統
の
仏
教
の
大
変

盛
ん
な
国
。
慰い

れ
い
ひ

霊
碑
の
あ
る
現

地
の
お
寺
に
は
、
巨
大
で
黄こ

が
ね金

色い
ろ

の
釈し
ゃ
か
に
ょ
ら
い
ぞ
う

迦
如
来
像
が
祀
ら
れ
、

沢
山
の
信
者
さ
ん
た
ち
が
思
い

思
い
に
参さ

ん
ぱ
い拝
し
て
い
ま
す
。

さ
す
が
皆
さ
ん
、
そ
ら
で
お
経

を
読
む
。
国
民
性
そ
の
も
の
の

よ
う
に
慎つ

つ

ま
し
く
、
遠え
ん
り
ょ慮
が
ち

に
小
声
で
し
た
が
、
一

い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い

生
懸
命

に
読ど

き
ょ
う経
な
さ
っ
て
い
る
そ
の

姿
！
ス
バ
ら
し
い
!!
と
感
心
し

て
い
る
と
、
そ
の
ミ
ヤ
ン
マ
ー

寺
院
の
ご
住
職
が
や
っ
て
き
ま

し
た
。
ミ
ヤ
ン
マ
ー
語
の
お
経

が
聞
け
る
ゾ
と
期
待
し
て
い
る

と
、
あ
れ
？
全
然
聞
こ
え
な

い
！
ご
住
職
も
小
声
で
読
経
な

さ
っ
て
い
る
。

　

僕
ら
は
「
お
経
は
大
き
な
声

で
」
と
教
育
さ
れ
て
い
ま
す
か

ら
不
思
議
で
し
ょ
う
が
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
と
で
そ
の
訳
を
聞
き

ま
し
た
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
で
は
お

経
を
読
ん
だ
り
、
人
助
け
を
し

た
り
、布ふ

せ施
を
し
た
り
し
た「
功

徳
」は
基
本
的
に
自
分
の
も
の
。

そ
の
功く

ど
く徳
を
一
生
の
う
ち
に
沢

山
た
め
て
お
く
と
、
死
後
、
今

よ
り
良
い
世
界
に
生
ま
れ
変
わ

る
事
が
出
来
る
と
さ
れ
て
い
る

回え

こ

う向
の
は
な
し

ミヤンマー最大の日本人慰霊碑で参拝

ミヤンマーの釈迦如来像　日本より華やか？派手？

数千におよぶ仏塔を望む



檀信徒・霊園使用者各位に発行しています。

　

ジ
メ
ジ
メ
と
し
た
日
が
続

き
ま
す
が
皆
様
い
か
が
お
過

ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

梅
雨
が
明
け
る
と
お
盆
の

季
節
が
や
っ
て
参
り
ま
す
。

管
理
事
務
所
で
も
お
花
お
線

香
を
用
意
し
て
皆
様
の
墓
参

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
の

で
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

圏
央
道
の
高
尾
山
〜
相
模

原
厚
木
方
面
が
昨
年
開
通
し

て
以
来
、
高
尾
山
IC
の
出
口

渋
滞
が
す
っ
か
り
解
消
さ
れ

都
心
方
面
か
た
八
王
子
南
霊

園
ま
で
に
か
か
る
時
間
も
と

て
も
短
く
な
り
ま
し
た
。
ま

だ
通
っ
た
事
の
な
い
方
は
料

金
は
か
か
り
ま
す
が
一
度
ご

利
用
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？

　

末
筆
で
は
御
座
い
ま
す
が

皆
様
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

　

八
王
子
南
霊
園

　
　
　

管
理
事
務
所　

畑
山

　

ま
ず
最
初
は　

春
秋
社

「
闘
う
仏
教
・
現
代
宗
教
論
」

大
本
山
妙
心
寺
前
管
長
、
河

野
太
通
老
師
と
大
本
山
仏
通

寺
前
管
長
で
医
師
で
も
あ
る

対
本
宗
訓
老
師
の
対
談
集
で

す
。
震
災
時
の
禅
僧
の
活
動

や
医
療
、
自
死
問
題
な
ど
非

常
に
現
代
的
な
諸
問
題
に
禅

の
継
承
者
で
あ
る
老
師
が
語

り
合
う
、
と
い
う
実
は
と
て

も
珍
し
い
本
な
ん
で
す
。
仏

教
的
な
お
説
教
で
は
な
く

「
禅
僧
が
世
相
を
斬
る
」
的

な
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
ま
す

よ
。
老
師
が
こ
ん
な
話
す
る

な
ん
て
！　

一
六
〇
〇
円
。

霊
園
管
理
事
務
所
か
ら

霊
園
だ
よ
り

宝泉寺　０４２（６６１）３３５３　ホームページ：http://www.housenji.net/　　E-mail：info@housenji.net   

｛こ｝
あ
い
う
え
お
用
語
辞
典

居 

士
（
こ
じ
）

　
お
戒
名
に
使
わ
れ
て
い
る

居
士
と
い
う
称
号
。
元
々
は

在
家
の
身
分
の
ま
ま
禅
林（
禅

宗
の
お
寺
）
に
入
門
し
、
修

行
を
す
る
男
性
の
呼
び
方
で

す
。
今
で
も
居
士
林
と
言
わ

れ
る
在
家
信
者
の
た
め
の
修

行
施
設
を
持
つ
お
寺
が
あ
り
、

出
家
修
行
者
と
と
も
に
お
寺

を
助
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
。
転
じ
て
、
お
戒
名

で
は
「
こ
の
方
は
生
前
、
熱

心
な
禅
の
修
行
者
で
し
た
」

と
い
う
証
明
の
た
め
に
付
け

ら
れ
る
の
で
す
。
頭
を
丸
め

な
く
て
も
修
行
は
出
来
る
と

い
う
事
で
す
ね
。
イ
イ
事
聞

い
た
！

　
「
寺
院
」
の
カ
ン
バ
ン
を
掲

げ
て
い
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な

勧
誘
、
広
告
、
商
品
紹
介
が

や
っ
て
き
ま
す
。
一
般
に
坊

さ
ん
は
世
間
し
ら
ず
と
思
わ

れ
て
る
の
か
、
良
い
カ
モ
だ

と
思
わ
れ
る
の
か
。
一
番
多

い
の
は
金
融
商
品
の
勧
誘
。

「
必
ず
儲
か
り
ま
す
！
お
寺

様
の
利
益
に
な
れ
ば
と
思
っ

て
お
り
ま
す
！
」
大
変
ご
親

切
に
。
だ
っ
た
ら
ご
自
分
で

儲
け
て
、
そ
の
分
お
布
施
し

て
く
だ
さ
い
ネ
。

　

意
外
と
多
い
の
が
、
原
稿

依
頼
と
お
寺
紹
介
し
ま
す
と

い
う
広
告
勧
誘
。「
雑
誌
社
の

者
で
す
が
、
終し

ゅ
う
か
つ活
に
関
す
る

雑
誌
を
発
刊
し
ま
す
。
原
稿

を
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？
」

「
へ
え
、
終
活
っ
て
な
に
書

け
ば
良
い
の
？
」
遺
言
書
や

ら
葬
儀
の
始し

ま
つ末
ま
で
自
分
で

決
め
て
お
く
、
と
い
う
の
が

流
行
だ
そ
う
で
す
が
、
だ
い

た
い
坊
さ
ん
が
い
ま
流
行
っ

て
い
る
「
終し

ゅ
う
か
つ活
」
に
好
意
的

だ
と
お
も
っ
た
ら
大
間
違

い
。
電
話
の
お
兄
さ
ん
と
や

り
と
り
す
る
事
数
分
、
結
局

そ
の
原
稿
を
掲
載
す
る
の
に

何
十
万
と
い
う
広
告
料
が
か

か
る
と
い
う
。
バ
カ
に
し
な

さ
ん
な
よ
。
て
な
も
ん
で
す
。

　
「
終
活
」「
直ち

ょ
く
そ
う葬
」「
墓
じ
ま

い
」
あ
と
「
家
族
葬
」
な
ど

な
ど
、
仏
事
に
関
係
し
そ
う

な
新
語
が
沢た

く
さ
ん山
出
来
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
ほ
と
ん
ど
雑
誌

や
テ
レ
ビ
が
作
っ
た
言
葉
。

言
葉
を
作
る
人
は
、
な
る
べ

く
「
今
は
こ
れ
が
流
行
っ
て

ま
す
よ
ー
、
も
う
当
た
り

前
に
み
ん
な
や
っ
て
ま
す

よ
ー
」
と
宣
伝
し
ま
す
。
例

え
ば
葬
場
で
荼だ

び毘
に
付
す
だ

け
、と
い
う
葬
儀（
？
）を「
直

葬
」
と
い
っ
た
の
は
何
と
Ｎ

Ｈ
Ｋ
。
手
間
も
時
間
も
何
よ

り
お
金
が
か
か
ら
な
い
。
た

し
か
に
以
前
か
ら
全
く
身
寄

り
の
居
な
い
方
の
ご
葬
儀
と

し
て
、
火
葬
だ
け
す
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
特
殊

な
一
部
の
例
。
し
か
し
「
テ

レ
ビ
で
言
う
ん
だ
か
ら
、
そ

う
い
う
も
の
か
」
と
み
ん
な

思
っ
て
し
ま
っ
た
。
雑
誌
テ

レ
ビ
は
と
り
あ
え
ず
売
れ
た

ら
そ
れ
で
良
い
の
で
、
後
の

事
情
、
個
々
の
事
例
に
責
任

持
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
葬
儀

式
は
故
人
の
恩お

ん
と
く徳
を
偲し

の

び
、

離り

く苦
の
け
じ
め
を
つ
け
る
大

事
な
時
間
。
な
の
に
、
そ
ん

な
安
易
な
だ
け
の
や
り
方
を

「
推す

し
ょ
う奨
」
さ
れ
た
ら
、
家
族
は

必
ず
後
悔
す
る
ぞ
、
と
当
時

か
ら
仏
教
界
の
反
発
は
大
き

か
っ
た
。
し
か
し
マ
ス
コ
ミ

の
力
は
圧
倒
的
で
し
た
。
結

局
、
大
事
な
家
族
を
「
カ
ン

タ
ン
に
」「
直
葬
」
し
た
多
く

の
家
族
は
、
ず
っ
と
後
悔
に

さ
い
な
ま
れ
る
事
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
長
年
つ
き

あ
っ
て
き
た
人
の
最
後
が
、

カ
ン
オ
ケ
に
い
れ
て
、
火
葬

す
る
だ
け
な
ん
て
。「
よ
く
考

え
た
ら
、
あ
ん
な
風
に
送
っ

て
し
ま
っ
て
良
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
」「
去
っ
て
行
く
人
は

簡
単
で
良
い
よ
、
と
い
う
け

れ
ど
も
っ
と
き
ち
ん
と
し
た

か
っ
た
」
後
悔
先
に
立
た
ず
、

取
り
返
し
は
つ
き
ま
せ
ん
。

　

先
ほ
ど
出
て
き
た
終
活
に

し
て
も
、
専
門
誌
が
あ
っ
た

り
、
特
集
番
組
が
あ
っ
た
り

と
す
っ
か
り
人
口
に
膾か

い
し
や炙
し

て
い
ま
す
。
で
も
結
局
、「
自

分
の
希
望
を
の
べ
る
」
事
に

終し
ゅ
う
し始
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
書
い
て
残
し
て
も
、

実
行
さ
れ
る
か
ど
う
か
自
分

で
確
か
め
ら
れ
な
い
以
上
、

最
後
の
希
望
を
か
な
え
て
く

れ
る
で
あ
ろ
う
、
多
く
は
家

族
、
時
に
は
施
設
の
人
、
後

見
人
、
な
ど
の
人
と
の
関
係

を
よ
り
良
く
作
っ
て
お
く
事

が
最
も
大
事
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。
今
の
終
活
に

は
そ
う
い
う
視
点
が
大
き
く

欠
け
て
い
る
の
が
、
残
念
で

な
り
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
分

の
人
生
最
後
で
最
大
の
出
来

事
に
、
去
り
ゆ
く
者
と
残
る

者
と
い
う
立
場
で
、
共
に
向

か
い
合
う
。
生
き
と
し
生
け

る
身
で
あ
る
以
上
、
避
け
て

は
通
れ
な
い
そ
の
時
の
こ

と
、
そ
れ
ま
で
ど
う
や
っ

て
生
き
て
い
く
べ
き
な
の
か

を
、
お
寺
と
い
っ
し
ょ
に
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

今
年
に
入
っ
て
か
ら
、
一

月
の
大
分
円
福
寺
塔
婆
供
養

会
、
三
月
は
当
山
彼
岸
会
、

四
月
の
長
期
巡
教
佐
賀
県
小

城
市
地
区
、
六
月
は
富
山
県

高
岡
市
大
本
山
国
泰
寺
開
山

お
説
教
、
鎌
倉
大
本
山
建
長

寺
ス
ペ
シ
ャ
ル
法
話
会
な

ど
、
多
く
の
機
会
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。

　

佐
賀
県
小
城
市
で
は
昨
年

に
続
い
て
、
20
軒
の
お
寺
様

で
連
日
の
法
話
会
。
長
丁
場

で
し
た
が
と
て
も
有
意
義
な

時
間
で
し
た
。

佐
賀
県
で
は
「
八
王
子
宝
泉

寺
」
ち
ょ
っ
と
有
名
。
か
も
。

　

高
岡
市
大
本
山
国
泰
寺
は

臨
済
宗
15
派
の
一
つ
。
虚
無

僧
の
尺
八
で
と
て
も
有
名
な

お
寺
で
、
30
人
あ
ま
り
の
虚

無
僧
を
従
え
た
参
拝
行
列
に

は
、
全
国
か
ら
カ
メ
ラ
マ
ン

が
や
っ
て
く
る
ほ
ど
。
実
は

当
山
宝
泉
寺
と
も
法
脈
の
う

え
で
大
変
強
い
つ
な
が
り
が

あ
り
ま
す
。
全
山
上
げ
て
の

開
山
忌
法
要
で
二
席
。
管
長

猊
下
（
本
山
で
一
番
エ
ラ
い

和
尚
様
）
の
お
側
で
、
と
て

も
緊
張
し
ま
し
た
が
素
晴
ら

し
い
経
験
で
し
た
。

　

あ
ち
こ
ち
か
ら
お
声
を
戴

く
事
が
と
て
も
嬉
し
い
で

す
。
も
っ
と
も
っ
と
勉
強
し

て
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
ご
恩

返
し
が
出
来
る
よ
う
に
が
ん

ば
り
ま
す
！

　

ご希望の方は、早めに宝泉寺まで
ご連絡くださいませ。

最近新盆を迎えた方にはあらかじめご案内をしておりますが、
どなた様でも参加歓迎です。当日受付で申し込みをしてください。

◎宝泉寺盂蘭盆会総供養（お盆会） ◎棚経（ご自宅での読経供養）

ご あ ん な い

日時 ： 平成二十七年七月十六日（木）　　
　　   午後四時より（受付開始三時）        
場所 ： 宝泉寺別院大ホール

宝泉寺（042－661－3353）

う ら えぼん

佐賀県小城市で法話中の住職

国泰寺開山忌の虚無僧（北日本新聞）

大 事 な お 知 ら せ

　当山併設「葬祭場宝泉寺別院」が開場以来20
周年を迎えました。

　これを記念して、使用料金改定を行いました。

　檀信徒の皆様は今後、霊安室、式場使用料共に

無 料 となります。これにより、これまでより更
にお金の心配をせずにキチンと儀式を行えるもの

と思います。

　葬儀社の過当競争が激しくなり、インターネッ

ト受注など葬儀に関する様々なトラブルを良く耳

にするようになりました。

　万が一の時にはまず宝泉寺にお電話ください。

　互助会などに参加している方も、まず宝泉寺へ。

法
話
出
講
の
思
い
出

オ
ス
ス
メ
図
書

今
号
か
ら
住
職
が
読
ん
で
み
て
面
白
か
っ
た
本

の
な
か
で
、
専
門
書
以
外
で
、
比
較
的
簡
単
に

手
に
入
る
も
の
か
ら
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。


