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﹃
⼤
銀
杏
﹄
第
⼆
号
下
書
き
の
時
点

で
は
鬱
陶
し
い
⾬
の
⽇
が
続
い
て
お

り
ま
す
が
︑発
⾏
の
頃
に
は
猛
暑
な
ら

ぬ
酷
暑
に
な
る
模
様
で
す
︒お
互
い
に

熱
中
症
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
気
を
つ
け

ま
し

う
︒ 

夏
と
⾔
え
ば
お
盆
の
季
節
で
す
︒詳

し
い
説
明
は
次
ペ

ジ
に
載
せ
て
お

り
ま
す
の
で
︑私
は
近
頃
気
付
い
た
事

を
少
し
だ
け
語
ら
せ
て
い
た
だ
き
た

く
存
じ
ま
す
︒ 

最
近
︑法
事
中
に
お
経
を
上
げ
な
が

ら
︑ふ
と
参
列
者
の
お
顔
を
拝
⾒
し
て

み
ま
す
と
︑﹁
ど
う
せ
私
に
は
関
係
の

な
い
こ
と
だ
し…

︑早
く
終
わ
ら
な
い

か
な

﹂と
い

た
空
気
を
醸
し
出
し

て
臨
ん
で
い
る
⼈
が
少
な
か
ら
ず
い 

ら

し

る
よ
う
に
感
じ
ま
す
︒
折

⾓
︑
時
間
を
割
い
て
参
列
し
て
い
る

の
に
⾮
常
に
も

た
い
な
い
こ
と
だ

な
︑
と
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
︒ 

⾯
で
も
︑ご
先
祖
に
⾒
守
ら
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
︑感
謝
の
念
を
忘
れ
て
は
い

け
な
い
よ
︑と
繰
り
返
し
教
え
諭
す
事

な
ら
多
少
な
り
と
も
実
践
で
き
る
と

思
う
の
で
す
︒ 

か
く
⾔
う
私
も
御
仏
の
⼦
︵
凡
夫
︶

で
す
が
︑⾃
戒
の
念
も
込
め
て
共
に
考

え
直
し
て
い
き
ま
せ
ん
か
︑と
い
う
問

い
掛
け
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒何

事
に
も
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
︑み

ん
な
で
⾄
極
⾃
然
に
⼿
を
合
わ
せ
ら

れ
る
よ
う
に
し
た
い
︑と
思
う
今
⽇
こ

の
頃
で
す
︒ 

今
年
も
ご
案
内
状
の
ご
と
く
盂
蘭

盆
施
餓
⻤
法
要
を
営
み
ま
す
が
︑そ
の

よ
う
な
事
を
思
い
巡
ら
せ
な
が
ら
参

列
い
た
だ
け
ま
す
と
有
り
難
い
で
す
︒

是
⾮
と
も
︑ご
先
祖
に
卒
塔
婆
を
お
⽴

て
の
上
︑
気
持
ち
よ
く
参
拝
頂
き
た

く
︑
⼼
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
︒ 

幼
少
の
頃
可
愛
が

て
い
た
ペ

ト
を
失

た
り
︑
若
く
し
て
愛
す
る

親
・
配
偶
者
・
⼦
供
に
⼀
⾜
先
に
旅
⽴

た
れ
た
︑な
ど
と
い
う
経
験
を
持

て

い
る
⼈
で
な
い
と
︑ど
う
し
て
も
実
感

が
湧
か
な
い
の
も
無
理
か
ら
ぬ
事
で

す
︒
も
ち
ろ
ん
決
し
て
︑
そ
う
い
う
経

験
を
踏
ん
だ
⼈
の
み
を
⼀
⽅
的
に
賛

美
す
る
訳
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
︑

誤
解
の
な
き
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
︒ 
 
  

そ
の
よ
う
な
悲
し
い
体
験
を
積
ま
な

い
に
越
し
た
事
は
な
い
の
で
す
か
ら

…

︒恐
ら
く
は｢

先
祖｣

と
い
う
存
在
に

つ
い
て
︑両
親
や
祖
⽗
⺟
か
ら
取
り
⽴

て
て
何
も
教
わ

て
こ
な
か

た
事

も
ひ
と
つ
の
原
因
で
あ
る
と
⾔
え
ま

し

う
︒⼦
供
は
親
の
背
中
を
⾒
て
育

つ
︑
⼀
般
に
よ
く
⾔
わ
れ
ま
す
︒
私
達

⼤
⼈
は
⼦
供
や
孫
に
対
し
て
︑⼤
き
く

て
⽴
派
な
背
中
を
⾒
せ
て
お
⼿
本
を

⽰
す
事
の
⼤
切
さ
を
︑真
剣
に
考
え
直

す
べ
き
で
は
な
い
で
し

う
か
︒ 

常
⽇
頃
か
ら
私
達
は
い
か
な
る
場 

早
か
れ
遅
か
れ
︑⼈
は
必

ず﹁
死
﹂を
迎
え
る
事
実
を
︑

理
屈
で
は
分
か

て
い
る

も
の
の
︑ど
う
に
も
実
感
と

し
て
受
け
⼊
れ
ら
れ
な
い

の
が
本
⾳
で
し

う
︒ 

境内に永代供養墓を建⽴中。施餓⻤会の⽇に開眼供養の予定です。 

親

背
中

⽰
�住�

職
�

�

藤�

義�

晃�
�

お
盆
施
餓
鬼
会 

八
月
二
十
三
日
（
金
） 

十
時
十
五
分
〜 

 

秋
季
彼
岸
会
法
要 

九
月
二
十
三
日
（
月
） 

十
時
三
十
分
〜 

１ 

圓 藏 寺 新 聞 

おおいちょう 
 

圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

ぼ 

ん 

せ 

が 

き 

み
ほ
と
け 

う 

ら 

そ 

と 

う 

ば 

ぼ
ん
ぷ 



 
                                 

お
釈
迦
さ
ま
の
弟
⼦
で
あ
る
⽬
連

尊
者
が
餓
⻤
界
で
苦
し
む
亡
き
⺟
を

救
う
た
め
︑
僧
侶
の
修
⾏
期
間
︵
⾬
安

居
︶
の
終
わ
る
七
⽉
⼗
五
⽇
に
﹁
百
味

の
飲
⾷
五
薬
﹂
を
供
養
す
る
こ
と
に
よ

て
︑
⺟
親
が
餓
⻤
界
の
苦
し
み
か
ら

の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
説
か
れ

て
い
る
﹃
仏
説
盂
蘭
盆
経
﹄
に
由
来
し

ま
す
︒ 

盆 

迎 

方 
２ 

今
年
も
お
盆
の
季
節
が
や

て
き
ま
す
︒
お
盆
の
い
わ
れ
︑

精
霊
棚
の
ま
つ
り
⽅
を
学
び
︑

ご
先
祖
さ
ま
に
感
謝
の
想
い

を
届
け
ま
し

う
︒ 

圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

お 

の 

 

え 

お
盆
の
時
期 

 

お
盆
の
由
来 

 

あ
れ
？
 

で
は
︑
お
盆
は
七
⽉
が
正
式
な
の
？ 

明
治
五(

⼀
⼋
七
⼆)

年
︑
こ
こ
で
⼤
き
な
変
化
が
起
こ
り
ま
す
︒

こ
の
年
の
⼗
⼆
⽉
三
⽇
に
︑
明
治
政
府
は
そ
れ
ま
で
の
旧
暦
か
ら

新
暦
へ
と
移
⾏
し
た
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
旧
暦
の
﹁
明
治
五
年
⼗

⼆
⽉
三
⽇
﹂
を
新
暦
で
﹁
明
治
六
年
⼀
⽉
⼀
⽇
﹂
へ
と
改
暦
し
た

の
で
す
︒ 

 

⼤
切
な
こ
と
は…

⾃
ら
の
ご
先
祖
さ
ま
を
迎
え
る

お
盆
は
い
つ
な
の
か
︑
地
域
・
家
庭
で
⼤
切
に
し
て

き
た
事
は
ど
う
い

た
事
な
の
か
︑
そ
れ
を
し

か

り
と
知

て
い
く
事
な
の
で
す
︒
⼤
切
な
ご
先
祖
さ

ま
を
ど
う
ぞ
本
年
も
温
か
く
お
迎
え
く
だ
さ
い
︒ 

①
﹁
七
⽉
盆
﹂
新
暦
の
七
⽉
に
⾏
う 

改
暦
に
従
い
︑
旧
暦
七
⽉
⼗
五
⽇
の
お
盆
を
新
暦
の
七
⽉
⼗
五

⽇
に
⾏

た
の
が
﹁
七
⽉
盆
﹂
︒
こ
れ
は
︑
以
前
よ
り
も
早
い
時

期
に
お
盆
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
都
市
部
が
中
⼼
と
な

て
新
暦
を
採
⽤
し
て
い

た
為
︑
現
在
で
も
東
京
な
ど
都
市
部
で

は
新
暦
の
七
⽉
が
お
盆
と
な
る
の
で
す
︒ 

 ②
﹁
⼋
⽉
盆
︵
⽉
遅
れ
の
盆
︶
﹂
新
暦
の
⼋
⽉
に
⾏
う 

旧
来
の
時
期
に
な
る
べ
く
合
わ
せ
て
お
盆
⾏
事
を
⾏
お
う
と
し

た
の
が
﹁
⽉
遅
れ
﹂
の
﹁
⼋
⽉
盆
﹂
で
す
︒
旧
暦
七
⽉
⼗
五
⽇
の

お
盆
を
新
暦
⼋
⽉
⼗
五
⽇
に
す
る
こ
と
で
対
応
を
と

た
の
で

す
︒
こ
れ
を
﹁
旧
盆
﹂
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
︑
本
来
は
正

し
い
⾔
い
⽅
で
は
な
い
の
が
ご
理
解
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま

す
︒
他
に
も
︑
新
暦
の
七
⽉
中
旬
は
︑
ま
だ
梅
⾬
が
明
け
き
ら

ず
︑
農
村
部
で
は
農
作
業
の
関
係
上
︑
お
盆
ど
こ
ろ
で
は
な
か

た
こ
と
も
理
由
の
⼀
つ
に
あ
げ
ら
れ
ま
す
︒ 

 ③
﹁
旧
盆
﹂
あ
く
ま
で
旧
暦
の
ま
ま
盆
を
迎
え
る 

旧
暦
の
七
⽉
⼗
五
⽇
を
お
盆
と
し
た
の
が
︑
﹁
旧
盆
﹂
と
な
る

訳
で
す
︒
こ
れ
は
当
然
︑
新
暦
に
照
ら
し
て
み
る
と
毎
年
⽇
付
は

変
わ
り
ま
す
︒
今
で
も
沖
縄
な
ど
で
は
旧
暦
で
⾏
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
よ
う
で
す
︒ 

み
ま
し

う
︒ 

お
盆
は
⼋
⽉
の
も
の
？ 

﹁
お
盆
の
帰
省
ラ

シ

が
始
ま

て
い
ま
す
﹂ 

毎
年
⼋
⽉
に
な
る
と
︑
そ
ん
な
ニ

ス
を
毎
年
の

よ
う
に
⽿
に
し
ま
す
︒
皆
様
の
中
で
も
﹁
お
盆

⼋

⽉
﹂
と
イ
メ

ジ
す
る
⽅
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し

う
か
？
し
か
し
︑
お
盆
は
も
と
も
と
七
⽉
に
そ
の

由
来
が
あ
る
と
い
う
お
話
で
し
た
︒
特
に
︑
七
⽉
⼗

三
⽇

⼗
五
⽇
︵
地
域
に
よ

て
は
⼗
六
⽇
︑
ま 

た
は
七
⽉
全
体
︶
の
期
間
を
指
す
場
合 

が
多
い
よ
う
で
す
︒
こ
の
時
期
に
私
た 

ち
の
ご
先
祖
様
が
帰

て
く
る
の
で
す
︒ 

今
ま
で
や

て
い
た
祭
礼
や
⾏
事
は
い
つ
し
た
ら
い
い
の
？ 

⼈
々
は
混
乱
し
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
出
し
た
答
え
こ
そ
︑
お

盆
の
時
期
が
い
つ
な
の
か
曖
昧
な
理
由
な
の
で
す
︒
⼈
々
が
出
し

た
答
え
は
⼤
き
く
分
け
る
と
三
つ
あ
り
ま
し
た
︒ 

圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

⼈
々
の
三
つ
の
答
え 

 



 
                                 

行
事
報
告
  

ボ

イ
ス
カ
ウ
ト
宗
教
章
︵
仏
教

章
︶の
取
得
講
座
第
⼆
回
⽬
が
円
蔵
寺

を
会
場
に
⾏
わ
れ
ま
し
た
︒ 

当
⽇
は
︑七
名
の
隊
員
が
朝
か
ら
お

寺
に
集
ま
り
︑隔
⽉
で
開
催
し
て
い
る

﹁
開
運
落
語
会
﹂の
会
場
設
営
を
中
⼼

に
カ
リ
キ

ラ
ム
が
進
ん
で
い
き
ま

し
た
︒⽴
川
談
慶
師
匠
へ
の
お
茶
出
し

や
落
語
会
の
受
付
︑他
に
も
法
話
や
太

⿎
の
練
習
な
ど
も
経
験
し
︑現
代
の
お

寺
の
あ
り
⽅
を
学
び
ま
し
た
︒ 

３ 圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

﹁
ボ

イ
ス
カ
ウ
ト
講
習
会
﹂ 

六
⽉
⼆
⼗
⼆
⽇ 

①ほおずき・笹⽵ 
ご先祖さまの道案内となるよう、灯明の代わりにほお
ずきを吊します。笹⽵に貼られた縄から内は、「この
中にご先祖さまが来られる」という結界を表します。 
②お供物 
ご霊膳には、果物や野菜をお供えします。その他にも
ご先祖さまの好きだった物などをお供えし、⼼を込め
てご先祖さまをお迎えしましょう。 
③真菰（まこも） 
壇には荒むしろ、真菰などを敷きます。 
 ④溝萩（みそはぎ） 
灑⽔盤（蓮の葉）に⼊れた⽔を、「溝萩」に含ませて、
⑤の「⽔の⼦」に注ぎます。これは煩悩を鎮めるた
めだと⾔われています。 

⑤⽔の⼦ 
ナスやキュウリを賽の⽬に切ったものと洗⽶を混
ぜ、蓮の葉の上に盛りつけます。④と同じく煩悩を
鎮めるためのお供え物と伝わります。 

⑥キュウリの⾺とナスの⽜ 
キュウリの⾺は、ご先祖さまが少しでも早く帰って来
て頂くために、ナスの⽜はゆっくりお戻り頂くために
お供えします。 

ご先祖さまをお迎えする精霊棚のまつり⽅の⼀例です。地域や各家庭によって様々ですが、
ぜひ参考にしていただき、ご先祖さまをお迎えください。 

本
の
紹
介 

﹁
開
運
落
語
会
﹂
で
お
馴
染

み
の
⽴
川
談
慶
師
匠
の
⼗
⼀
冊

⽬
に
な
る
著
作
が
発
売
さ
れ
ま

し
た
︒
⽇
蓮
宗
の
こ
と
に
も
た

く
さ
ん
触
れ
て
く
だ
さ

て
い

ま
す
︒ 

『デキる⼈はゲンを担ぐ』 

神宮館 1,500 円＋税 

奉
納
感
謝
  

﹁
扇
⾵
機
﹂
⽴
川
談
慶 

様 

︵
落
語
⽴
川
流
真
打
︶ 

﹁
掃
除
機
﹂
⼩
野
利
恵
⼦ 

様 
︵
寺
ヨ
ガ
講
師
︶ 

有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
︒ 

⼤
切
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒ 

精 霊 棚 
しょう りょう  だな 

 



 
    

行
事
案
内
  

立川談慶『開運落語会』 
第14回    8/5(月)18:00～ 
第 15回 10/4(金)18:00～ 

参加費(布施) 2,000円 未就学児入場不可 
※落語の前に毎回ご祈祷がございます。 

小野利恵子のかんたん寺ヨガ 
8/2(金) 8/16(金) 9/3(火) 9/26(木)  
10/11(金) 10/25(金)10:00～11:05 
参加費 700円   
持ち物 ヨガマット or バスタオル 

写経会 
8/3(土) 9/9(月) 10/15(火) 
10:00～11:45頃 

参加費 基本無料 ※納経料（1,000円） 
 ※２回目以降継続される方は写経セット 
（4,000円）をご購入ください。 

オレンジカフェ 
8/28(水) 9/25(水) 10/30(水) 

◎毎月最終水曜日 13:30～15:30 
参加費 300円  
簡単な写経・お茶会・トピックス 他 

４ 

☆
法
務
の
関
係
で
急
遽
⽇
程
を
変
更
す
る
場
合

が
ご
ざ
い
ま
す
︒
詳
細
は
ホ

ム
ペ

ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
︑
お
寺
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
︒ 

圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

●
七
面
山
登
詣
修
行 

 

●
護
法
団
参
〜
団
体
参
拝
の
お
誘
い
〜 

 

 

約
三
⼗
五
年
ぶ
り
に
復
活
し

た
円
蔵
寺
の
信
⾏
会
︻
護
持
正

法
会
︼
で
す
︒ 

皆
さ
ん
と
ご
⼀
緒
に
お
経
を

読
み
︑
仏
事
に
つ
い
て
の
あ
れ

こ
れ
や
︑
仏
様
の
教
え
に
つ
い

て
学
び
ま
し

う
︒
後
半
で
は
︑

お
茶
を
飲
み
な
が
ら
み
ん
な
で

お
し

べ
り
︒
檀
家
さ
ん
で
な

く
と
も
︑
年
齢
問
わ
ず
ど
な
た

で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
︒ 

お
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
︒ 

︻
⽇
 

時
︼ 

毎
⽉
⼋
⽇ 

午
前
⼗
時

⼗
⼀
時
半
頃 

※
⼤
法
要
の
⽉
は
︑ 

そ
こ
に
準
ず
る
︒ 

︻
参
加
費
︼
千
円 

︻
申
込
み
︼
不
要 

︻
持
ち
物
︼
お
経
本
・
数
珠 

※
お
寺
で
ご
購
⼊
で
き
ま
す
︒ 

 

︻
年
内
の
予
定
︼ 

⼋
⽉
⼆
⼗
三
⽇ 

 
 
 

お
盆
施
餓
⻤
会 

九
⽉
⼆
⼗
三
⽇ 

 
 
 

秋
季
彼
岸
会	

⼗
⽉
⼋
⽇ 

 
 
 

⽉
例
信
⾏
会 

⼗
⼀
⽉
三
⽇ 

 
 
 

⾼
祖
お
会
式 

⼗
⼆
⽉
⼋
⽇ 

 
 
 

⽉
例
信
⾏
会 

 

◎
七
⾯
⼭
・
護
法
団
参
の
詳
し
い
ご
案
内
は
︑
お
寺
に

ご
ざ
い
ま
す
︒
ご
要
望
の
⽅
は
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
︒ 

お
申
し
込
み
は
円
蔵
寺
に
て
⼀
括
で
承
り
ま
す
の
で
︑

参
加
希
望
の
⽅
は
寺
務
所
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
︒ 

是
⾮
ご
⼀
緒
に
参
拝
い
た
し
ま
し

う
！ 

令
和
三
年
に
は
⽇
蓮
⼤
聖
⼈
が

お
⽣
ま
れ
に
な
り
⼋
百
年
の
節

⽬
の
年
を
迎
え
ま
す
︒
埼
⽟
県
内

の
檀
信
徒
で
共
に
︑
⼤
聖
⼈
が
お

⽣
ま
れ
に
な

た
地
を
巡
る
旅

で
す
︒ 

⼗
⽉
九
⽇(

⽔)

⼗
⽇(

⽊)

⼀
泊
⼆
⽇ 

千
葉
県
⼩
湊
 

誕
⽣
寺
・
妙
蓮
寺 

参
加
費
・
⼆
九
〇
〇
〇
円 

締
 

切
・
⼋
⽉
末
⽇ 

主
 

催
・
埼
⽟
県
宗
務
所 

九
⽉
⼗
⽇(
⽕)

⼗
⼀
⽇(

⽔) 

⼀
泊
⼆
⽇ 

⼭
梨
県
七
⾯
⼭ 

参
加
費
・
⼆
〇
〇
〇
〇
円 

締
 

切
・
⼋
⽉
⼆
⼗
⽇ 

主
 

催
・
埼
⽟
県
布
教
師
会 

⾝
延
⼭
の
⻄
⽅
に
そ
び
え
た
つ

七
⾯
⼭
︒
お
題
⽬
を
唱
え
⾃
⼰

を
⾒
つ
め
る
祈
り
の
道
を
皆
様

と
歩
み
ま
す
︒ 

申込不要 

初めてお経を読む方も大歓迎 


