
梅窓院通信 No.111 8

元々、先祖代々の墓所は東海地方にあったのですが、月1回墓参に行くことが難しくなり、
都内で通いやすい場所を探し、梅窓院にお墓を持ちました。
墓苑内がいつも綺麗に整備されており、檀家さんへの思いやりを感じます。現在は週3回
程度お参りに来ていますが、これからも思いやりのある寺院であり続けて欲しいです。

『大切な人を想ってここに』  

お檀家さんに伺いました
 （令和2年 墓参時にて）

日常的にマスクの着用をする機会が増えていますね。けれど顔の半分が隠れてしまうと、お声がけする際に迷ってしまうことがありま
す。恐らく先方も同じだと思うので先に「こんにちは森です」と名乗っております。皆様にお願いです。お名前を先にお願いします。
先日、空いている境内の駐車場で駐車に苦労されている方がいらっしゃったので伺ったら「明後日、母を連れてお参りに来るので今日

は駐車の練習に来ました」って！ お墓参りご希望の高齢のお母様を電車に乗せるのは怖いからと予行練習をされていました。皆さん色々
頑張って墓参されていらっしゃいます。それでもやはり心配な場合は、どうぞ代参を依頼して下さい。
お正月のときの代参は今までにない程の数のご依頼を頂き、スタッフで心を込めて代参させて頂きました。先日70代の方が90代の親
御さんを墓参に連れて来たら、しばらく腰痛で動けなかったと仰っていました。ご自身の身体も労わって下さいね。

（墓苑部・森）

ジャパン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

墓参される皆様へ
梅窓院では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、安全衛生対策を強化し、
各所に除菌水の設置や換気の対応をしております。ご来寺された際、手指消毒にご利
用下さい。
また、マスクのご持参・ご着用、咳エチケットなど可能な範囲にてご協力頂けますと
幸いです。
体調にご不安のある方はくれぐれもご無理をなさらないようお願い致します。
大変恐縮ですが、どうぞご理解とご協力のほど、宜しくお願い致します。

春彼岸会法要
3月20日（土）
法要　午後1時～　本堂
※YouTubeにて法要の様子を配信予定です。
　詳細は3面をご覧下さい。

行事予定

お 知 ら せ
梅窓院では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため、下記の催しを中止とさせて頂きます。

◎令和3年度前期仏教講座
◎郡上物産展（春彼岸会）
◎彼岸寄席（春彼岸会）
◎念仏と法話の会（6月）
◎能楽奉納・写経会（開山忌）

はなまつり
4月3日（土）～8日（木）
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
がございます。皆様ど
うぞご参拝下さい。
※甘茶の提供はございません。

大施餓鬼会法要
5月15日（土）
※詳細は施餓鬼号にてお知らせ致します。

開山忌法要
6月12日（土）
※詳細は施餓鬼号にてお知らせ致します。

発 　 行 ／ 梅窓院
発 行 日 ／ 令和3年3月1日
発 行 人 ／ 中島 真成
編 　 集 ／ 青山文化村
住 　 所 ／ 〒107-0062　東京都港区南青山2-26-38

電　　話 ／03-3404-8447
Ｆ  Ａ  Ｘ ／03-3404-8107
ホームページ ／ https://www.baisouin.or.jp/
E -Ma i l ／ jodo@baisouin.or.jp
題　　字 ／中村康隆元浄土門主　総本山知恩院第八十六世門跡

梅窓院行事
中止について

7月以降の行事開催につきましては随時お知らせ致します。
尚、しばらくの間、大法要は梅窓院僧侶のみで厳修し、その様子を
YouTubeにてライブ配信予定です。
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住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世  

中
島 

真
成

　今
年
の
新
年
は

コ
ロ
ナ
禍
の
ピ
ー
ク

で
迎
え
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。初
詣
も

分
散
し
て
、と
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、

梅
窓
院
の
元
旦
の

お
参
り
は
、用
意
し

て
い
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
お
茶
を
温
め
る
時
間
も
取
れ
な
い
ほ

ど
、想
像
を
超
え
た
参
詣
を
頂
き
ま
し
た
。快
晴
に
恵
ま
れ
た

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。修
正
会
法
要
で
は
お
焼
香
だ
け

の
お
参
り
を
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
が
、そ
の
列
が
途
切
れ
る
こ

と
な
く
続
き
ま
し
た
。

　当
院
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
を
し
て
お
迎

え
し
て
い
ま
す
が
、参
詣
者
の
皆
様
も
手
指
の
消
毒
、マ
ス
ク
着

用
は
も
ち
ろ
ん
、公
共
交
通
機
関
を
避
け
、ご
家
族
の
皆
様
が

車
に
同
乗
さ
れ
て
参
拝
さ
れ
る
な
ど
、十
分
な
対
策
を
と
っ
て

頂
け
た
よ
う
で
す
。ま
た
、普
段
で
し
た
ら
初
詣
で
は
家
内
安
全

や
無
病
息
災
、病
気
平
癒
な
ど
が
祈
念
さ
れ
ま
す
と
こ
ろ
を
、

今
年
は
疫
病
退
散
、コ
ロ
ナ
が
一
日
も
早
く
終
息
す
る
こ
と
を

祈
念
さ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。本
当
に
一
刻
も
早
く
平
穏

な
日
常
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。梅
窓
院
で

は
六
月
ま
で
の
行
事
は
中
止
、七
月
以
降
に
つ
き
ま
し
て
は
状

況
を
見
な
が
ら
判
断
し
ま
す
が
、十
月
の
文
化
講
演
会
だ
け
は

先
着
五
十
名
で
開
催
す
る
予
定
で
す
。

　さ
て
、話
は
変
わ
っ
て
樹
木
葬
の
梅
林
苑
合
同
納
骨
法
要
を

昨
年
十
二
月
に
続
き
、二
月
七
日（
日
）に
行
い
ま
し
た
。そ
の
名

の
通
り
、寺
名
に
も
あ
る
梅
が
咲
き
始
め
る
頃
の
開
催
が
毎
年

恒
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　最
後
に
工
事
の
お
知
ら
せ
で
す
。梅
窓
院
の
建
物
も
早
い
も

の
で
十
九
年
目
に
入
り
ま
す
。そ
の
為
、皆
様
に
快
適
に
お
参
り

頂
け
る
よ
う
、昨
年
に
引
き
続
き
、今
年
も
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
工
事

を
行
い
ま
す
。参
詣
時
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
す
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、ど
う
ぞ
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ご先祖様への感謝の気持ちを大切に合掌。満開の桜の下で。
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春
彼
岸
法
要

春
彼
岸
会
に
よ
せ
て（

法
務
部
／
中
島
真
紹
）

彼岸寄席・郡上物産展・お呈茶

梅窓院の僧侶のみで厳修致します。
法要の様子をライブ配信予定です。
詳しくはホームページをご覧下さい。
配信開始時間：午前11時～
2階　本堂にて
主催：株式会社ジャパンエキスパートシステム

令和3年 春のペット慰霊法要のお知らせ 
　昼
と
夜
の
長
さ
が
一
緒

に
な
る
彼
岸
の
中
日
。こ

の
日
を
は
さ
む
前
後
三
日

間
、合
わ
せ
て
一
週
間
が

お
彼
岸
に
な
り
ま
す
。お

彼
岸
は
春
と
秋
の
年
二

回
、修
行
に
励
む
た
め
の

も
の
で
す
が
、お
墓
参
り

と
い
う
功
徳
を
積
む
こ
と

も
立
派
な
修
行
と
考
え
、

ご
先
祖
様
を
ご
供
養
し
、

そ
し
て
近
況
を
お
知
ら
せ

し
ま
し
ょ
う
。

春
彼
岸
と
は

三
月
二
十
日（
土
）

春彼岸法要 
※春彼岸会法要は梅窓院僧侶のみで厳修し、お塔婆は法要後に僧侶にて
建てさせて頂きます。
なお、寺院内マスク着用に限りお焼香のみ可能ですが、ご参列・ご着席は
頂けませんのでご注意下さい。
また、法要の様子をライブ配信予定です。詳しくはホームページをご覧下さい。 
https://www.baisouin.or.jp/

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止となりました。

お檀家様へお願い

塔婆申込み方法

お支払い方法

●お彼岸前後の土・日・祝日はお参りに来られる方で境内が大変混み合います。
ご来寺の際は感染症対策をした上で電車等、公共交通機関をご利用下さい。
●3月17日～23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。

午後1時～  
2階  本堂にて

LIVE

ま
だ
ま
だ
寒
い
日
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、皆
様
は
い
か
が
お
過
ご
し

で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、本
誌
の
次
項
よ
り
梅
窓
院
の
泰
平
観
音
様
が
特
集
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、基
本
的
な
観
音
様
に
つ
い
て
お
話
致
し
ま
す
。

観
音
様
は
正
式
に
は
、観
世
音
菩
薩
と
い
い
、古
い
漢
訳
で
は
観
自
在
菩

薩
と
も
い
い
ま
す
。イ
ン
ド
の
古
い
言
葉
で「
観
る
」と「
自
在
」を
意
味
す

る
言
葉
を
合
せ
た
も
の
が
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、観
音
様
は
迷
い

苦
し
む
私
達
衆
生
が
全
宇
宙
の
ど
こ
に
い
よ
う
と
も
、必
ず
見
つ
け
て

救
っ
て
下
さ
る
と
い
う
あ
り
が
た
い
菩
薩
様
な
の
で
す
。

菩
薩
と
は
悟
り
を
求
め
る
修
行
者
と
い
う
意
味
で
す
が
、観
音
様
を「
阿

弥
陀
様
の
後
継
者
」と
す
る
経
典
も
あ
る
ほ
ど
高
位
の
菩
薩
様
で
す
。観
音

様
は
、菩
薩
様
か
ら
仏
様
へ
、い
つ
で
も
成
仏
で
き
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、

あ
え
て
菩
薩
の
ま
ま
、輪
廻
の
世
界
に
あ
る
私
達
に
身
を
寄
せ
、い
つ
ま
で

も
私
達
を
お
救
い
下
さ
る
の
で
す
。

『
観
無
量
寿
経
』に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。そ
の
身
か
ら
放

た
れ
た
八
万
四
千
の
光
明
の
中
に
五
道（
天
・
人
・
畜
生・
餓
鬼
・
地
獄
）の
輪

廻
に
迷
う
衆
生
が
映
し
出
さ
れ
、一
々
の
光
明
に
無
数
の
仏
様
の
分
身
が

い
ら
っ
し
ゃ
り
、そ
の
無
数
の
分
身
の
一
々
に
ま
た
無
数
の
菩
薩
の
分
身
が

い
ら
っ
し
ゃ
り
、変
現
自
在
に
仏
様
や
菩
薩
様
の
分
身
が
世
界
中
を
満
た

し
て
、所
せ
ま
し
と
咲
き
誇
る
紅
蓮
華
の
よ
う
で
あ
る
。ま
た
、そ
の
掌
か

ら
五
百
億
の
蓮
華
を
咲
か
せ
、そ
の
十
本
の
指
の
一
々
に
八
万
四
千
の
文

様
が
あ
る
。そ
の
文
様
の
一
々
に
八
万
四
千
の
色
が
あ
り
、そ
の
色
の
一
々

に
八
万
四
千
の
光
が
あ
る
。そ
し
て
、そ
の
光
は
柔
ら
く
全
世
界
を
照
ら
し

て
、差
し
伸
べ
ら
れ
た
宝
の
よ
う
な
手
は
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
極
楽
の
世
界

へ
と
救
い
導
い
て
下
さ
る
の
で
す
。

観
音
様
は
勢
至
菩
薩
様
と
共
に
、阿
弥
陀
様
の
脇
侍
の
菩
薩
で
も
あ
り

な
が
ら
、阿
弥
陀
様
と
違
っ
た
立
場
で
私
達
を
お
救
い
下
さ
る
こ
と
か
ら

観
音
様
へ
の
熱
心
な
信
仰
が
続
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。さ
て
、本
年
も
春

彼
岸
が
近
づ
い
て
参
り
ま
し
た
。今
回
の
法
要
も
動
画
配
信
に
は
な
り
ま

す
が
、私
達
と
一
緒
に
修
行
下
さ
る
観
音
様
と
共
に
称
え
る
お
気
持
ち
で

お
十
念
頂
け
る
と
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

合
掌

同封のはがきを使い3月10日（水）必着でお申込み下さい。
塔婆回向料は1本7,000円とさせて頂きます。

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。）

梅窓院ホームページの
QRコード
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法
話

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

三
春
に
つ
い
て

仏
教
歳
時
風
物
詩（
53
）

諧
歳
時
記
で
は
四
季
の
各
季
に
つ

い
て
季
の
三
分
と
い
う
区
分
け
を

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
季
語
を
配
当
配
列
す

る
。
た
と
え
ば
春
で
あ
れ
ば
、
初
春
・
仲
春
・

晩
春
と
三
つ
に
分
け
て
称
し
、
初
仲
晩
の
三

期
に
通
ず
る
季
語
は
三
春
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。言
う
と
こ
ろ
の
三
春・初
春
・

仲
春
・
晩
春
と
い
う
春
の
季
の
四
区
分
が
、

こ
こ
に
定
ま
る
の
で
あ
る
。

　
俳
諧
俳
句
の
世
界
で
は
現
在
で
も
旧
暦
・

陰
暦
に
従
って
い
る
が
、
そ
の
考
え
方
で
は
一

応
の
目
安
と
し
て
一
月
が
初
春
、
二
月
が
仲

春
、
三
月
が
晩
春
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
現

行
の
新
暦
の
季
節
感
と
は
少
し
く
ず
れ
て
し

ま
う
の
が
い
た
し
か
た
な
い
。
今
回
は
、
山

本
健
吉
『
基
本
季
語
五
〇
〇
選
』（
講
談

社
刊
）
に
集
め
ら
れ
た
例
句
か
ら
仏
教
句

を
中
心
に
鑑
賞
し
た
い
。
山
本
は
、
各
季

節
の
項
目
の
配
列
に
「
時
節
・
気
象
・
暦
日
・

山
野
・
園
芸
・
水
沢
・
海
洋
・
田
園
・
行
事
・

飲
食
・
衣
類
・
住
居
・
遊
戯
・
雑
」
と
い

う
独
自
の
方
式
を
定
め
る
な
ど
、
俳
句
の
理

解
と
鑑
賞
に
す
ぐ
れ
た
識
見
を
持
つ
人
で
あ

る
。

　
ま
ず
春
全
体
に
通
ず
る
三
春
句
で
あ
る
。

　暖
か
や
仏
飯
に
つ
く
蠅
一
つ

春
天
に
鳩
を
あ
げ
た
る
伽
藍
か
な

こ
の
庭
の
遅
日
の
石
の
いつ
ま
で
も

　
飯
田
蛇
笏
の
句
は
、
春
の
暖
か
さ
を
お
お

ら
か
に
作
句
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
白
い
ご

飯
と
一
匹
の
黒
い
蠅
の
対
照
に
い
さ
さ
か
の
含

意
が
あ
る
。
一
方
、
川
端
茅
舎
は
「
鳩
を

あ
げ
た
る
」
と
い
う
中
七
を
効
か
せ
て
、
お

だ
や
か
な
春
の
大
空
を
い
た
だ
く
寺
院
の
佇

ま
い
を
捉
え
た
。
そ
し
て
虚
子
で
あ
る
。「
龍

安
寺
」
と
い
う
前
書
の
添
え
字
が
あ
り
、

う
ら
う
ら
と
し
た
春
の
日
永
に
、
日
本
を
代

表
す
る
石
庭
が
静
か
に「
いつ
ま
で
も
」あ
る
、

と
や
は
り
静
か
に
写
生
し
た
。

　
次
に
初
春
句
で
あ
る
。

落
葉
焚
い
て
春
立
つ
庭
や
知
恩
院

春
め
く
と
枯
木
の
枝
の
日
の
微
塵

　
立
春
の
日
、
知
恩
院
参
詣
の
虚
子
は
数

え
年
二
十
一
歳
の
京
都
第
三
高
等
中
学
の
学

生
、
明
治
二
十
七
年
の
句
で
あ
る
。
長
谷
川

素
逝
の
句
は
、
春
動
く
・
春
兆
す
と
い
う

寒
気
か
ら
暖
気
へ
と
移
って
行
く
日
差
し
の

微
塵
の
こ
ぼ
れ
日
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

「
微
塵
」
と
い
う
仏
教
語
を
も
って
、
こ
れ
も

仏
教
句
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
陰
暦
仲
春
は
、
行
事
と
し
て
の
二

月
涅
槃
会
が
あ
り
、
暦
日
と
し
て
の
春
彼

岸
も
ま
た
こ
の
季
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

し
ろ
〴
〵
と
寝
釈
迦
の
顔
の
胡
粉
か
な

手
に
持
ち
て
線
香
売
り
ぬ
彼
岸
道

　
虚
子
は
比
叡
山
と
縁
深
く
、
ま
た
諸
寺

院
で
の
句
会
や
仏
僧
と
も
交
流
多
く
、
い
わ

ゆ
る
仏
教
句
と
数
え
ら
れ
る
句
も
多
い
。
仏

教
季
語
の
一つ
ひ
と
つ
も
決
し
て
お
ろ
そ
か
に

せ
ず
大
切
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

心
か
ら
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

花
の
寺
少
女
の
笑
ひ
二
間
越
ゆ

桃
は
釈
迦
李
は
イ
エ
ス
花
盛
り

紫
雲
英
咲
く
小
田
辺
に
門
は
立
て
り
け
り

　
さ
て
、
晩
春
句
。
飯
田
龍
太
は
桜
の
花
の

中
の
笑
い
声
に
心
を
留
め
た
。
福
田
甲
子
雄

は
桃
の
花
、
李
の
花
の
咲
き
そ
ろっ
た
あ
り

さ
ま
を
作
句
し
た
が
、
季
語
は
桃
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
釈
迦
を
主
に
立
て
て
、
イ
エ
ス
を

従
と
見
た
い
。「
秋
篠
寺
」
と
前
書
の
あ
る

水
原
秋
櫻
子
の
句
に
は
、
奈
良
大
和
国
の

ま
ほ
ろ
ば
の
中
に
の
ど
か
な
る
げ
ん
げ
田
が

広
がって
い
る
。

　
春
の
季
節
を
通
し
て
、
と
も
か
く
お
だ
や

か
に
、
や
す
ら
か
に
過
ご
し
た
い
。
暖
か
さ

を
あ
た
た
か
し
・
ぬ
く
と
し
と
感
じ
、
麗
か

さ
を
う
ら
ら
に
・
う
ら
ら
か
に
受
け
と
め
、

の
ど
か
・
の
ど
や
か
・
の
ど
ろ
か
な
る
気
分

に
心
ゆ
く
ま
で
浸
り
、
永
日
・
日
永
の
一
日

を
つつ
が
な
く
過
ご
し
て
、
暮
遅
し
・
暮
れ

な
ず
む
・
暮
れ
が
た
し
遅
き
日
、
つ
ま
り
遅

日
を
、
な
に
は
と
も
あ
れ
静
か
に
全
う
さ
せ

て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
。

俳

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

（
虚
子
）

（
虚
子
）

（
龍
太
）

（
甲
子
雄
）

（
秋
櫻
子
）

（
虚
子
）

（
素
逝
）

（
蛇
笏
）

（
茅
舎
）

（
虚
子
）

中島住職が疫病退散も祈念した今年の修正会。

泰平観音様には鏡餅、
山門には門松、受付には
〆飾り、お正月ならではの
しつらえです。

一
月
の
行
事
報
告

修
正
会  

一
月
一
日（
金
）

き
ざ

え
い
じ
つ

ひ
な
が

う
ら
ら

げ
ん

げ

み
じ
ん

す
も
も

た
た
ず

ま
え
が
き

ち
じ
つ

か
ん
む

じ
ゅ

り
ょ
う

き
ょ
う

か
ん

か
ん
じ
ざ
い

ぜ
お
ん

さ
つ

さ
つ

ぼ

ぼ
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春
彼
岸
法
要

春
彼
岸
会
に
よ
せ
て（

法
務
部
／
中
島
真
紹
）

彼岸寄席・郡上物産展・お呈茶

梅窓院の僧侶のみで厳修致します。
法要の様子をライブ配信予定です。
詳しくはホームページをご覧下さい。
配信開始時間：午前11時～
2階　本堂にて
主催：株式会社ジャパンエキスパートシステム

令和3年 春のペット慰霊法要のお知らせ 
　昼
と
夜
の
長
さ
が
一
緒

に
な
る
彼
岸
の
中
日
。こ

の
日
を
は
さ
む
前
後
三
日

間
、合
わ
せ
て
一
週
間
が

お
彼
岸
に
な
り
ま
す
。お

彼
岸
は
春
と
秋
の
年
二

回
、修
行
に
励
む
た
め
の

も
の
で
す
が
、お
墓
参
り

と
い
う
功
徳
を
積
む
こ
と

も
立
派
な
修
行
と
考
え
、

ご
先
祖
様
を
ご
供
養
し
、

そ
し
て
近
況
を
お
知
ら
せ

し
ま
し
ょ
う
。

春
彼
岸
と
は

三
月
二
十
日（
土
）

春彼岸法要 
※春彼岸会法要は梅窓院僧侶のみで厳修し、お塔婆は法要後に僧侶にて
建てさせて頂きます。
なお、寺院内マスク着用に限りお焼香のみ可能ですが、ご参列・ご着席は
頂けませんのでご注意下さい。
また、法要の様子をライブ配信予定です。詳しくはホームページをご覧下さい。 
https://www.baisouin.or.jp/

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止となりました。

お檀家様へお願い

塔婆申込み方法

お支払い方法

●お彼岸前後の土・日・祝日はお参りに来られる方で境内が大変混み合います。
ご来寺の際は感染症対策をした上で電車等、公共交通機関をご利用下さい。
●3月17日～23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。

午後1時～  
2階  本堂にて

LIVE

ま
だ
ま
だ
寒
い
日
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、皆
様
は
い
か
が
お
過
ご
し

で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、本
誌
の
次
項
よ
り
梅
窓
院
の
泰
平
観
音
様
が
特
集
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、基
本
的
な
観
音
様
に
つ
い
て
お
話
致
し
ま
す
。

観
音
様
は
正
式
に
は
、観
世
音
菩
薩
と
い
い
、古
い
漢
訳
で
は
観
自
在
菩

薩
と
も
い
い
ま
す
。イ
ン
ド
の
古
い
言
葉
で「
観
る
」と「
自
在
」を
意
味
す

る
言
葉
を
合
せ
た
も
の
が
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、観
音
様
は
迷
い

苦
し
む
私
達
衆
生
が
全
宇
宙
の
ど
こ
に
い
よ
う
と
も
、必
ず
見
つ
け
て

救
っ
て
下
さ
る
と
い
う
あ
り
が
た
い
菩
薩
様
な
の
で
す
。

菩
薩
と
は
悟
り
を
求
め
る
修
行
者
と
い
う
意
味
で
す
が
、観
音
様
を「
阿

弥
陀
様
の
後
継
者
」と
す
る
経
典
も
あ
る
ほ
ど
高
位
の
菩
薩
様
で
す
。観
音

様
は
、菩
薩
様
か
ら
仏
様
へ
、い
つ
で
も
成
仏
で
き
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、

あ
え
て
菩
薩
の
ま
ま
、輪
廻
の
世
界
に
あ
る
私
達
に
身
を
寄
せ
、い
つ
ま
で

も
私
達
を
お
救
い
下
さ
る
の
で
す
。

『
観
無
量
寿
経
』に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。そ
の
身
か
ら
放

た
れ
た
八
万
四
千
の
光
明
の
中
に
五
道（
天
・
人
・
畜
生・
餓
鬼
・
地
獄
）の
輪

廻
に
迷
う
衆
生
が
映
し
出
さ
れ
、一
々
の
光
明
に
無
数
の
仏
様
の
分
身
が

い
ら
っ
し
ゃ
り
、そ
の
無
数
の
分
身
の
一
々
に
ま
た
無
数
の
菩
薩
の
分
身
が

い
ら
っ
し
ゃ
り
、変
現
自
在
に
仏
様
や
菩
薩
様
の
分
身
が
世
界
中
を
満
た

し
て
、所
せ
ま
し
と
咲
き
誇
る
紅
蓮
華
の
よ
う
で
あ
る
。ま
た
、そ
の
掌
か

ら
五
百
億
の
蓮
華
を
咲
か
せ
、そ
の
十
本
の
指
の
一
々
に
八
万
四
千
の
文

様
が
あ
る
。そ
の
文
様
の
一
々
に
八
万
四
千
の
色
が
あ
り
、そ
の
色
の
一
々

に
八
万
四
千
の
光
が
あ
る
。そ
し
て
、そ
の
光
は
柔
ら
く
全
世
界
を
照
ら
し

て
、差
し
伸
べ
ら
れ
た
宝
の
よ
う
な
手
は
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
極
楽
の
世
界

へ
と
救
い
導
い
て
下
さ
る
の
で
す
。

観
音
様
は
勢
至
菩
薩
様
と
共
に
、阿
弥
陀
様
の
脇
侍
の
菩
薩
で
も
あ
り

な
が
ら
、阿
弥
陀
様
と
違
っ
た
立
場
で
私
達
を
お
救
い
下
さ
る
こ
と
か
ら

観
音
様
へ
の
熱
心
な
信
仰
が
続
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。さ
て
、本
年
も
春

彼
岸
が
近
づ
い
て
参
り
ま
し
た
。今
回
の
法
要
も
動
画
配
信
に
は
な
り
ま

す
が
、私
達
と
一
緒
に
修
行
下
さ
る
観
音
様
と
共
に
称
え
る
お
気
持
ち
で

お
十
念
頂
け
る
と
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

合
掌

同封のはがきを使い3月10日（水）必着でお申込み下さい。
塔婆回向料は1本7,000円とさせて頂きます。

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。）

梅窓院ホームページの
QRコード
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法
話

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

三
春
に
つ
い
て

仏
教
歳
時
風
物
詩（
53
）

諧
歳
時
記
で
は
四
季
の
各
季
に
つ

い
て
季
の
三
分
と
い
う
区
分
け
を

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
季
語
を
配
当
配
列
す

る
。
た
と
え
ば
春
で
あ
れ
ば
、
初
春
・
仲
春
・

晩
春
と
三
つ
に
分
け
て
称
し
、
初
仲
晩
の
三

期
に
通
ず
る
季
語
は
三
春
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。言
う
と
こ
ろ
の
三
春・初
春
・

仲
春
・
晩
春
と
い
う
春
の
季
の
四
区
分
が
、

こ
こ
に
定
ま
る
の
で
あ
る
。

　
俳
諧
俳
句
の
世
界
で
は
現
在
で
も
旧
暦
・

陰
暦
に
従
って
い
る
が
、
そ
の
考
え
方
で
は
一

応
の
目
安
と
し
て
一
月
が
初
春
、
二
月
が
仲

春
、
三
月
が
晩
春
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
現

行
の
新
暦
の
季
節
感
と
は
少
し
く
ず
れ
て
し

ま
う
の
が
い
た
し
か
た
な
い
。
今
回
は
、
山

本
健
吉
『
基
本
季
語
五
〇
〇
選
』（
講
談

社
刊
）
に
集
め
ら
れ
た
例
句
か
ら
仏
教
句

を
中
心
に
鑑
賞
し
た
い
。
山
本
は
、
各
季

節
の
項
目
の
配
列
に
「
時
節
・
気
象
・
暦
日
・

山
野
・
園
芸
・
水
沢
・
海
洋
・
田
園
・
行
事
・

飲
食
・
衣
類
・
住
居
・
遊
戯
・
雑
」
と
い

う
独
自
の
方
式
を
定
め
る
な
ど
、
俳
句
の
理

解
と
鑑
賞
に
す
ぐ
れ
た
識
見
を
持
つ
人
で
あ

る
。

　
ま
ず
春
全
体
に
通
ず
る
三
春
句
で
あ
る
。

　暖
か
や
仏
飯
に
つ
く
蠅
一
つ

春
天
に
鳩
を
あ
げ
た
る
伽
藍
か
な

こ
の
庭
の
遅
日
の
石
の
いつ
ま
で
も

　
飯
田
蛇
笏
の
句
は
、
春
の
暖
か
さ
を
お
お

ら
か
に
作
句
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
白
い
ご

飯
と
一
匹
の
黒
い
蠅
の
対
照
に
い
さ
さ
か
の
含

意
が
あ
る
。
一
方
、
川
端
茅
舎
は
「
鳩
を

あ
げ
た
る
」
と
い
う
中
七
を
効
か
せ
て
、
お

だ
や
か
な
春
の
大
空
を
い
た
だ
く
寺
院
の
佇

ま
い
を
捉
え
た
。
そ
し
て
虚
子
で
あ
る
。「
龍

安
寺
」
と
い
う
前
書
の
添
え
字
が
あ
り
、

う
ら
う
ら
と
し
た
春
の
日
永
に
、
日
本
を
代

表
す
る
石
庭
が
静
か
に「
いつ
ま
で
も
」あ
る
、

と
や
は
り
静
か
に
写
生
し
た
。

　
次
に
初
春
句
で
あ
る
。

落
葉
焚
い
て
春
立
つ
庭
や
知
恩
院

春
め
く
と
枯
木
の
枝
の
日
の
微
塵

　
立
春
の
日
、
知
恩
院
参
詣
の
虚
子
は
数

え
年
二
十
一
歳
の
京
都
第
三
高
等
中
学
の
学

生
、
明
治
二
十
七
年
の
句
で
あ
る
。
長
谷
川

素
逝
の
句
は
、
春
動
く
・
春
兆
す
と
い
う

寒
気
か
ら
暖
気
へ
と
移
って
行
く
日
差
し
の

微
塵
の
こ
ぼ
れ
日
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

「
微
塵
」
と
い
う
仏
教
語
を
も
って
、
こ
れ
も

仏
教
句
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
陰
暦
仲
春
は
、
行
事
と
し
て
の
二

月
涅
槃
会
が
あ
り
、
暦
日
と
し
て
の
春
彼

岸
も
ま
た
こ
の
季
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

し
ろ
〴
〵
と
寝
釈
迦
の
顔
の
胡
粉
か
な

手
に
持
ち
て
線
香
売
り
ぬ
彼
岸
道

　
虚
子
は
比
叡
山
と
縁
深
く
、
ま
た
諸
寺

院
で
の
句
会
や
仏
僧
と
も
交
流
多
く
、
い
わ

ゆ
る
仏
教
句
と
数
え
ら
れ
る
句
も
多
い
。
仏

教
季
語
の
一つ
ひ
と
つ
も
決
し
て
お
ろ
そ
か
に

せ
ず
大
切
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

心
か
ら
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

花
の
寺
少
女
の
笑
ひ
二
間
越
ゆ

桃
は
釈
迦
李
は
イ
エ
ス
花
盛
り

紫
雲
英
咲
く
小
田
辺
に
門
は
立
て
り
け
り

　
さ
て
、
晩
春
句
。
飯
田
龍
太
は
桜
の
花
の

中
の
笑
い
声
に
心
を
留
め
た
。
福
田
甲
子
雄

は
桃
の
花
、
李
の
花
の
咲
き
そ
ろっ
た
あ
り

さ
ま
を
作
句
し
た
が
、
季
語
は
桃
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
釈
迦
を
主
に
立
て
て
、
イ
エ
ス
を

従
と
見
た
い
。「
秋
篠
寺
」
と
前
書
の
あ
る

水
原
秋
櫻
子
の
句
に
は
、
奈
良
大
和
国
の

ま
ほ
ろ
ば
の
中
に
の
ど
か
な
る
げ
ん
げ
田
が

広
がって
い
る
。

　
春
の
季
節
を
通
し
て
、
と
も
か
く
お
だ
や

か
に
、
や
す
ら
か
に
過
ご
し
た
い
。
暖
か
さ

を
あ
た
た
か
し
・
ぬ
く
と
し
と
感
じ
、
麗
か

さ
を
う
ら
ら
に
・
う
ら
ら
か
に
受
け
と
め
、

の
ど
か
・
の
ど
や
か
・
の
ど
ろ
か
な
る
気
分

に
心
ゆ
く
ま
で
浸
り
、
永
日
・
日
永
の
一
日

を
つつ
が
な
く
過
ご
し
て
、
暮
遅
し
・
暮
れ

な
ず
む
・
暮
れ
が
た
し
遅
き
日
、
つ
ま
り
遅

日
を
、
な
に
は
と
も
あ
れ
静
か
に
全
う
さ
せ

て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
。

俳
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大
正
大
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授
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子
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中島住職が疫病退散も祈念した今年の修正会。

泰平観音様には鏡餅、
山門には門松、受付には
〆飾り、お正月ならではの
しつらえです。

一
月
の
行
事
報
告

修
正
会  

一
月
一
日（
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）
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く
つ
も
の
手
を
持
ち
座
っ
て
い
る
観

音
様（
写
真
上
）。お
像
の
大
き
さ
は

三
寸
三
分
、約
十
㎝
の
大
き
さ
の
千
手
観
音

様
で
す
。誌
面
で
は
初
公
開
と
な
り
ま
す
。実

は
こ
ち
ら
こ
そ
が
、か
つ
て
梅
窓
院
に
あ
っ
た

と
さ
れ
る
泰
平
観
音
様
の
お
姿
で
す
。そ
し

て
ペ
ー
ジ
左
上
の
観
音
様
が
、 

現
在
、 

観
音

堂
で
皆
様
を
お
迎
え
し
て
い
る
泰
平
観
音
様

で
す
。

お
檀
家
様
の
中
に
は
、梅
窓
院
の
観
音
堂

（
写
真
下
）を
覚
え
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。戦
前
は
泰
平
観

音
様
の
ご
利
益
に
あ
ず
か
ろ
う
と
、地
方
か

ら
も
参
拝
者
が
当
院
を
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

月
に
三
日（
三
、十
七
、二
十
三
日
）催
さ
れ
る

縁
日
に
は
門
前
の
青
山
久
保
町
通
り（
現
青

山
通
り
）に
多
く
の
夜
店
が
並
び
、大
変
な
賑

わ
い
を
み
せ
て
い
た
そ
う
で
す
。そ
れ
も
そ
の

は
ず
、「
縁
結
び
の
観
音
」、「
安
産
の
観
音
」

と
し
て「
青
山
の
お
観
音
様
」と
呼
ば
れ
、明

治
・
大
正
・
昭
和
と
参
詣
者
が
あ
と
を
絶
た

な
い
ほ
ど
大
人
気
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

こ
の
観
音
様
の
謂
れ
を
、「
泰
平
観
世
音

縁
起 

青
山 

梅
窓
院
」（『
梅
窓
院
史
』平
成

十
六
年
梅
窓
院
発
行
よ
り
）に
よ
っ
て
辿
り

ま
し
ょ
う
。

窓
院
の
泰
平
観
音
様
は
、今
を
遡

る
こ
と
千
四
百
年
前
に
三
蔵
法
師

が
イ
ン
ド
か
ら
中
国（
唐
）へ
伝
え
、奈
良
時

代
に
鑑
真
和
尚
が
唐
か
ら
招
来
、聖
武
天
皇

に
献
上
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、行
基
菩
薩
が

東
大
寺
へ
奉
安
し
ま
す
。こ
の
間
に
観
音
様

の
霊
験
で
流
行
っ
て
い
た
疫
病
が
退
散
し
た

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

時
は
下
り
平
安
時
代
、源
頼
義
公
親
子
が

奥
州
追
討
ち
の
際
に
念
持
仏
と
し
て
観
音
様

を
奉
持
し
陣
中
守
護
と
さ
れ
ま
し
た
。そ
し

て
奥
州
は
平
定
さ
れ
泰
平
の
世
と
な
り
ま
し

た
。こ
れ
も
観
音
様
の
お
か
げ
と
、泰
平
御
堂

を
建
立
し
、そ
の
泰
平
を
つ
け
て
泰
平
千
手

観
音
様
と
し
て
安
置
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、

源
頼
朝
公
の
藤
原
一
族
追
討
ち
、や
が
て
清

和
源
氏
の
流
れ
を
汲
む
奥
州
を
治
め
た
南
部

家
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

月
日
は
流
れ
江
戸
時
代
、南
部
家
か
ら
青

山
家
に
嫁
入
り
し
た
姫
君
と
と
も
に
そ
の
泰

平
千
手
観
音
様
は
江
戸
へ
。青
山
家
の
仏
間

に
お
内
仏
と
し
て
祀
ら
れ
る
前
に
、そ
の
霊

験
あ
ら
た
か
な
こ
と
を
聞
い
た
徳
川
六
代
将

軍
の
正
室（
天
英
院
）よ
り
、「
大
い
な
る
ご
利

益
あ
る
観
音
様
を
拝
ま
せ
た
ま
え
」と
の
こ

と
で
江
戸
城
へ
。そ
の
後
も
あ
ち
こ
ち
の
姫

君
が
拝
ん
で
、ご
利
益
に
あ
や
か
り
た
い
と
い

う
所
望
が
続
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
由
緒
を
持
つ
観
音
様
で
す
か
ら
、

庶
民
の
間
で
も
大
人
気
。青
山
家
の
菩
提
寺
・

梅
窓
院
の
観
音
堂
に
祀
ら
れ
て
か
ら
も
お
参
り

の
列
が
絶
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
同
じ
資
料
に
二
つ
の
霊
験
話
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。一
つ
は
奥
州
の
頃
の
話
で
、

生
ま
れ
つ
き
身
体
に
不
自
由
の
あ
っ
た
女
の

子
の
両
親
が
泰
平
千
手
観
音
様
に
祈
念
し
た

と
こ
ろ
、病
が
治
っ
た
う
え
美
し
く
生
ま
れ

変
わ
っ
た
と
い
う
逸
話
。

も
う
一つ
は
江
戸
で
の
出
来
事
。知
人
に
だ

ま
さ
れ
金
策
尽
き
た
夫
婦
が
、一
人
娘
の
身

売
り
を
決
め
ま
し
た
。そ
の
話
を
聞
い
た
娘

は
自
分
の
身
を
憂
い
、梅
窓
院
へ
お
参
り
に

き
ま
し
た
。す
る
と
何
処
か
ら
と
も
な
く
僧

が
現
れ
、娘
に
金
子
を
渡
し
ま
し
た
。娘
が
僧

に
名
を
問
え
ば「
こ
の
寺
の
泰
平
坊
」と
答
え

ま
し
た
。授
か
っ
た
金
銭
の
お
か
げ
で
娘
を
売

ら
ず
に
済
ん
だ
夫
婦
が
後
日
、お
礼
に
く
る

と「
そ
の
名
の
僧
は
こ
こ
に
い
な
い
が
、観
音

様
は
奥
州
時
代
に
泰
平
堂
に
い
ら
し
た
の

で
、そ
の
名
を
名
乗
っ
た
と
思
う
」と
の
こ

と
。そ
の
後
、親
子
は
苦
難
を
乗
り
越
え
安
穏

に
暮
ら
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、こ
の
泰
平
千
手
観
音
様
は
残
念
な

が
ら
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。理
由

は
何
度
も
江
戸
を
襲
っ
た
火
事
で
焼
失
し

た
、戦
後
に
盗
難
に
あ
っ
た
、な
ど
諸
説
が
あ

り
、定
か
な
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。新
た
な

観
音
様
が
奉
安
さ
れ
、千
手
観
音
で
は
な
い

こ
と
か
ら
泰
平
観
音
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
観
音
様
も
修
復
さ
れ
、現
在
は
観
音

堂
で
皆
様
を
お
迎
え
し
て
い
ま
す
。名
に
泰

平
を
冠
す
る
観
音
様
は
梅
窓
院
の
観
音
様

だ
け
で
す
。そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
の
は
、こ

う
し
た
古
く
か
ら
の
ご
利
益
と
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
持
っ
た
観
音
様
だ
か
ら
な
の
で
す
。

〈
お
知
ら
せ
〉

観
音
様
に
つ
い
て
の
お
話
は
誌
面
三
ペ
ー

ジ
の「
春
彼
岸
会
に
よ
せ
て
」で
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。ま
た
、入
檀
時
に
お
渡
し
し
た 

『
梅
窓
院
史
』の
著
者
、宇
高
良
哲
上
人
に

秋
の
文
化
講
演
会
で
お
話
し
頂
き
ま
す
の
で

お
楽
し
み
に
。

梅窓院通信 No.111 4梅窓院通信 No.1115

現在の泰平観音様。
1階観音堂で皆様をお迎えしています。

梅
窓
院
の
泰
平
観
音
様
は
、江
戸
三
十
三
観
音
の 

一 

つ
で
す
が
、

実
は
そ
の
由
緒
は
と
て
も
古
く
、梅
窓
院
創
建
を
は
る
か
に
越
え
、

ま
た
ご
利
益
も
凄
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

今
回
は
そ
の
由
緒
を
紐
解
き
、ご
利
益
に
ま
つ
わ
る
話
を

お
届
け
致
し
ま
す
。

泰
平
観
音
様
の

現在の観音様修復前のお姿。

絵像として今に伝わる泰平千手観音様。 

観音様が奉安されていた観音堂。
戦火で消失してしまった。

かつての観音堂内陣。

い

梅
「
霊
験
あ
ら
た
か
！
」

れ
い
げ
ん

由
来
を
紐
解
く
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す
。そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
の
は
、こ

う
し
た
古
く
か
ら
の
ご
利
益
と
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
持
っ
た
観
音
様
だ
か
ら
な
の
で
す
。

〈
お
知
ら
せ
〉

観
音
様
に
つ
い
て
の
お
話
は
誌
面
三
ペ
ー

ジ
の「
春
彼
岸
会
に
よ
せ
て
」で
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。ま
た
、入
檀
時
に
お
渡
し
し
た 

『
梅
窓
院
史
』の
著
者
、宇
高
良
哲
上
人
に

秋
の
文
化
講
演
会
で
お
話
し
頂
き
ま
す
の
で

お
楽
し
み
に
。
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現在の泰平観音様。
1階観音堂で皆様をお迎えしています。

梅
窓
院
の
泰
平
観
音
様
は
、江
戸
三
十
三
観
音
の 

一 

つ
で
す
が
、

実
は
そ
の
由
緒
は
と
て
も
古
く
、梅
窓
院
創
建
を
は
る
か
に
越
え
、

ま
た
ご
利
益
も
凄
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

今
回
は
そ
の
由
緒
を
紐
解
き
、ご
利
益
に
ま
つ
わ
る
話
を

お
届
け
致
し
ま
す
。

泰
平
観
音
様
の

現在の観音様修復前のお姿。

絵像として今に伝わる泰平千手観音様。 

観音様が奉安されていた観音堂。
戦火で消失してしまった。

かつての観音堂内陣。

い

梅
「
霊
験
あ
ら
た
か
！
」

れ
い
げ
ん

由
来
を
紐
解
く
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春の山菜や野菜はいずれも個性
味を持っています。3月3日のひな
祭り、5月5日の端午の節句に、草
餅の材料として用いられるよもぎ
は、昔から、「万病の薬」といわれ、日
本だけでなく世界各地で薬として
使われてきました。別名「血止め
草」と呼んで、切り傷にはよもぎの
葉を揉んでつけたり、冷え性にはよ
もぎ風呂がよいと重宝されてきま
した。漢方では、乾いた葉は「艾葉」
と呼び、キク科特有の苦味成分の
ほか、揮発成分もあるため、冷やす
作用だけでなく温める作用も持ち
合わせています。吐血、下血、子宮
不正出血を除き、また子宮を温め
て懐妊する効能もあるとされてい
ます。海外でも出産に関する効能
が多く伝えられていて、「ハーブの
女王さま」と呼ばれているようで
す。
草餅やよもぎ団子は、近年、よも
ぎの粉末が市販されているので、
手軽に作ることができるようになり
ましたが、春の摘み草にはかない
ません。アク抜きに手間をいやがら
ず、新鮮なよもぎの香り漂うエネル
ギーを頂きながらの手造りを楽し
んでみてはいかが。
①よもぎの新芽250ｇは、熱湯
に重曹少々を加えて柔らかく茹で
る。水洗いを数回くり返してアクを
抜き、水けをきって刻む。黒砂糖
250ｇを加えて混ぜ、数時間ねか
せて砂糖をなじませる。②上新粉
500ｇ、やまいものすりおろし
150ｇをボウルに入れ、①を加え
てよく混ぜ合わせる。適当にかた
どって15分蒸すとできあがり。

食
養
研
究
家

武 

鈴
子

春
の
万
能
薬「
よ
も
ぎ
」

次回は「春の季語」でご自由にお詠み下さい。4月5日(月)を締
切、2021年6月発送の『お盆号』にて発表致します。郵送・FAX・
メールのいずれかの方法で、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。
皆さまの投句をお待ちしております。

投句募集
　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。

｢やぶれ傘｣会員募集

第
八
十
二
回

◎
特
選

™
水
仙
に
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れ
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は
な
ら
ぬ
傷
の
あ
り

 

◎
入
選
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公
園
の
ベ
ン
チ
を
濡
ら
し
初
時
雨

 

™
ク
リ
ス
マ
ス
街
と
女
性
が
輝
い
て

 

™
煌
々
と
街
を
見
下
ろ
す
オ
リ
オ
ン
座

 

™
ス
ト
ー
ブ
の
上
の
や
か
ん
が
鳴
り
響
く

 

™
マ
ス
ク
し
て
眼
鏡
が
く
も
り
視
界
ゼ
ロ

 

™
数
へ
日
の
マ
グ
カ
ッ
プ
に
は
ア
メ
リ
カ
ン

 

™
ふ
と
気
づ
く
ま
ん
丸
な
月
小
晦
日

 

™
水
仙
を
活
け
て
ひ
と
り
の
夜
と
な
り

 

™
夕
時
雨
小
走
り
に
ゆ
く
人
と
犬

 

™
悴
む
手
尻
で
温
め
る
会
議
室

 

◎
選
者
詠

™
霜
柱
踏
ん
で
は
道
に
も
ど
り
く
る

 

大
崎    

紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

　コ
ロ
ナ
禍
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
俳
句
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、多
く
が
、コ
ロ
ナ
は
恐
い
と
か
大

変
だ
と
か
い
う
も
の
で
心
に
せ
ま
っ
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。東
日
本
大
震
災
の
と
き
も
、や
れ

残
さ
れ
た
一
本
松
が
ど
う
の
と
か
の
つ
ま
ら
な
い
句
が
山
ほ
ど
作
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
の
中
で
高
野
ム

ツ
オ
と
い
う
人
は「
陽
炎
よ
り
手
が
出
て
握
り
飯
摑
む
」と
い
う
み
ご
と
な
句
を
作
り
ま
し
た
。こ
こ

に
は
心
に
せ
ま
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、深
刻
な
状
況
を
句
に
詠
む
に
は
、イ
メ
ー
ジ
で
勝

負
す
る
こ
と
も
必
要
だ
、と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

大
崎 
紀
夫

本誌では、観音様が特集されています。その観音様というお名
前を聞くと、松原哲明さんのことを思い出します。東京三田の龍源
寺というお寺のご住職でした。
松原さんに赤ちゃんが生まれ、すぐに亡くなったときのことを書
かれています。浩明くん、と命名しました。自分の子が、死ぬなんて
思ってもいなかった。泣いて泣いて泣きまくった。妹さんが「そん
なに泣いていたら気が狂うよ」と声をかけてくれたけど、気が狂っ
た方がよっぽど楽だと思ったそうです。そのときのことをこう綴り
ます。
「お通夜とかお葬式はみんな人がどんどん進めてくれました。赤ちゃん用の小さな棺が
来て、そこに体をおさめました。お宮参り用の着物を着せて、花をたくさん入れました。
お数珠とお線香、おもちゃも。お弁当と書いて、お乳を袋に入れ持たせました。耳のそば
に自分と妻の写真をピッタと貼りました。火葬するときのゴーという音を聞かせるのがかわ
いそうだったから」。
そして、最後に観音様の写真を持たせます。
「この子はまだ小さな子です。もし途中で道に迷うようなことがあったらどうかこの子の
手をつないでやってください」と。
自身の力ではどうにもならないとき、いかなる悲しみも受け止め
てくれる存在。それが松原さんの観音様だったのかもしれません。
【そうゆうくん】
梅窓院のベテラン僧侶。博識かつ頼れるリーダーシップから皆に 
慕われている。アメブロ不定期更新中。

がい よう

そうゆうくん。

そうゆうくんブログ

そうゆうくんブログのQRコード

出張版

つづ

〒107-0062　港区南青山2-26-38
梅窓院｢青山俳壇｣投句募集係
FAX：03-3404-8436（青山文化村）
メール：bunkamura@baisouin.or.jp

ウエップ編集室
電話:03-5368-1870

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

◆本日はよろしくお願い致します。

　　 永楽堂板橋店までようこそ。よろしくお願い致
します。
◆広い店内に色々な仏具が並んでいる中、5000
万円を超える仏壇がさりげなく置いてあったの
ですが……。
　　　驚かれますよね。あの仏壇は老山白檀とい
う特別な材質で、日本に3基しかない貴重なもので
すから。
◆家一軒と同じ値段の仏壇を扱っているのです
ね。そして、神道の道具もありますね。
　　　はい、この店は私が3代目ですが、創業した
祖父が三重県伊勢出身でした。伊勢といえば伊勢
神宮です。それで神具も扱っています。
◆梅窓院とのお付き合いはいつからですか。
　　　5年ぐらい前からです。知人が梅窓院さんと
ご縁ができたことがきっかけです。
◆一昨年の秋彼岸では梅窓院の観音堂で展示
会を開かれましたね。
　　　はい。梅窓院さんからお声掛けを頂き、出展
させて頂きました。
◆その後、新型コロナウィルス感染拡大で世の
中が一変しましたが、仏壇仏具屋さんの業界は
いかがでしょう。
　　　東京にはおよそ100社のお店がありました
が、半分の50社ほどになりました。
　もちろん、コロナの影響も大きいのですが、大体
20年ほど前から皆さんの仏壇への意識が変わっ
てきていました。それをコロナが後押しした、と言って
もよいかと思います。
◆なるほど。
　　　当店の2代目である父は、いわゆる従来から
の大きさの仏壇にこだわっていました。その先代が
15年前に病気にかかり、私が29歳で3代目となりまし
たが、すでに仏壇の小型化、家具調へと移行の渦
中でした。

◆変化の中での就任だったのですね。代表取
締役になられてから、どのような事業を行いまし
たか。
　　　はい、本店を巣鴨店に移転しました。
◆巣鴨というと「おばあちゃんの原宿」と呼ばれ
るあの商店街ですね。確か入ってすぐの左手に
お店があって、お線香の売り上げ日本一でした
か。
　　　よくご存知ですね。お年寄りの街で仏具店
にはありがたい街です。よく取材も受けていて、有名
でしたので本店にしました。
◆そうですか。　　様の経営姿勢をお聞かせ頂
けますか。
　　　そうですね、自分で言うのも変ですが、商売
上手な方ではありません（笑）。
　お見え頂ける方の8～9割は不幸があって来ら
れます。ですので、そうしたお気持ちを大切にし、そ
のような中でも心穏やかにお買い物してもらえること
を第一に考えています。その思いを受け止めて下
さった方はリピーターになって頂いています。
◆本日はどうもありがとうございました。

優しさがにじみ出る　　代表取締役。
インタビュー中も笑顔で対応してくれました。

　
　

 

　　
　
　
　

 

　
　
　
　代
表
取
締
役

株
式
会
社 

永
楽
堂

梅窓院通信 No.111 6

板橋店内で仏壇を背景に中島住職と　　代表取締役。
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春の山菜や野菜はいずれも個性
味を持っています。3月3日のひな
祭り、5月5日の端午の節句に、草
餅の材料として用いられるよもぎ
は、昔から、「万病の薬」といわれ、日
本だけでなく世界各地で薬として
使われてきました。別名「血止め
草」と呼んで、切り傷にはよもぎの
葉を揉んでつけたり、冷え性にはよ
もぎ風呂がよいと重宝されてきま
した。漢方では、乾いた葉は「艾葉」
と呼び、キク科特有の苦味成分の
ほか、揮発成分もあるため、冷やす
作用だけでなく温める作用も持ち
合わせています。吐血、下血、子宮
不正出血を除き、また子宮を温め
て懐妊する効能もあるとされてい
ます。海外でも出産に関する効能
が多く伝えられていて、「ハーブの
女王さま」と呼ばれているようで
す。
草餅やよもぎ団子は、近年、よも
ぎの粉末が市販されているので、
手軽に作ることができるようになり
ましたが、春の摘み草にはかない
ません。アク抜きに手間をいやがら
ず、新鮮なよもぎの香り漂うエネル
ギーを頂きながらの手造りを楽し
んでみてはいかが。
①よもぎの新芽250ｇは、熱湯
に重曹少々を加えて柔らかく茹で
る。水洗いを数回くり返してアクを
抜き、水けをきって刻む。黒砂糖
250ｇを加えて混ぜ、数時間ねか
せて砂糖をなじませる。②上新粉
500ｇ、やまいものすりおろし
150ｇをボウルに入れ、①を加え
てよく混ぜ合わせる。適当にかた
どって15分蒸すとできあがり。

食
養
研
究
家

武 

鈴
子

春
の
万
能
薬「
よ
も
ぎ
」

次回は「春の季語」でご自由にお詠み下さい。4月5日(月)を締
切、2021年6月発送の『お盆号』にて発表致します。郵送・FAX・
メールのいずれかの方法で、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。
皆さまの投句をお待ちしております。

投句募集
　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。

｢やぶれ傘｣会員募集
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回
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し
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が
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と
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変
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と
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で
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く
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あ
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の
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う
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と
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ま
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そ
の
中
で
高
野
ム

ツ
オ
と
い
う
人
は「
陽
炎
よ
り
手
が
出
て
握
り
飯
摑
む
」と
い
う
み
ご
と
な
句
を
作
り
ま
し
た
。こ
こ

に
は
心
に
せ
ま
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、深
刻
な
状
況
を
句
に
詠
む
に
は
、イ
メ
ー
ジ
で
勝

負
す
る
こ
と
も
必
要
だ
、と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

大
崎 

紀
夫

本誌では、観音様が特集されています。その観音様というお名
前を聞くと、松原哲明さんのことを思い出します。東京三田の龍源
寺というお寺のご住職でした。
松原さんに赤ちゃんが生まれ、すぐに亡くなったときのことを書
かれています。浩明くん、と命名しました。自分の子が、死ぬなんて
思ってもいなかった。泣いて泣いて泣きまくった。妹さんが「そん
なに泣いていたら気が狂うよ」と声をかけてくれたけど、気が狂っ
た方がよっぽど楽だと思ったそうです。そのときのことをこう綴り
ます。
「お通夜とかお葬式はみんな人がどんどん進めてくれました。赤ちゃん用の小さな棺が
来て、そこに体をおさめました。お宮参り用の着物を着せて、花をたくさん入れました。
お数珠とお線香、おもちゃも。お弁当と書いて、お乳を袋に入れ持たせました。耳のそば
に自分と妻の写真をピッタと貼りました。火葬するときのゴーという音を聞かせるのがかわ
いそうだったから」。
そして、最後に観音様の写真を持たせます。
「この子はまだ小さな子です。もし途中で道に迷うようなことがあったらどうかこの子の
手をつないでやってください」と。
自身の力ではどうにもならないとき、いかなる悲しみも受け止め
てくれる存在。それが松原さんの観音様だったのかもしれません。
【そうゆうくん】
梅窓院のベテラン僧侶。博識かつ頼れるリーダーシップから皆に 
慕われている。アメブロ不定期更新中。

がい よう

そうゆうくん。

そうゆうくんブログ

そうゆうくんブログのQRコード

出張版

つづ

〒107-0062　港区南青山2-26-38
梅窓院｢青山俳壇｣投句募集係
FAX：03-3404-8436（青山文化村）
メール：bunkamura@baisouin.or.jp

ウエップ編集室
電話:03-5368-1870

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

◆本日はよろしくお願い致します。

　　 永楽堂板橋店までようこそ。よろしくお願い致
します。
◆広い店内に色々な仏具が並んでいる中、5000
万円を超える仏壇がさりげなく置いてあったの
ですが……。
　　　驚かれますよね。あの仏壇は老山白檀とい
う特別な材質で、日本に3基しかない貴重なもので
すから。
◆家一軒と同じ値段の仏壇を扱っているのです
ね。そして、神道の道具もありますね。
　　　はい、この店は私が3代目ですが、創業した
祖父が三重県伊勢出身でした。伊勢といえば伊勢
神宮です。それで神具も扱っています。
◆梅窓院とのお付き合いはいつからですか。
　　　5年ぐらい前からです。知人が梅窓院さんと
ご縁ができたことがきっかけです。
◆一昨年の秋彼岸では梅窓院の観音堂で展示
会を開かれましたね。
　　　はい。梅窓院さんからお声掛けを頂き、出展
させて頂きました。
◆その後、新型コロナウィルス感染拡大で世の
中が一変しましたが、仏壇仏具屋さんの業界は
いかがでしょう。
　　　東京にはおよそ100社のお店がありました
が、半分の50社ほどになりました。
　もちろん、コロナの影響も大きいのですが、大体
20年ほど前から皆さんの仏壇への意識が変わっ
てきていました。それをコロナが後押しした、と言って
もよいかと思います。
◆なるほど。
　　　当店の2代目である父は、いわゆる従来から
の大きさの仏壇にこだわっていました。その先代が
15年前に病気にかかり、私が29歳で3代目となりまし
たが、すでに仏壇の小型化、家具調へと移行の渦
中でした。

◆変化の中での就任だったのですね。代表取
締役になられてから、どのような事業を行いまし
たか。
　　　はい、本店を巣鴨店に移転しました。
◆巣鴨というと「おばあちゃんの原宿」と呼ばれ
るあの商店街ですね。確か入ってすぐの左手に
お店があって、お線香の売り上げ日本一でした
か。
　　　よくご存知ですね。お年寄りの街で仏具店
にはありがたい街です。よく取材も受けていて、有名
でしたので本店にしました。
◆そうですか。　　様の経営姿勢をお聞かせ頂
けますか。
　　　そうですね、自分で言うのも変ですが、商売
上手な方ではありません（笑）。
　お見え頂ける方の8～9割は不幸があって来ら
れます。ですので、そうしたお気持ちを大切にし、そ
のような中でも心穏やかにお買い物してもらえること
を第一に考えています。その思いを受け止めて下
さった方はリピーターになって頂いています。
◆本日はどうもありがとうございました。

優しさがにじみ出る　　代表取締役。
インタビュー中も笑顔で対応してくれました。
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締
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楽
堂
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板橋店内で仏壇を背景に中島住職と　　代表取締役。
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元々、先祖代々の墓所は東海地方にあったのですが、月1回墓参に行くことが難しくなり、
都内で通いやすい場所を探し、梅窓院にお墓を持ちました。
墓苑内がいつも綺麗に整備されており、檀家さんへの思いやりを感じます。現在は週3回
程度お参りに来ていますが、これからも思いやりのある寺院であり続けて欲しいです。

『大切な人を想ってここに』  

お檀家さんに伺いました
 （令和2年 墓参時にて）

日常的にマスクの着用をする機会が増えていますね。けれど顔の半分が隠れてしまうと、お声がけする際に迷ってしまうことがありま
す。恐らく先方も同じだと思うので先に「こんにちは森です」と名乗っております。皆様にお願いです。お名前を先にお願いします。
先日、空いている境内の駐車場で駐車に苦労されている方がいらっしゃったので伺ったら「明後日、母を連れてお参りに来るので今日

は駐車の練習に来ました」って！ お墓参りご希望の高齢のお母様を電車に乗せるのは怖いからと予行練習をされていました。皆さん色々
頑張って墓参されていらっしゃいます。それでもやはり心配な場合は、どうぞ代参を依頼して下さい。
お正月のときの代参は今までにない程の数のご依頼を頂き、スタッフで心を込めて代参させて頂きました。先日70代の方が90代の親
御さんを墓参に連れて来たら、しばらく腰痛で動けなかったと仰っていました。ご自身の身体も労わって下さいね。

（墓苑部・森）

ジャパン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

墓参される皆様へ
梅窓院では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、安全衛生対策を強化し、

各所に除菌水の設置や換気の対応をしております。ご来寺された際、手指消毒にご利
用下さい。
また、マスクのご持参・ご着用、咳エチケットなど可能な範囲にてご協力頂けますと
幸いです。
体調にご不安のある方はくれぐれもご無理をなさらないようお願い致します。
大変恐縮ですが、どうぞご理解とご協力のほど、宜しくお願い致します。

春彼岸会法要
3月20日（土）
法要　午後1時～　本堂
※YouTubeにて法要の様子を配信予定です。
　詳細は3面をご覧下さい。

行事予定

お 知 ら せ
梅窓院では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため、下記の催しを中止とさせて頂きます。

◎令和3年度前期仏教講座
◎郡上物産展（春彼岸会）
◎彼岸寄席（春彼岸会）
◎念仏と法話の会（6月）
◎能楽奉納・写経会（開山忌）

はなまつり
4月3日（土）～8日（木）
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
がございます。皆様ど
うぞご参拝下さい。
※甘茶の提供はございません。

大施餓鬼会法要
5月15日（土）
※詳細は施餓鬼号にてお知らせ致します。

開山忌法要
6月12日（土）
※詳細は施餓鬼号にてお知らせ致します。

発 　 行 ／ 梅窓院
発 行 日 ／ 令和3年3月1日
発 行 人 ／ 中島 真成
編 　 集 ／ 青山文化村
住 　 所 ／ 〒107-0062　東京都港区南青山2-26-38

電　　話 ／03-3404-8447
Ｆ  Ａ  Ｘ ／03-3404-8107
ホームページ ／ https://www.baisouin.or.jp/
E -Ma i l ／ jodo@baisouin.or.jp
題　　字 ／中村康隆元浄土門主　総本山知恩院第八十六世門跡

梅窓院行事
中止について

7月以降の行事開催につきましては随時お知らせ致します。
尚、しばらくの間、大法要は梅窓院僧侶のみで厳修し、その様子を
YouTubeにてライブ配信予定です。
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住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世  

中
島 

真
成

　今
年
の
新
年
は

コ
ロ
ナ
禍
の
ピ
ー
ク

で
迎
え
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。初
詣
も

分
散
し
て
、と
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
が
、

梅
窓
院
の
元
旦
の

お
参
り
は
、用
意
し

て
い
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
お
茶
を
温
め
る
時
間
も
取
れ
な
い
ほ

ど
、想
像
を
超
え
た
参
詣
を
頂
き
ま
し
た
。快
晴
に
恵
ま
れ
た

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。修
正
会
法
要
で
は
お
焼
香
だ
け

の
お
参
り
を
お
願
い
し
て
い
ま
し
た
が
、そ
の
列
が
途
切
れ
る
こ

と
な
く
続
き
ま
し
た
。

　当
院
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
を
し
て
お
迎

え
し
て
い
ま
す
が
、参
詣
者
の
皆
様
も
手
指
の
消
毒
、マ
ス
ク
着

用
は
も
ち
ろ
ん
、公
共
交
通
機
関
を
避
け
、ご
家
族
の
皆
様
が

車
に
同
乗
さ
れ
て
参
拝
さ
れ
る
な
ど
、十
分
な
対
策
を
と
っ
て

頂
け
た
よ
う
で
す
。ま
た
、普
段
で
し
た
ら
初
詣
で
は
家
内
安
全

や
無
病
息
災
、病
気
平
癒
な
ど
が
祈
念
さ
れ
ま
す
と
こ
ろ
を
、

今
年
は
疫
病
退
散
、コ
ロ
ナ
が
一
日
も
早
く
終
息
す
る
こ
と
を

祈
念
さ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。本
当
に
一
刻
も
早
く
平
穏

な
日
常
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。梅
窓
院
で

は
六
月
ま
で
の
行
事
は
中
止
、七
月
以
降
に
つ
き
ま
し
て
は
状

況
を
見
な
が
ら
判
断
し
ま
す
が
、十
月
の
文
化
講
演
会
だ
け
は

先
着
五
十
名
で
開
催
す
る
予
定
で
す
。

　さ
て
、話
は
変
わ
っ
て
樹
木
葬
の
梅
林
苑
合
同
納
骨
法
要
を

昨
年
十
二
月
に
続
き
、二
月
七
日（
日
）に
行
い
ま
し
た
。そ
の
名

の
通
り
、寺
名
に
も
あ
る
梅
が
咲
き
始
め
る
頃
の
開
催
が
毎
年

恒
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　最
後
に
工
事
の
お
知
ら
せ
で
す
。梅
窓
院
の
建
物
も
早
い
も

の
で
十
九
年
目
に
入
り
ま
す
。そ
の
為
、皆
様
に
快
適
に
お
参
り

頂
け
る
よ
う
、昨
年
に
引
き
続
き
、今
年
も
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
工
事

を
行
い
ま
す
。参
詣
時
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
す
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、ど
う
ぞ
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ご先祖様への感謝の気持ちを大切に合掌。満開の桜の下で。
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