
大
松
院
浦
和
霊
園
便
り 

大
松
院
浦
和
霊
園
は
平
成
⒑
年
に
開
設
し
ま
し
た
。

「
ご
先
祖
様
を
大
切
に
」
を
合
言
葉
に
信
仰
の
心
を
も

っ
て
お
墓
を
お
守
り
し
て
き
ま
し
た
。
お
陰
さ
ま
で
、

ご
縁
を
戴
い
た
方
々
の
数
が
増
加
し
、間
も
な
く1500

名
に
な
り
ま
す
。
大
松
院
は
機
関
誌
と
し
て
、
ご
法
要

で
ご
縁
を
戴
い
た
方
を
中
心
に
「
大
松
院
浦
和
霊
園
ニ

ュ
ー
ス
」
を
発
行
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
諸
般
の
事
情

で
発
行
部
数
を
抑
え
て
き
ま
し
た
が
、
①
霊
園
の
ご
利

用
者
が
増
加
し
た
こ
と
、
②
念
願
の
「
ご
先
祖
様
を
大

切
に
」
を
実
践
拡
大
す
る
た
め
に
、
霊
園
便
り
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か
ら
発
行
部
数
を
逐
次
増
刷
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

霊
園
行
事
の
案
内
や
、
よ
く
相
談
を
受
け
る
各
種
問
題

に
つ
い
て
記
載
し
、
皆
様
の
お
役
に
た
つ
に
努
力
い
た

し
ま
す
。
準
備
時
間
の
関
係
で
、
段
階
的
な
増
刷
に
な

り
ま
す
が
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
ま
た
今
回
の
「
お
便
り
」

の
内
容
に
、「
大
松
院
の
紹
介
」
等
、
す
で
に
ご
案
内

済
み
の
内
容
と
一
部
重
複
記
載
し
た
部
分
も
あ
り
ま

す
。 

大
松
院
の
紹
介 

大
松
院
は
包
括
法
人
で
、
真
言
宗
智
山
派
に
属
し
埼
玉

第
二
教
区
寺
籍
二
十
八
番
で
す
。
総
本
山
は
京
都
の
智

積
院
で
、
成
田
山
新
勝
寺
、
川
崎
大
師
平
間
寺
、
高
幡

不
動
、
高
尾
山
薬
王
院
、
大
須
観
音
、
出
流
山
満
願
寺

と
同
じ
宗
門
で
す
。
大
松
院
は
、
信
徒
寺
で
浦
和
駅
東

口
に
本
院
が
あ
り
ま
す
。
栃
木
県
に
あ
る
出
流
山
満
願

寺
と
は
深
い
ご
縁
が
あ
り
、
満
願
寺
の
前
貫
主(

竹
村

教
智)

の
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
沢
山
の
お
導
き

を
戴
い
て
今
日
の
大
松
院
の
基
礎
が
で
き
ま
し
た
。 

住
職
の
思
い 

③
昨
今
、
家
庭
崩
壊
に
起
因
す
る
と
思
え
る
悲
惨
な
事

件
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
現
代
社
会
が
、
家
族
揃
っ

て
「
笑
い
・
楽
し
み
・
語
り
合
う
」
環
境
が
少
な
く
な

り
、
更
に
信
仰
を
通
し
て
ご
先
祖
を
敬
う
心
が
希
薄
に

な
っ
た
結
果
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
大
松
院
は

霊
園
行
事
を
通
し
て
、
皆
様
に
日
本
古
来
の
信
仰
と
家

族
の
絆
を
確
か
め
あ
う
機
会
を
少
し
で
も
多
く
持
っ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
大
松
院
は
人

の
歩
む
道
と
し
て
最
も
大
切
な
も
の
は
「
人
間
と
し
て

の
道
徳
と
教
育
に
あ
る
」
と
信
じ
て
い
ま
す
。
今
の
日

本
人
は
「
物
の
豊
か
さ
」
に
眼
が
移
り
す
ぎ
、
目
に
見

え
る
物
欲
に
か
た
よ
り
が
ち
で
、
精
神
面
で
の
大
き
な

後
れ
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
ご
先
祖
様
か

ら
受
け
継
い
だ
「
農
耕
民
族
固
有
の
人
間
相
互
の
助
け

合
い
と
、
共
に
生
き
る
共
生
の
精
神
」
と
「
先
祖
崇
拝

の
心
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
両
親
は
も
と
よ
り
お
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爺
ち
ゃ
ん
お
婆
さ
ん
、
近
隣
友
人
と
の
協
調
と
信
頼
、

そ
し
て
森
羅
万
象
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
、
そ
の
成

果
で
あ
る
秋
の
収
穫
を
喜
び
を
分
か
ち
合
う
「
心
」
を

大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。「
村
祭
り
の
太
鼓
は
、
共
生

と
実
り
の
秋
の
感
謝
」
を
村
人
皆
が
、
こ
ぞ
っ
て
表
現

し
た
先
祖
崇
拝
の
行
事
で
し
た
。
人
々
は
お
寺
に
集
ま

り
、
人
々
の
心
を
結
び
付
け
、
収
穫
を
増
や
す
知
恵
、

災
害
に
対
す
る
水
の
管
理
、
飢
饉
に
対
す
る
対
応
を
語

り
、
ご
く
自
然
に
協
調
の
心
を
育
み
ま
し
た
。
ま
た
勉

強
す
る
場
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
等
を
指
導
す
る

お
坊
さ
ん
に
よ
っ
て
、
多
少
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
目

的
は
一
緒
で
す
か
ら
宗
旨
宗
派
に
よ
る
こ
だ
わ
り
は

一
切
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
黒
船
が
来
て
も
日
本
は
西

洋
諸
国
の
植
民
地
と
は
な
ら
ず
、「
西
洋
に
追
い
付
け

追
い
越
せ
」
と
汗
を
流
し
つ
つ
明
治
維
新
を
成
功
さ
せ
、

日
本
の
文
化
と
伝
統
を
守
り
続
け
る
こ
と
が
出
来
た

の
も
、
先
祖
崇
拝(

信
仰)

の
心
の
も
と
に
一
致
団
結
し

た
結
果
で
す
。
そ
し
て
教
育
と
道
徳
の
大
切
さ
を
守
っ

た
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ
の
度
の
敗
戦
は
、「
人
間
と

し
て
の
道
徳
と
教
育
」
に
大
き
な
変
化
を
与
え
、「
人

間
の
物
質
的
な
欲
望
と
精
神
的
な
も
の
「
心
」
の
バ
ラ

ン
ス
」
を
崩
し
ま
し
た
。
大
松
院
は
、
日
本
人
の
心
か

ら
生
ま
れ
た
伝
統
行
事
か
ら
、
神
仏
を
崇
め
先
祖
崇
拝

を
通
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
そ
う
と
考
え
ま
し
た
。

そ
の
第
一
歩
と
し
て
「
節
分
祭
」
と
「
お
盆
の
送
り
火
」

を
霊
園
行
事
と
し
て
毎
年
執
り
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

こ
の
行
事
の
前
に
勤
行
を
行
い
ま
す
が
、
観
音
経
・
般

若
心
経
・
御
詠
歌
を
中
心
と
し
た
宗
旨
宗
派
に
と
ら
わ

れ
な
い
分
か
り
易
い
内
容
に
致
し
ま
し
た
。
大
松
院
が

執
り
行
う
葬
儀
や
回
忌
法
要
も
同
様
で
す
。
施
主
を
務

め
ら
れ
る
方
の
お
気
持
ち
に
合
致
す
る
よ
う
気
配
り

し
て
い
ま
す
。
お
戒
名
も
宗
旨
宗
派
に
拘
る
こ
と
な
く
、

ご
無
理
の
な
い
費
用
で
お
授
け
致
し
ま
す
。
ご
葬
儀
・

お
戒
名
等
の
相
談
は
霊
園
窓
口
に
ど
う
ぞ
。 

浦
和
霊
園
の
主
な
行
事(

平
成
二
十
二
年) 

一
、 

新
年
甘
酒
会(

元
旦
三
が
日) 

二
、 

節
分
追
儺
式(

節
分
前
の
日
曜
日) 

           

三
、
お
盆
・
送
り
火
の
夕
べ(

八
月
十
五
日) 

 

＊
陣
馬
太
鼓
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
よ
う
し
。

＊
塔
婆
と
精
霊
船
供
養  

 

老いも若きも 

一斉に「福は内」 

浦和霊園節分祭 (法楽・法話会・豆まき) 



                 

  

あ
る
時
、
王
様
と
三
人
の
王
子
が
森
で
戯
れ
て
い
た
。

王
子
は
、
そ
の
森
の
中
で
、
七
疋
の
子
供
を
も
つ
雌
虎

が
飢
え
て
苦
し
ん
で
い
る
姿
を
見
つ
け
た
。
王
子
達
は

「
何
か
虎
に
与
え
る
物
は
な
い
か
」
と
考
え
た
。
第
一

の
王
子
は
「
虎
の
食
べ
物
は
肉
だ
」
と
云
っ
た
が
名
案

が
浮
か
ば
な
か
っ
た
。
第
二
の
王
子
は
「
間
も
な
く
こ

の
虎
は
死
ぬ
。
だ
れ
か
自
分
を
犠
牲
に
す
る
者
は
い
な

い
か
」
と
叫
ん
だ
。
第
三
の
王
子
は
「
そ
れ
は
出
来
な

い
」
と
云
っ
て
自
ら
自
分
の
身
を
虎
の
前
に
投
げ
出
し

た
。
そ
の
時
大
地
は
鳴
動
し
、
第
三
の
王
子
の
「
自
分

よ
り
他
人
の
た
め
に
行
動
し
た
思
い
や
り
の
心
」
を
讃

え
た
。
仏
教
で
は
「
捨
て
身
の
布
施
」
と
し
て
慈
悲
の

心
を
大
切
に
す
る
が
、
こ
の
お
話
は
仏
教
の
教
え
と
し

て
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
に
描
か
れ
て
い
る
。
寅
年
は
良

き
行
い
を
す
る
者
に
福
が
来
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。 

  

家
族
が
集
ま
り
、
会
話
を
す
る
団
欒
の
時
間
が
と
り
に

く
く
な
り
ま
し
た
。
最
近
家
庭
内
暴
力
や
巨
悪
犯
罪
が

見
ら
れ
ま
す
が
、
底
辺
に
は
こ
の
よ
う
な
現
代
の
風
潮

が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
人
間
は
信
仰
の
中
か
ら
色
々

な
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
人
は
辛
い
こ
と
や
苦
し
い
事
を
乗

り
越
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
時
に
強
い
幸
福
感

を
感
じ
ま
す
。
ま
た
次
の
難
題
に
対
処
す
る
力
が
湧
き

ま
す
。
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
、
真
の
幸
福
を
得
る

た
め
に
は
、
信
仰
に
基
づ
く
「
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
・
安

定
」
を
得
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
諸
外
国
で
は
信
仰
す

る
宗
教
を
憲
法
で
定
め
て
い
る
国
も
多
々
あ
り
、
信
仰

す
る
宗
教
を
も
た
な
い
人
は
軽
蔑
さ
れ
ま
す
。
最
近
日

本
で
も
仏
道
に
目
覚
め
、
救
い
を
求
め
て
四
国
八
十
八

か
所
を
め
ぐ
る
お
遍
路
さ
ん
の
数
が
増
加
し
て
い
ま

す
。 

 

 

陣馬太鼓の演奏でご先祖様を迎えます 

最後にお塔婆を井桁に組んで護摩供養    

お盆・送り火の夕べ 

現
代
人
と
宗
教(

変
わ
る
生
活
環
境) 

 

お
正
月 

寅
年
の
話(

仏
教
と
虎) 



   

大
松
院
は
Ｊ
Ｒ
浦
和
駅
東
口
駅
下
車
。
徒
歩
で
約
５
分

の
所
に
あ
り
ま
す
。
東
口
出
口
か
ら
パ
ル
コ
に
入
り
、

パ
ル
コ
の
東
口
地
下
一
階
出
口
か
ら
出
る
と
、
道
路
目

前
に
大
松
院
の
建
物
が
見
え
ま
す
。 

          

      
 

           

大
松
院
は
い
つ
も
皆
様
の
菩
提
寺
で
あ
り
た
い
と
願
っ

て
い
ま
す
。
仏
事
は
も
と
よ
り
、
可
能
な
範
囲
で
お
手

伝
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

通夜・葬儀初七日・戒名の合計費用の目安 

1. 信士・信女・・・25万円から 

2. 清(善)信士・清信女・・・・30万円から 

3. 居士・大姉・・・・・・・ 35万円から 

4. 院号居士・院号大姉・・・ 50万円から 

 <<大松院住職が祭祀致します。宗派は拘りません 

お気軽にご相談ください  

い
ざ
と
い
う
時
は
ご
一
報
を 

ま
ず
お
電
話
を
く
だ
さ
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話 

0
4
8
-8

8
2
-9

2
0
5
 

1. 年回忌法要の費用は霊園の規定どおりです。 

2. お墓を建墓された時に行う開眼供養は大松院はお祝いの気持ちを込めて、

どこのご宗派の方でも2万円で執り行います。 

3. お塔婆は仏様と施主様はもとより、皆様から仏様に感謝の気持ちを込めて 

さしあげましょう。私も気持ちを込めて１本 3.000円です。 
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電話 048-882-9205 

FAX 048-882-9228 
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