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自　令和  2年4月 1 日
至　令和  3年3月31 日

会
計
報
告
を
本
誌
に
掲
載
さ
せ
て
頂
い

て
お
り
ま
す
。ご
確
認
を
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

■護寺費・年会費・墓地管理費

（単位：千円）
収入の部 支出の部

護寺費・年会費として

墓地管理費として

梅窓院からの繰入金

浄土宗課金及び大本山宛志納金
法要費（仏具・法衣・線香など）
保守修繕費（建物）
保守修繕費（墓苑・境内）
人件費
事務費（郵送費・コピーなど）

80,295

31,077

111,882

223,254

3,502
10,460
153,084
12,837
37,233
6,138

223,254合　計合　計

梅
窓
院
よ
り
会
計
の
ご
報
告

皆様がこちらを読まれる頃はワクチン接種も終わられている方が多いのではないでしょう
か？ 原稿を書いている今は、ご来寺される方と「次はいつ？」 「どんな副反応がありました？」
などという話がお天気の話の前に出てきます。私共が接する方の中には健康に不安のある方
もいらっしゃるので、本当に気を付けた生活を続けております。皆様と普通にお会いできる日
ももうすぐですね。
さて、5月から6月にかけて墓苑内ではカラスに悩まされました。孵ったヒナが巣立ちするま
で親カラスが付きっ切りで見守っていたのです。（見守ると言うより、廻りをずっと威嚇してい
ました。）やけに怖がりのヒナで木からあまり動かず、親カラスが東・南のビルの屋上からずっと
ヒナを見守り、近くに人などが通ろうものなら鋭角で飛び掛かってくるのです。そこでポールを
立てたり注意喚起したりと、ご僧侶方と職員はずっとハラハラしておりました。
駆除した巣の材料はハンガーなどが多かったようです。ゴミを出す時は気を付けないといけ

ないですね。
 （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

お檀家さんに伺いました

『長年のご縁に感謝を』

先代の頃から梅窓院さんにはお世話に
なっています。昔は境内を入ると目の前
に桜が咲いており、本当に綺麗でした。
その時の写真は今でも持っていて、時々
写真を見返しては懐かしい気持ちになり
ます。
行事では、修正会や団体参拝など積極
的に参加してきたので、お参りに行けな
い今の状況は寂しいですね。
自由に外出できるようになった際には、
ご先祖様に「家族みんな元気でいます
よ」とお伝えしたいと思っています。

令和3年　電話取材にて
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梅窓院
令和3年9月1日
中島 真成
青山文化村
〒107-0062
東京都港区南青山2-26-38
03-3404-8447
03-3404-8107
https://www.baisouin.or.jp/
jodo@baisouin.or.jp
中村康隆元浄土門主
総本山知恩院第八十六世門跡

8月2日（月）～9月5日（日）、「水の波紋展
2021」の屋外展示を参道竹林にて
行いました。デイヴィッド・ハモンズ氏の
作品です。
主催：ワタリウム美術館

展 示 報 告

【お問合わせ・お申込み】
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
※詳しくは同封のチラシをご覧下さい。

参加ご希望の方は、申込書を梅窓院受付にお持ち下さい。又は、下記お問い合わせ先へ
お電話・FAX・Eメールでもお申込みを受け付けております。

10月23日（土）
場  所 開  場

開  演

終  演

日  時

午後1時15分

講  師

梅窓院　祖師堂
午後2時（講演90分）

第十七回 梅窓院 文化講演会梅窓院 文化講演会

午後3時30分予定

宇高 良哲 上人
（大正大学名誉教授・文学博士・十連寺前住職）

入場無料・先着50名 事前申込制

う だか よし あき
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今
号
よ
り『
浄
土
宗
新

聞
』の
同
封
を
開
始
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。『
浄
土
宗
新

聞
』と
は
浄
土
宗
の
教
え
や

寺
院
の
出
来
事
、お
檀
家
様

の
お
店
紹
介
な
ど
、様
々
な

記
事
が
詰
ま
っ
た
浄
土
宗

発
行
の
新
聞
で
す
。一
人
で
も
多
く
の
方
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う

浄
土
宗
の
方
針
で
、今
年
の
四
月
号
か
ら
無
償
化
と
な
り
ま
し
た
。多
く

の
浄
土
宗
寺
院
か
ら
、檀
信
徒
の
皆
様
に
届
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、次
は
ご
報
告
が
三
つ
ご
ざ
い
ま
す
。ま
ず
は
京
都
に
あ
る
浄
土

宗
大
本
山
の一つ
、清
浄
華
院
の
話
で
す
。以
前
、私
が
御
忌
で
唱
讃
導

師
を
務
め
た
大
本
山
で
す
が
、そ
の
法
主（
住
職
）に
新
た
に
長
野
県

駒
ヶ
根
市
の
安
楽
寺
住
職
、
　
　
　
　上
人
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。就
任
に
あ
た
っ
て
は
私
も
京
都
に
足
を
運
び
、選
出
の
大
任
を

務
め
ま
し
た
。

二
つ
目
は
、梅
窓
院
周
辺
の
飲
食
店
等
を
紹
介
す
る「
青
山
散
歩
道
」

を
今
号
か
ら
再
開
致
し
ま
し
た
。さ
ら
に
、新
た
な
試
み
と
し
て
檀
信
徒

の
皆
様
が
営
ま
れ
て
い
る
飲
食
店
も
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
け
れ
ば
と
考
え

て
お
り
ま
す
。詳
し
く
は
本
誌
八
面
を
ご
覧
下
さ
い
。

そ
し
て
三
つ
目
は
、工
事
の
ご
報
告
で
す
。こ
の
三
月
か
ら
六
月
に
か

け
第
二
期
の
空
調
工
事
を
行
い
ま
し
た
。来
年
の
第
三
期
で
終
了
と
な

り
ま
す
。今
し
ば
ら
く
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
の
決
定
が
遅
れ
た
こ
と
で
、事
前
に
寺
院
か
ら
交
通

規
制
等
の
お
知
ら
せ
が
で
き
ず
、ご
迷
惑
を
掛
け
た
か
と
思
い
ま
す
。遅

れ
ば
せ
な
が
ら
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
十
月
開
催
予
定
の
文
化
講
演
会
の
お
知
ら
せ
で
す
。『
梅
窓

院
史
』を
ご
執
筆
頂
い
た
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
史
の
専
門
家
、宇
高
良

哲
先
生
に
梅
窓
院
の
草
創
期
に
関
わ
る
、増
上
寺
第
十
二
世
住
職
の
観

智
国
師
に
つ
い
て
お
話
し
頂
き
ま
す
。ぜ
ひ
、皆
様
お
越
し
下
さ
い
。

   

梅
窓
院
第
二
十
五
世
　中
島 

真
成

住
職
挨
拶

最勝宝塔と調和した趣のある秋の紅葉

梅窓院通信
BA I S O U I N  N E W S    A O Y A M A 秋彼岸号

2021/09/01
No.114

7面「青山散歩道」コーナーにて掲載にご協力頂ける飲食店を募集しております。
檀信徒様で、掲載希望の方、取材・インタビューにご協力頂ける方がいらっしゃい
ましたら、梅窓院受付もしくは下記の連絡先までご一報下さい。

十夜法要
11月20日（土）
法要　午後1時～　本堂
※詳しくは十夜号をご覧下さい。

秋彼岸会法要
9月23日（木・祝）
法要　午後1時～　本堂
※法要の様子をYouTubeにてライブ
配信予定です。

　詳しくは3面をご覧下さい。

行事予定

飲食店を経営されているお檀家様へ

〒107-0062　東京都港区南青山2-26-38　梅窓院青山文化村
TEL：03-3404-8588　FAX：03-3404-8436　E-mail：bunkamura@baisouin.or.jp
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秋
彼
岸
に
よ
せ
て 

〜
シ
ョ
ー
グ
ン・ミ
ー
ツ・ボ
ー
ズ
な
物
語
〜（
家
康
公
と
存
応
上
人
）

残
暑
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
、十
月
二
十
三
日（
土
）に
は
、宇
高
良
哲
先
生
を
講
師
と
し
て
お
招
き
す
る
文
化

講
演
会
が
ご
ざ
い
ま
す
。宇
高
先
生
と
い
え
ば
、『
梅
窓
院
史
』を
執
筆
い
た
だ
き
、浄
土

宗
を
代
表
す
る
史
学
の
大
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。

テ
ー
マ
は「
梅
窓
院
開
山
観
智
国
師
源
誉
存
応
上
人
に
つ
い
て
」で
す
が
、「
観
智
国
師

源
誉
存
応
上
人
」（
以
下
存
応
上
人
）と
は
ど
ん
な
ご
僧
侶
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。ご
く

簡
単
に
い
え
ば
、三
河
か
ら
江
戸
に
国
替
え
に
な
っ
た
徳
川
家
康
公
と
蜜
月
に
な
り
、増

上
寺
を
徳
川
家
の
菩
提
寺
と
し
て
発
展
さ
せ
た
の
が
存
応
上
人
で
す
。家
康
公
が
上
京

し
て
、三
河
か
ら
江
戸
城
に
入
城
さ
れ
る
際
の
存
応
と
の
出
会
い
は
語
り
草
と
な
っ
て
い

ま
す
。（
出
典『
浄
宗
護
国
篇
』）

群
衆
が
家
康
公
を
一
目
見
よ
う
と
詰
め
掛
け
る
中
、家
康
公
が
増
上
寺
門
前
に
通
り

が
か
っ
た
と
き
、突
然
、家
康
公
の
馬
が
進
み
ま
せ
ん
。不
思
議
に
思
っ
た
家
康
公
は
左

右
を
見
回
し
て
、老
僧（
存
応
上
人
）を
見
つ
け
、ど
う
に
も
気
に
な
っ
て
、家
来
に
命
じ

て
、あ
の
老
僧
は
ど
こ
の
寺
の
何
者
か
聞
い
て
こ
さ
せ
ま
す
。存
応
上
人
は
増
上
寺
の

存
応
で
あ
る
と
答
え
る
と
、家
康
公
は
上
人
に
増
上
寺
を
案
内
さ
せ
た
後
、「
今
日
は
か

ら
ず
も
逢
う
こ
と
は
宿
縁（
前
世
か
ら
の
深
い
ご
縁
）」と
仰
っ
て
、明
朝
増
上
寺
で
朝

食
を
と
る
約
束
を
さ
れ
ま
す
。明
朝
、増
上
寺
に
参
詣
さ
れ
た
家
康
公
は
存
応
上
人
へ

仰
い
ま
し
た
。

「
死
は
人
の
世
の
掟
に
し
て
、誰
が
こ
れ
を
免
れ
よ
う
か
。ま
し
て
、武
士
の
自
分
が
心

に
持
つ
べ
き
は
菩
提
の
道（
悟
り
を
求
め
る
道
）で
あ
る
。そ
の
た
め
に
、菩
提
の
道
場
な

く
て
は
あ
る
ま
い
が
、こ
の
増
上
寺
を
そ
の
所
と
し
よ
う
。こ
れ
か
ら
は
存
応
上
人
、私
の

た
め
に
教
化（
教
え
を
説
く
こ
と
）な
さ
い
。こ
の
こ
と
は
大
事
な
の
で
、万
事
を
な
げ

う
っ
て
取
り
組
む
よ
う
に
」

感
動
し
た
存
応
上
人
は
涙
を
流
す
ば
か
り
で
し
た
が
、家
康
公
に
十
念
を
授
与
し
て

正
式
に
師
檀
の
ち
ぎ
り
を
結
び
ま
し
た
。

さ
て
、こ
の
話
を
聞
い
て
思
い
出
す
の
は
、お
釈
迦
様
が
初
め
て
仏
教
を
説
か
れ
た
初

転
法
輪
で
す
。一
緒
に
修
行
し
て
い
た
仲
間
か
ら
、苦
行
を
止
め
た
こ
と
で
堕
落
し
た
と

思
わ
れ
て
い
た
お
釈
迦
様
。し
か
し
、い
ざ
お
釈
迦
様
が
お
で
ま
し
に
な
る
と
、仲
間
達

は
お
み
足
を
洗
っ
て
、も
て
な
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。お
釈
迦
様
は
な

お
の
こ
と
、歴
史
に
残
る
高
僧
に
は
遠
目
に
も
わ
か
る
オ
ー
ラ
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
も
な
く
秋
の
お
彼
岸
を
迎
え
ま
す
。動
画
配
信
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、ご
一
緒
に
お

十
念
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

合
掌

（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）

感染予防のため、お席のご用意はございませんが、
お焼香頂けます。
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。
配信開始時間：午前11時～
主催：株式会社ジャパンエキスパートシステム

令和3年度 秋のペット慰霊法要 
ライブ配信 のお知らせ

お彼岸は字のごとく、彼の岸のことです。この
世から三途の川を渡った岸にたとえられます
が、迷いばかりの私たちのいるこの世、此岸に
対し、悟りの世界、浄土という意味でもありま
す。その向こう岸にいるご先祖さまをご供養す
るお彼岸、大切にしたいものです。

秋彼岸とは

お檀家様へお願い
●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。
●9月20日～26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。

塔婆申込み方法
塔婆回向料…1本／7,000円
●同封のハガキにご記入の上、9月15日（水）必着でお申込
み下さい。
●御回向料は、同封の振込用紙で郵便局にてお支払い頂くか、
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。）

LIVE

秋彼岸法要
本年の秋彼岸法要は、檀信徒の皆様にお焼香頂けます。
ご先祖様への大切なご供養にもなりますので、宜しければ本堂へお参り下さい。

感染予防のため、お席のご用意はございません。また、マスクの着用、
手指の消毒・除菌にご協力をお願い申し上げます。
なお、お塔婆は法要後に僧侶にて建てさせて頂きます。
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。
https://www.baisouin.or.jp/

梅窓院ホームページの
QRコード

午後1時～  2階 本堂にて
9月23日（木）
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法
話

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

秋
の
人
生

仏
教
歳
時
風
物
詩（
55
）

5
・
6
・
7
月
の

行
事
報
告

開山忌法要
6月12日（土）

盂蘭盆会法要
7月13日（火）

施餓鬼会法要
5月15日（土）

文
学
者
の
福
原
麟
太
郎
の
随
筆
に

教
え
ら
れ
て
、
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
有
名
な
詩
の一節
を
、
私
は
こ
の
頃

の
生
活
の
モッ
ト
ー
に
し
て
い
る
。

Grow
 old along w

ith m
e!

T
he best is yet to be,

（
我
れ
と
共
に
老
い
よ
、
最
上
の
も
の
は
ま
だ

さ
き
に
あ
る
）

　
と
も
ど
も
に
老
い
て
生
き
て
行
こ
う
で
は

な
い
か
、
人
生
い
ち
ば
ん
よ
い
も
の
は
ま
だ

ま
だ
こ
れ
か
ら
さ
き
に
あ
る
の
だ
よ
―
―
。

人
生
の
秋
と
い
う
が
、
今
の
私
の
現
実
は
す

で
に
人
生
の
冬
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
、

い
や
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
言
葉
に
縋
って

私
は
一
日
一
日
を
生
き
て
行
き
た
い
と
思
う
。

で
き
う
る
な
ら
ば
、
そ
の
一
日
一
日
を
自
分

な
り
に
確
か
な
も
の
と
し
て
、
確
認
し
な
が

ら
生
き
て
行
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
は
今
年
の
秋
を
ど
の
よ
う
に

生
き
て
行
く
か
。
秋
の
秀
句
の
中
か
ら
、

そ
の
お
手
本
で
も
見
つ
け
ら
れ
た
な
ら
ば

…
…
。

此
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥

こ
の
秋
や
ひ
と
り
暮
し
の
塩
の
壺

　
ま
ず
は
松
尾
芭
蕉
の
有
名
な一句
。
元
禄

七
年
九
月
二
十
六
日
の
作
で
、
十
月
十
二
日

の
死
去
を
前
に
し
て
の
老
い
の
衰
え
を
旅
懐

に
託
し
た
も
の
で
あ
る
。
下
五
の「
雲
に
鳥
」

の
孤
影
が
、
そ
の
積
み
重
ね
て
き
た
歳
月
を

強
く
深
く
映
し
て
い
る
。一
方
、
殿
村
菟
絲

子
は
俳
誌
「
万
蕾
」
を
主
宰
し
、
女
性
俳

句
を
高
め
た
人
で
あ
る
が
、
こ
の
句
も
ま
た

下
五
の
「
塩
の
壺
」
が
よ
く
効
い
て
い
て
、

俳
句
に
捧
げ
た
そ
の
真
摯
な
生
き
方
を
収

め
た
孤
心
が
し
っ
か
り
と
置
か
れ
て
い
る
。

天
高
し
身
弱
く
し
て
気
負
ふ
か
な

補
聴
器
を
持
つ
人
秋
を
聴
き
に
け
り

　
木
村
蕪
城
の
句
は
、
秋
天
高
き
に
向
か
っ

て
ひ
と
息
気
負
う
意
気
を
、
中
七
の
「
身

弱
く
し
て
」
と
は
反
対
に
強
く
詠
ん
だ
の
で

あ
る
。
阿
波
野
青
畝
は
、
秋
声
・
秋
の
音

の
風
韻
を
補
聴
器
に
よ
って
老
境
の
人
に
漂

わ
せ
た
の
で
あ
る
。

秋
の
霜
懺
悔
こ
こ
ろ
に
郷
土
ふ
む

や
が
て
く
る
雪
を
思
へ
り
菊
日
和

わ
が
中
に
道
あ
り
て
ゆ
く
秋
の
暮

　
以
上
三
句
は
、
秋
か
ら
や
が
て
訪
れ
る

冬
を
予
感
さ
せ
る
句
趣
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
飯
田
蛇
笏
の
遺
句
集
『
椿
花
集
』
か

ら
拾
っ
た
こ
の
句
は
、
秋
の
霜
を
置
い
た
ふ

る
さ
と
の
土
に
歩
ん
で
き
た
人
生
の
懺
悔
ご

こ
ろ
が
浸
み
わ
た
る
。
阿
部
慧
月
は
、
阿

波
野
青
畝
の「
か
つ
ら
ぎ
」
に
参
加
し
た
が
、

北
海
道
に
生
ま
れ
て
住
ん
だ
人
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
句
の
雪
に
は
殊
更
の
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
野
見

山
朱
鳥
の
句
で
あ
る
。
た
っ
た
十
七
文
字
だ

け
の
句
中
に
、
や
は
り
こ
の
人
の
長
い
人
生

の
道
の
り
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
季

語
と
し
て
の
秋
の
暮
は
、
暮
秋
・
晩
秋
の
意

と
、
秋
夕
・
秋
の
夕
暮
・
秋
の
夕
の
意
の
両

義
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お

く
。

　
さ
て
ブ
ラ
ウ
ニン
グ
の
詩
の
次
の
行
は
、

T
he last of life, for w

hich the first
w
as m

ade.

（
そ
れ
は
い
の
ち
の
終
わ
り
で
あ
る
、
い
の
ち
の

始
ま
り
は
そ
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
）

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
最
上
の
も
の
、
い

ち
ば
ん
よ
い
も
の
と
は
、
人
生
の
最
後
、
死

の
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か

に
人
生
の
最
初
、
生
ま
れ
る
こ
と
は
、
死
ぬ

こ
と
に
導
か
れ
て
行
く
も
の
に
は
ち
が
い
な

い
。
そ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
わ
き
ま
え
な

が
ら
、私
は
や
は
り
、い
ち
ば
ん
よ
い
も
の
は
、

い
ち
ば
ん
よ
い
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か

ら
さ
き
に
、
し
か
も
ず
う
っ
と
さ
き
に
、
き
っ

と
か
な
ら
ず
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
思
い
決
め

て
、一
日
一
日
を
歩
ん
で
行
き
た
い
。
そ
し
て
、

see all nor be afraid （
全
体
を
見
て
、

恐
れ
る
な
か
れ
）
と
い
う
詩
の
諭
し
に
従
っ

て
生
き
て
行
き
た
い
。

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

（
芭
蕉
）

（
蕪
城
）

（
青
畝
）

（
蛇
笏
）

（
慧
月
）

（
朱
鳥
）

（
菟
絲
子
）

英

と
の
む
ら

や
ま
あ
す

さ
と

か

の

み

と

し

こ

ば
ん
ら
い

し
ん

あ

べ
け
い
げ
つ

こ
の
あ
き

す
が

か きし

し がん

し
ょ

た
も

お
っ
し
ゃ

て
ん
ぼ
う
り
ん

だ
か
よ
し
あ
き

う

じ
ょ
う
し
ゅ
う

ご
こ
く
へ
ん

か
い
さ
ん
か
ん
ち
こ
く
し

よ

げ
ん

ぞ
ん
の
う
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秋
彼
岸
に
よ
せ
て 

〜
シ
ョ
ー
グ
ン・ミ
ー
ツ・ボ
ー
ズ
な
物
語
〜（
家
康
公
と
存
応
上
人
）

残
暑
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
、十
月
二
十
三
日（
土
）に
は
、宇
高
良
哲
先
生
を
講
師
と
し
て
お
招
き
す
る
文
化

講
演
会
が
ご
ざ
い
ま
す
。宇
高
先
生
と
い
え
ば
、『
梅
窓
院
史
』を
執
筆
い
た
だ
き
、浄
土

宗
を
代
表
す
る
史
学
の
大
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。

テ
ー
マ
は「
梅
窓
院
開
山
観
智
国
師
源
誉
存
応
上
人
に
つ
い
て
」で
す
が
、「
観
智
国
師

源
誉
存
応
上
人
」（
以
下
存
応
上
人
）と
は
ど
ん
な
ご
僧
侶
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。ご
く

簡
単
に
い
え
ば
、三
河
か
ら
江
戸
に
国
替
え
に
な
っ
た
徳
川
家
康
公
と
蜜
月
に
な
り
、増

上
寺
を
徳
川
家
の
菩
提
寺
と
し
て
発
展
さ
せ
た
の
が
存
応
上
人
で
す
。家
康
公
が
上
京

し
て
、三
河
か
ら
江
戸
城
に
入
城
さ
れ
る
際
の
存
応
と
の
出
会
い
は
語
り
草
と
な
っ
て
い

ま
す
。（
出
典『
浄
宗
護
国
篇
』）

群
衆
が
家
康
公
を
一
目
見
よ
う
と
詰
め
掛
け
る
中
、家
康
公
が
増
上
寺
門
前
に
通
り

が
か
っ
た
と
き
、突
然
、家
康
公
の
馬
が
進
み
ま
せ
ん
。不
思
議
に
思
っ
た
家
康
公
は
左

右
を
見
回
し
て
、老
僧（
存
応
上
人
）を
見
つ
け
、ど
う
に
も
気
に
な
っ
て
、家
来
に
命
じ

て
、あ
の
老
僧
は
ど
こ
の
寺
の
何
者
か
聞
い
て
こ
さ
せ
ま
す
。存
応
上
人
は
増
上
寺
の

存
応
で
あ
る
と
答
え
る
と
、家
康
公
は
上
人
に
増
上
寺
を
案
内
さ
せ
た
後
、「
今
日
は
か

ら
ず
も
逢
う
こ
と
は
宿
縁（
前
世
か
ら
の
深
い
ご
縁
）」と
仰
っ
て
、明
朝
増
上
寺
で
朝

食
を
と
る
約
束
を
さ
れ
ま
す
。明
朝
、増
上
寺
に
参
詣
さ
れ
た
家
康
公
は
存
応
上
人
へ

仰
い
ま
し
た
。

「
死
は
人
の
世
の
掟
に
し
て
、誰
が
こ
れ
を
免
れ
よ
う
か
。ま
し
て
、武
士
の
自
分
が
心

に
持
つ
べ
き
は
菩
提
の
道（
悟
り
を
求
め
る
道
）で
あ
る
。そ
の
た
め
に
、菩
提
の
道
場
な

く
て
は
あ
る
ま
い
が
、こ
の
増
上
寺
を
そ
の
所
と
し
よ
う
。こ
れ
か
ら
は
存
応
上
人
、私
の

た
め
に
教
化（
教
え
を
説
く
こ
と
）な
さ
い
。こ
の
こ
と
は
大
事
な
の
で
、万
事
を
な
げ

う
っ
て
取
り
組
む
よ
う
に
」

感
動
し
た
存
応
上
人
は
涙
を
流
す
ば
か
り
で
し
た
が
、家
康
公
に
十
念
を
授
与
し
て

正
式
に
師
檀
の
ち
ぎ
り
を
結
び
ま
し
た
。

さ
て
、こ
の
話
を
聞
い
て
思
い
出
す
の
は
、お
釈
迦
様
が
初
め
て
仏
教
を
説
か
れ
た
初

転
法
輪
で
す
。一
緒
に
修
行
し
て
い
た
仲
間
か
ら
、苦
行
を
止
め
た
こ
と
で
堕
落
し
た
と

思
わ
れ
て
い
た
お
釈
迦
様
。し
か
し
、い
ざ
お
釈
迦
様
が
お
で
ま
し
に
な
る
と
、仲
間
達

は
お
み
足
を
洗
っ
て
、も
て
な
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。お
釈
迦
様
は
な

お
の
こ
と
、歴
史
に
残
る
高
僧
に
は
遠
目
に
も
わ
か
る
オ
ー
ラ
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
も
な
く
秋
の
お
彼
岸
を
迎
え
ま
す
。動
画
配
信
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、ご
一
緒
に
お

十
念
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

合
掌

（
法
務
部
／
中
島
真
紹
）

感染予防のため、お席のご用意はございませんが、
お焼香頂けます。
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。
配信開始時間：午前11時～
主催：株式会社ジャパンエキスパートシステム

令和3年度 秋のペット慰霊法要 
ライブ配信 のお知らせ

お彼岸は字のごとく、彼の岸のことです。この
世から三途の川を渡った岸にたとえられます
が、迷いばかりの私たちのいるこの世、此岸に
対し、悟りの世界、浄土という意味でもありま
す。その向こう岸にいるご先祖さまをご供養す
るお彼岸、大切にしたいものです。

秋彼岸とは

お檀家様へお願い
●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。
●9月20日～26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。

塔婆申込み方法
塔婆回向料…1本／7,000円
●同封のハガキにご記入の上、9月15日（水）必着でお申込
み下さい。
●御回向料は、同封の振込用紙で郵便局にてお支払い頂くか、
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。）

LIVE

秋彼岸法要
本年の秋彼岸法要は、檀信徒の皆様にお焼香頂けます。
ご先祖様への大切なご供養にもなりますので、宜しければ本堂へお参り下さい。

感染予防のため、お席のご用意はございません。また、マスクの着用、
手指の消毒・除菌にご協力をお願い申し上げます。
なお、お塔婆は法要後に僧侶にて建てさせて頂きます。
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。
https://www.baisouin.or.jp/

梅窓院ホームページの
QRコード

午後1時～  2階 本堂にて
9月23日（木）
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法
話

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

秋
の
人
生

仏
教
歳
時
風
物
詩（
55
）

5
・
6
・
7
月
の

行
事
報
告

開山忌法要
6月12日（土）

盂蘭盆会法要
7月13日（火）

施餓鬼会法要
5月15日（土）

文
学
者
の
福
原
麟
太
郎
の
随
筆
に

教
え
ら
れ
て
、
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
有
名
な
詩
の一節
を
、
私
は
こ
の
頃

の
生
活
の
モッ
ト
ー
に
し
て
い
る
。

Grow
 old along w

ith m
e!

T
he best is yet to be,

（
我
れ
と
共
に
老
い
よ
、
最
上
の
も
の
は
ま
だ

さ
き
に
あ
る
）

　
と
も
ど
も
に
老
い
て
生
き
て
行
こ
う
で
は

な
い
か
、
人
生
い
ち
ば
ん
よ
い
も
の
は
ま
だ

ま
だ
こ
れ
か
ら
さ
き
に
あ
る
の
だ
よ
―
―
。

人
生
の
秋
と
い
う
が
、
今
の
私
の
現
実
は
す

で
に
人
生
の
冬
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
、

い
や
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
言
葉
に
縋
って

私
は
一
日
一
日
を
生
き
て
行
き
た
い
と
思
う
。

で
き
う
る
な
ら
ば
、
そ
の
一
日
一
日
を
自
分

な
り
に
確
か
な
も
の
と
し
て
、
確
認
し
な
が

ら
生
き
て
行
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
は
今
年
の
秋
を
ど
の
よ
う
に

生
き
て
行
く
か
。
秋
の
秀
句
の
中
か
ら
、

そ
の
お
手
本
で
も
見
つ
け
ら
れ
た
な
ら
ば

…
…
。

此
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥

こ
の
秋
や
ひ
と
り
暮
し
の
塩
の
壺

　
ま
ず
は
松
尾
芭
蕉
の
有
名
な一句
。
元
禄

七
年
九
月
二
十
六
日
の
作
で
、
十
月
十
二
日

の
死
去
を
前
に
し
て
の
老
い
の
衰
え
を
旅
懐

に
託
し
た
も
の
で
あ
る
。
下
五
の「
雲
に
鳥
」

の
孤
影
が
、
そ
の
積
み
重
ね
て
き
た
歳
月
を

強
く
深
く
映
し
て
い
る
。一
方
、
殿
村
菟
絲

子
は
俳
誌
「
万
蕾
」
を
主
宰
し
、
女
性
俳

句
を
高
め
た
人
で
あ
る
が
、
こ
の
句
も
ま
た

下
五
の
「
塩
の
壺
」
が
よ
く
効
い
て
い
て
、

俳
句
に
捧
げ
た
そ
の
真
摯
な
生
き
方
を
収

め
た
孤
心
が
し
っ
か
り
と
置
か
れ
て
い
る
。

天
高
し
身
弱
く
し
て
気
負
ふ
か
な

補
聴
器
を
持
つ
人
秋
を
聴
き
に
け
り

　
木
村
蕪
城
の
句
は
、
秋
天
高
き
に
向
か
っ

て
ひ
と
息
気
負
う
意
気
を
、
中
七
の
「
身

弱
く
し
て
」
と
は
反
対
に
強
く
詠
ん
だ
の
で

あ
る
。
阿
波
野
青
畝
は
、
秋
声
・
秋
の
音

の
風
韻
を
補
聴
器
に
よ
って
老
境
の
人
に
漂

わ
せ
た
の
で
あ
る
。

秋
の
霜
懺
悔
こ
こ
ろ
に
郷
土
ふ
む

や
が
て
く
る
雪
を
思
へ
り
菊
日
和

わ
が
中
に
道
あ
り
て
ゆ
く
秋
の
暮

　
以
上
三
句
は
、
秋
か
ら
や
が
て
訪
れ
る

冬
を
予
感
さ
せ
る
句
趣
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
飯
田
蛇
笏
の
遺
句
集
『
椿
花
集
』
か

ら
拾
っ
た
こ
の
句
は
、
秋
の
霜
を
置
い
た
ふ

る
さ
と
の
土
に
歩
ん
で
き
た
人
生
の
懺
悔
ご

こ
ろ
が
浸
み
わ
た
る
。
阿
部
慧
月
は
、
阿

波
野
青
畝
の「
か
つ
ら
ぎ
」
に
参
加
し
た
が
、

北
海
道
に
生
ま
れ
て
住
ん
だ
人
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
句
の
雪
に
は
殊
更
の
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
野
見

山
朱
鳥
の
句
で
あ
る
。
た
っ
た
十
七
文
字
だ

け
の
句
中
に
、
や
は
り
こ
の
人
の
長
い
人
生

の
道
の
り
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
季

語
と
し
て
の
秋
の
暮
は
、
暮
秋
・
晩
秋
の
意

と
、
秋
夕
・
秋
の
夕
暮
・
秋
の
夕
の
意
の
両

義
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お

く
。

　
さ
て
ブ
ラ
ウ
ニン
グ
の
詩
の
次
の
行
は
、

T
he last of life, for w

hich the first
w
as m

ade.

（
そ
れ
は
い
の
ち
の
終
わ
り
で
あ
る
、
い
の
ち
の

始
ま
り
は
そ
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
）

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
最
上
の
も
の
、
い

ち
ば
ん
よ
い
も
の
と
は
、
人
生
の
最
後
、
死

の
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か

に
人
生
の
最
初
、
生
ま
れ
る
こ
と
は
、
死
ぬ

こ
と
に
導
か
れ
て
行
く
も
の
に
は
ち
が
い
な

い
。
そ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
わ
き
ま
え
な

が
ら
、私
は
や
は
り
、い
ち
ば
ん
よ
い
も
の
は
、

い
ち
ば
ん
よ
い
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か

ら
さ
き
に
、
し
か
も
ず
う
っ
と
さ
き
に
、
き
っ

と
か
な
ら
ず
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
思
い
決
め

て
、一
日
一
日
を
歩
ん
で
行
き
た
い
。
そ
し
て
、

see all nor be afraid （
全
体
を
見
て
、

恐
れ
る
な
か
れ
）
と
い
う
詩
の
諭
し
に
従
っ

て
生
き
て
行
き
た
い
。

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

（
芭
蕉
）

（
蕪
城
）

（
青
畝
）

（
蛇
笏
）

（
慧
月
）

（
朱
鳥
）

（
菟
絲
子
）

英

と
の
む
ら

や
ま
あ
す

さ
と

か

の

み

と

し

こ

ば
ん
ら
い

し
ん

あ

べ
け
い
げ
つ

こ
の
あ
き

す
が

か きし

し がん

し
ょ

た
も

お
っ
し
ゃ

て
ん
ぼ
う
り
ん

だ
か
よ
し
あ
き

う

じ
ょ
う
し
ゅ
う

ご
こ
く
へ
ん

か
い
さ
ん
か
ん
ち
こ
く
し

よ

げ
ん

ぞ
ん
の
う
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梅
窓
院
が
い
つ
ど
う
や
っ
て
創
建
さ
れ
た
の
か
、秋
の

文
化
講
演
会
は
梅
窓
院
を
開
い
た
観
智
国
師
と
い
う
僧

侶
に
焦
点
を
あ
て
ま
す
。講
演
者
で
あ
る『
梅
窓
院
史
』

を
執
筆
し
て
頂
い
た
歴
史
学
者
・
宇
高
良
哲
先
生
を
訪

ね
、埼
玉
県
上
尾
市
の
お
寺
に
お
話
を
伺
い
に
行
き
ま

し
た
。

宇
高
良
哲
先
生
が
生
ま
れ
育
ち
、先
代
住
職
を
務
め
ら
れ

た
十
連
寺
は
、上
野
駅
か
ら
電
車
で
約
35
分
の
上
尾
駅
を
最

寄
り
と
す
る
お
寺
で
す
。

「
田
舎
の
お
寺
で
檀
家
数
も
少
な
か
っ
た
こ
と
、巣
鴨
の
大

正
大
学
に
お
よ
そ
1
時
間
で
通
え
た
こ
と
、こ
う
し
た
諸
条

件
が
重
な
っ
て
、学
者
と
し
て
生
涯
勉
強
を
続
け
る
こ
と
が

で
き
て
い
ま
す
」と
先
生
。

宇
高
先
生
は
5
人
姉
弟
の
真
ん
中
、た
だ
1
人
の
男
の

子
。十
連
寺
の
後
継
者
と
し
て
浄
土
宗
僧
侶
の
資
格
を
取
れ

る
大
正
大
学
へ
入
学
し
、史
学（
日
本
史
学
）を
専
攻
さ
れ
ま

し
た
。高
校
時
代
か
ら
卓
球
の
選
手
だ
っ
た
た
め
、同
競
技
の

強
豪
校
で
知
ら
れ
る
大
正
大
学
で
も
、入
学
早
々
の
1
年
生

か
ら
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
大
会
出
場
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
の
1
年
生
の
時
に
史
学
の
　
　教
授
か
ら
声
を
掛
け
ら

れ
、京
都
の
真
言
宗
寺
院
・
東
寺
の
史
料
整
理
の
一
員
に
選

ば
れ
ま
し
た
。東
寺
で
は
当
時
教
務
部
の
要
職
に
あ
ら
れ
た

　
　先
生
の
特
別
な
配
慮
で
一
山
内
の
宝
菩
提
院
の
三
密
蔵

の
史
料
調
査
が
、大
正
大
学
に
依
頼
さ
れ
た
の
で
す
。そ
し
て

蔵
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
木
箱
約
2
0
0
箱
の
史
料
、古
文
書

や
書
簡
な
ど
、白
文（
漢
字
だ
け
の
文
）を
読
み
込
む
作
業
に

大
正
大
学
史
学
科
が
携
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

卓
球
の
練
習
、僧
侶
養
成
の
授
業
や
実
践
、そ
し
て
京
都
で

の
史
料
整
理
と
大
変
忙
し
い
日
々
が
2
年
過
ぎ
た
あ
る
時
、

宇
高
先
生
は「
卓
球
よ
り
勉
強
の
方
が
面
白
い
な
。古
文
書

八角堂を背景に優しく微笑む宇高良哲先生

観智国師の絵像（芝・天光院所蔵）。

敢えて木目を活かすため無垢で
仕上げた阿弥陀堂。

「
梅
窓
院
開
山 

観
智
国
師
源
誉
存
応
上
人
」

講
演
者・宇
高
良
哲
先
生
を
訪
ね
て

を
ス
ム
ー
ズ
に
読
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
、自
分
な
ら
で
は
の
研

究
世
界
が
作
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」と
思
っ
た
そ
う
で
す
。以

来
、60
年
以
上
に
わ
た
り
史
料
と
向
き
合
う
日
々
を
続
け
ら

れ
て
い
ま
す
。出
版
し
た
本
を
積
み
上
げ
る
と
、優
に
ご
自
身

の
背
丈
は
超
え
て
し
ま
う
そ
う
で
す
。

「
史
料
整
理
に
取
り
掛
か
る
時
、教
授
か
ら『
君
た
ち
は
宝

石
商
の
小
僧
と
一
緒
、良
い
史
料
を
と
に
か
く
多
く
読
み
な

さ
い
』と
言
わ
れ
ま
し
た
。真
言
宗
の
名
刹
、東
寺
に
残
る
史

料
で
す
か
ら
、ま
さ
に
一
級
品
。こ
の
史
料
整
理
の
お
か
げ
で

古
文
書
へ
の
感
覚
や
感
性
が
養
わ
れ
ま
し
た
」。

こ
う
し
て
学
問
で
身
を
立
て
る
こ
と
を
決
意
す
る
と
、浄

土
宗
の
有
力
寺
院
に
カ
メ
ラ
1
台
だ
け
を
持
っ
て
訪
問
し
、

史
料
を
見
せ
て
も
ら
う
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
取
り
掛
か
ら

れ
ま
し
た
。最
初
は
若
か
っ
た
た
め
怪
し
ま
れ
た
も
の
の
、住

職
が
読
め
な
い
史
料
を
解
読
し
、翻
訳
も
さ
れ
て
い
た
た
め
、

「
読
め
な
か
っ
た
史
料
を
読
ん
で
く
れ
る
上
に
、色
々
教
え
て

く
れ
る
」と
の
話
が
広
が
り
、む
し
ろ
歓
迎
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。以
来
、現
在
ま
で
浄
土
宗
に
限
る
こ
と
な

く
各
種
史
料
を
現
代
語
に
訳
し
、寺
院
や
後
学
の
者
に
と
っ

て
の
貴
重
な
手
引
き
と
な
る
浄
土
宗
内
唯
一
無
二
の
歴
史
学

者
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。

さ
て
、そ
の
歴
史
学
で
学
ん
だ
も
の
は
…
…
。

「
歴
史
を
学
ぶ
と
、社
会
の
大
き
な
流
れ
を
見
誤
ら
な
い
よ

う
に
な
り
ま
す
。私
は
寺
院
の
歴
史
を
学
ぶ
中
で
、檀
信
徒
に

限
ら
ず
不
特
定
多
数
を
相
手
に
す
る
寺
院
活
動
が
こ
れ
か
ら

は
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
、十
連
寺
を
地
域
へ
開
か

れ
た
寺
院
に
し
よ
う
と
心
掛
け
て
き
ま
し
た
」。

こ
の「
世
の
中
の
流
れ
を
読
む
と
い
う
点
」で
は
、今
回
お

話
し
頂
く
観
智
国
師
も
ま
さ
に
優
れ
た
洞
察
力
と
先
見
力

を
持
つ
名
僧
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

観
智
国
師
は
、関
東
を
拠
点
に
し
て
、全
国
の
寺
院
を
庶

民
統
治
の
窓
口
と
す
る
徳
川
家
康
公
の
政
策
を
理
解
し
、同

時
に
そ
の
寺
院
を
預
か
る
僧
侶
の
養
成
シ
ス
テ
ム（
檀
林
制

度
）を
作
る
理
想
に
協
力
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
し
て
、

増
上
寺
と
浄
土
宗
に
万
全
の
協
力
体
制
を
敷
い
た
の
で
す
。

ま
さ
に
、機
を
見
る
に
敏
な
指
導
者
だ
っ
た
と
い
う
訳
で
す
。

宇
高
先
生
の
ご
専
門
は
、こ
の
江
戸
時
代
初
期
の
仏
教
教

団
で
、そ
れ
ら
の
理
解
を
広
め
る
た
め
に
今
も
精
力
的
に
活

動
さ
れ
て
い
ま
す
。秋
の
文
化
講
演
会
は
、浄
土
宗
の
現
在
の

基
盤
を
作
り
上
げ
、大
き
な
功
績
を
残
し
た
観
智
国
師
を
紐

解
く
と
て
も
興
味
深
い
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。皆
様
の
ご
参

加
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

1
9
4
2（
昭
和
17
）年
　埼
玉
県
生
ま
れ

1
9
6
4（
昭
和
39
）年
　大
正
大
学 

文
学
部 

史
学
科 

卒
業

1
9
6
9（
昭
和
44
）年
　同
大
学
院
博
士
課
程
修
了

1
9
8
8（
昭
和
63
）年
　大
正
大
学 

文
学
部 

教
授

1
9
9
7（
平
成
9
）年
　三
康
文
化
研
究
所
研
究
員

2
0
0
3（
平
成
15
）年
　大
正
大
学 

文
学
部
長

2
0
1
2（
平
成
24
）年
　大
正
大
学 

名
誉
教
授
　文
学
博
士

1
9
7
9（
昭
和
54
）年
　『江
戸
浄
土
宗
寺
院
寺
誌
史
料
集
成
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　大
東
出
版
社

1
9
8
2（
昭
和
57
）年
　『関
東
浄
土
宗
檀
林
古
文
書
選
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
洋
文
化
出
版

1
9
9
9（
平
成
11
）年
　『近
世
関
東
仏
教
教
団
史
の
研
究
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　文
化
書
院

2
0
0
4（
平
成
16
）年
　『梅
窓
院
史
』発
行

2
0
0
9（
平
成
21
）年
　『観
智
国
師
存
応
上
人
伝
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　文
化
書
院
刊

2
0
1
5（
平
成
27
）年
　『近
世
浄
土
宗
史
の
研
究
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　青
史
出
版

2
0
1
7（
平
成
29
）年
　『十
連
寺
の
歴
史
と
文
化
』 

発
行

2
0
2
1（
令
和
3
）年
　『近
世
初
期
浄
土
宗
の
群
像
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　青
史
出
版

宇
高
良
哲
先
生
の
主
な
著
書

宇
高
良
哲
先
生 

略
歴

　観
智
国
師（
源
誉
存
応
上
人
）は
1
5
4
4（
天
文
13
）

年
に
武
蔵
国
の
由
木（
八
王
子
）に
生
ま
れ
、1
6
2
0

（
元
和
6
）年
、増
上
寺
で
77
歳
の
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。

1
5
8
4（
天
正
12
）年
に
増
上
寺
12
世
住
職
と
な
り
、

後
陽
成
天
皇
か
ら
紫
衣
の
勅
許
を
得
、家
康
の
斡
旋
に

よ
り
国
師
号
も
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

干
菜
山
光
明
院
十
連
寺

　1
3
9
4（
応
永
元
）年
、念
誉
上
人
を
開
山
と

し
て
建
立
さ
れ
る
。1
6
1
3（
慶
長
18
）年
に
徳

川
家
康
公
が
鷹
狩
り
で
こ
の
地（
今
泉
村
）を
訪

れ
、軒
下
に
菜
を
十
連
ほ
ど
干
し
て
い
た
こ
と
か

ら
命
名
し
た（
寺
伝
よ
り
）。徳
川
家
康
書
状
、朱

印
状
な
ど
を
蔵
し
て
い
る
。四
季
折
々
の
植
物
が

楽
し
め
、地
元
住
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

　前
住
職
は
37
世
の
宇
高
良
哲
先
生
。38
世
、
　

　
　
　住
職
は
良
哲
先
生
の
ご
長
男
で
あ
る
。

物腰柔らかな温かい雰
囲気が素敵な十連寺
の　　　　住職。

閻魔様など十王を祀る八角十王堂。

十連寺由緒 観
智
国
師
と
は

10
月
23
日（
土
）秋
の
文
化
講
演
会

ほ
し
な
さ
ん
こ
う
み
ょ
う
い
ん
じ
ゅ
う
れ
ん
じ

か
ん

か
い

さ
ん

こ
く

げ
ん

ぞ
ん

の
う

に
ん

し
ょ
う

よ

し

ち

う

だ
か

よ
し

あ
き
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梅
窓
院
が
い
つ
ど
う
や
っ
て
創
建
さ
れ
た
の
か
、秋
の

文
化
講
演
会
は
梅
窓
院
を
開
い
た
観
智
国
師
と
い
う
僧

侶
に
焦
点
を
あ
て
ま
す
。講
演
者
で
あ
る『
梅
窓
院
史
』

を
執
筆
し
て
頂
い
た
歴
史
学
者
・
宇
高
良
哲
先
生
を
訪

ね
、埼
玉
県
上
尾
市
の
お
寺
に
お
話
を
伺
い
に
行
き
ま

し
た
。

宇
高
良
哲
先
生
が
生
ま
れ
育
ち
、先
代
住
職
を
務
め
ら
れ

た
十
連
寺
は
、上
野
駅
か
ら
電
車
で
約
35
分
の
上
尾
駅
を
最

寄
り
と
す
る
お
寺
で
す
。

「
田
舎
の
お
寺
で
檀
家
数
も
少
な
か
っ
た
こ
と
、巣
鴨
の
大

正
大
学
に
お
よ
そ
1
時
間
で
通
え
た
こ
と
、こ
う
し
た
諸
条

件
が
重
な
っ
て
、学
者
と
し
て
生
涯
勉
強
を
続
け
る
こ
と
が

で
き
て
い
ま
す
」と
先
生
。

宇
高
先
生
は
5
人
姉
弟
の
真
ん
中
、た
だ
1
人
の
男
の

子
。十
連
寺
の
後
継
者
と
し
て
浄
土
宗
僧
侶
の
資
格
を
取
れ

る
大
正
大
学
へ
入
学
し
、史
学（
日
本
史
学
）を
専
攻
さ
れ
ま

し
た
。高
校
時
代
か
ら
卓
球
の
選
手
だ
っ
た
た
め
、同
競
技
の

強
豪
校
で
知
ら
れ
る
大
正
大
学
で
も
、入
学
早
々
の
1
年
生

か
ら
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
大
会
出
場
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
の
1
年
生
の
時
に
史
学
の
　
　教
授
か
ら
声
を
掛
け
ら

れ
、京
都
の
真
言
宗
寺
院
・
東
寺
の
史
料
整
理
の
一
員
に
選

ば
れ
ま
し
た
。東
寺
で
は
当
時
教
務
部
の
要
職
に
あ
ら
れ
た

　
　先
生
の
特
別
な
配
慮
で
一
山
内
の
宝
菩
提
院
の
三
密
蔵

の
史
料
調
査
が
、大
正
大
学
に
依
頼
さ
れ
た
の
で
す
。そ
し
て

蔵
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
木
箱
約
2
0
0
箱
の
史
料
、古
文
書

や
書
簡
な
ど
、白
文（
漢
字
だ
け
の
文
）を
読
み
込
む
作
業
に

大
正
大
学
史
学
科
が
携
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

卓
球
の
練
習
、僧
侶
養
成
の
授
業
や
実
践
、そ
し
て
京
都
で

の
史
料
整
理
と
大
変
忙
し
い
日
々
が
2
年
過
ぎ
た
あ
る
時
、

宇
高
先
生
は「
卓
球
よ
り
勉
強
の
方
が
面
白
い
な
。古
文
書

八角堂を背景に優しく微笑む宇高良哲先生

観智国師の絵像（芝・天光院所蔵）。

敢えて木目を活かすため無垢で
仕上げた阿弥陀堂。

「
梅
窓
院
開
山 

観
智
国
師
源
誉
存
応
上
人
」

講
演
者・宇
高
良
哲
先
生
を
訪
ね
て

を
ス
ム
ー
ズ
に
読
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
、自
分
な
ら
で
は
の
研

究
世
界
が
作
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」と
思
っ
た
そ
う
で
す
。以

来
、60
年
以
上
に
わ
た
り
史
料
と
向
き
合
う
日
々
を
続
け
ら

れ
て
い
ま
す
。出
版
し
た
本
を
積
み
上
げ
る
と
、優
に
ご
自
身

の
背
丈
は
超
え
て
し
ま
う
そ
う
で
す
。

「
史
料
整
理
に
取
り
掛
か
る
時
、教
授
か
ら『
君
た
ち
は
宝

石
商
の
小
僧
と
一
緒
、良
い
史
料
を
と
に
か
く
多
く
読
み
な

さ
い
』と
言
わ
れ
ま
し
た
。真
言
宗
の
名
刹
、東
寺
に
残
る
史

料
で
す
か
ら
、ま
さ
に
一
級
品
。こ
の
史
料
整
理
の
お
か
げ
で

古
文
書
へ
の
感
覚
や
感
性
が
養
わ
れ
ま
し
た
」。

こ
う
し
て
学
問
で
身
を
立
て
る
こ
と
を
決
意
す
る
と
、浄

土
宗
の
有
力
寺
院
に
カ
メ
ラ
1
台
だ
け
を
持
っ
て
訪
問
し
、

史
料
を
見
せ
て
も
ら
う
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
取
り
掛
か
ら

れ
ま
し
た
。最
初
は
若
か
っ
た
た
め
怪
し
ま
れ
た
も
の
の
、住

職
が
読
め
な
い
史
料
を
解
読
し
、翻
訳
も
さ
れ
て
い
た
た
め
、

「
読
め
な
か
っ
た
史
料
を
読
ん
で
く
れ
る
上
に
、色
々
教
え
て

く
れ
る
」と
の
話
が
広
が
り
、む
し
ろ
歓
迎
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。以
来
、現
在
ま
で
浄
土
宗
に
限
る
こ
と
な

く
各
種
史
料
を
現
代
語
に
訳
し
、寺
院
や
後
学
の
者
に
と
っ

て
の
貴
重
な
手
引
き
と
な
る
浄
土
宗
内
唯
一
無
二
の
歴
史
学

者
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。

さ
て
、そ
の
歴
史
学
で
学
ん
だ
も
の
は
…
…
。

「
歴
史
を
学
ぶ
と
、社
会
の
大
き
な
流
れ
を
見
誤
ら
な
い
よ

う
に
な
り
ま
す
。私
は
寺
院
の
歴
史
を
学
ぶ
中
で
、檀
信
徒
に

限
ら
ず
不
特
定
多
数
を
相
手
に
す
る
寺
院
活
動
が
こ
れ
か
ら

は
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
、十
連
寺
を
地
域
へ
開
か

れ
た
寺
院
に
し
よ
う
と
心
掛
け
て
き
ま
し
た
」。

こ
の「
世
の
中
の
流
れ
を
読
む
と
い
う
点
」で
は
、今
回
お

話
し
頂
く
観
智
国
師
も
ま
さ
に
優
れ
た
洞
察
力
と
先
見
力

を
持
つ
名
僧
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

観
智
国
師
は
、関
東
を
拠
点
に
し
て
、全
国
の
寺
院
を
庶

民
統
治
の
窓
口
と
す
る
徳
川
家
康
公
の
政
策
を
理
解
し
、同

時
に
そ
の
寺
院
を
預
か
る
僧
侶
の
養
成
シ
ス
テ
ム（
檀
林
制

度
）を
作
る
理
想
に
協
力
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
し
て
、

増
上
寺
と
浄
土
宗
に
万
全
の
協
力
体
制
を
敷
い
た
の
で
す
。

ま
さ
に
、機
を
見
る
に
敏
な
指
導
者
だ
っ
た
と
い
う
訳
で
す
。

宇
高
先
生
の
ご
専
門
は
、こ
の
江
戸
時
代
初
期
の
仏
教
教

団
で
、そ
れ
ら
の
理
解
を
広
め
る
た
め
に
今
も
精
力
的
に
活

動
さ
れ
て
い
ま
す
。秋
の
文
化
講
演
会
は
、浄
土
宗
の
現
在
の

基
盤
を
作
り
上
げ
、大
き
な
功
績
を
残
し
た
観
智
国
師
を
紐

解
く
と
て
も
興
味
深
い
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。皆
様
の
ご
参

加
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

1
9
4
2（
昭
和
17
）年
　埼
玉
県
生
ま
れ

1
9
6
4（
昭
和
39
）年
　大
正
大
学 

文
学
部 

史
学
科 

卒
業

1
9
6
9（
昭
和
44
）年
　同
大
学
院
博
士
課
程
修
了

1
9
8
8（
昭
和
63
）年
　大
正
大
学 

文
学
部 

教
授

1
9
9
7（
平
成
9
）年
　三
康
文
化
研
究
所
研
究
員

2
0
0
3（
平
成
15
）年
　大
正
大
学 

文
学
部
長

2
0
1
2（
平
成
24
）年
　大
正
大
学 

名
誉
教
授
　文
学
博
士

1
9
7
9（
昭
和
54
）年
　『江
戸
浄
土
宗
寺
院
寺
誌
史
料
集
成
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　大
東
出
版
社

1
9
8
2（
昭
和
57
）年
　『関
東
浄
土
宗
檀
林
古
文
書
選
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
洋
文
化
出
版

1
9
9
9（
平
成
11
）年
　『近
世
関
東
仏
教
教
団
史
の
研
究
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　文
化
書
院

2
0
0
4（
平
成
16
）年
　『梅
窓
院
史
』発
行

2
0
0
9（
平
成
21
）年
　『観
智
国
師
存
応
上
人
伝
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　文
化
書
院
刊

2
0
1
5（
平
成
27
）年
　『近
世
浄
土
宗
史
の
研
究
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　青
史
出
版

2
0
1
7（
平
成
29
）年
　『十
連
寺
の
歴
史
と
文
化
』 

発
行

2
0
2
1（
令
和
3
）年
　『近
世
初
期
浄
土
宗
の
群
像
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　青
史
出
版

宇
高
良
哲
先
生
の
主
な
著
書

宇
高
良
哲
先
生 

略
歴

　観
智
国
師（
源
誉
存
応
上
人
）は
1
5
4
4（
天
文
13
）

年
に
武
蔵
国
の
由
木（
八
王
子
）に
生
ま
れ
、1
6
2
0

（
元
和
6
）年
、増
上
寺
で
77
歳
の
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。

1
5
8
4（
天
正
12
）年
に
増
上
寺
12
世
住
職
と
な
り
、

後
陽
成
天
皇
か
ら
紫
衣
の
勅
許
を
得
、家
康
の
斡
旋
に

よ
り
国
師
号
も
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

干
菜
山
光
明
院
十
連
寺

　1
3
9
4（
応
永
元
）年
、念
誉
上
人
を
開
山
と

し
て
建
立
さ
れ
る
。1
6
1
3（
慶
長
18
）年
に
徳

川
家
康
公
が
鷹
狩
り
で
こ
の
地（
今
泉
村
）を
訪

れ
、軒
下
に
菜
を
十
連
ほ
ど
干
し
て
い
た
こ
と
か

ら
命
名
し
た（
寺
伝
よ
り
）。徳
川
家
康
書
状
、朱

印
状
な
ど
を
蔵
し
て
い
る
。四
季
折
々
の
植
物
が

楽
し
め
、地
元
住
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

　前
住
職
は
37
世
の
宇
高
良
哲
先
生
。38
世
、
　

　
　
　住
職
は
良
哲
先
生
の
ご
長
男
で
あ
る
。

物腰柔らかな温かい雰
囲気が素敵な十連寺
の　　　　住職。

閻魔様など十王を祀る八角十王堂。

十連寺由緒 観
智
国
師
と
は

10
月
23
日（
土
）秋
の
文
化
講
演
会

ほ
し
な
さ
ん
こ
う
み
ょ
う
い
ん
じ
ゅ
う
れ
ん
じ

か
ん

か
い

さ
ん

こ
く

げ
ん

ぞ
ん

の
う

に
ん

し
ょ
う

よ

し

ち

う

だ
か

よ
し

あ
き



梅窓院通信 No.1147

今年の夏も京都の友人から水茄
子の糠漬けが届いた。その名の通
り水分たっぷりの水茄子の漬物は、
ノドが渇いたときに食べるとノドの
渇きがいやされ、体まで潤うような
気持ちになる。
茄子は漬けてよし、煮てよし、焼
いてよしで、夢占いにも「一富士、
二鷹、三茄子」とあって大吉とされ
る。また、きのこ料理・ふぐ料理の場
合、いっしょに煮ると毒消しになる
といわれている。
茄子は夏から秋が旬ですが、とく
に秋茄子は種子が少なく実が締
まっていて美味しい。「飲食事典」
には、俗に「秋茄子は嫁に食わす
な」というのは、「秋茄子　ワササ
の粕に漬けまぜて、嫁にはくれじ棚
に置くとも」から出たので、嫁を憎
む姑気質から出た言葉ではなく、
『養生編』に「茄子は性寒利、多食
すれば必ず腹痛下痢す、女人はよ
く子宮を傷なう」とあるなどから、
むしろ嫁をいたわる老婆心とも解
される」とある。要は過食の戒めで
あり、種子の少なくなることはそれ
だけ茄子を美味にする所以であ
る。ワササは早酒の意味なので、鎌
倉時代すでに粕漬けにしていたこ
とがわかる。
漢方では、茄子は瘀血（生理的に
不要な血液の停滞）を除く働きが
あり、生理痛や生理不順などを除去
してくれる貴重な食べ物である。乱
切りにして水にとり、アク抜きした茄
子をニンニクのみじん切りと一緒に
ごま油で炒め、みそ、みりんで味を
調え、火を止めてから、細切りした青
じそをたっぷり混ぜると、簡単でお
いしい小鉢料理の出来上がりです。

食
養
研
究
家

武 

鈴
子

血
液
を
浄
化
す
る「
な
す
」

青 山 散 歩 道

次回は「秋の季語」でご自由にお詠み下さい。10月22日（金）を締切り、
令和4年1月発送の『新年号』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。皆さまの投句をお待ちしております。

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

投句募集 ｢やぶれ傘｣会員募集

第
八
十
四
回

◎
特
選

™
鯰
だ
け
動
く
床
屋
の
昼
下
り

 

◎
入
選

™
始
発
バ
ス
の
椅
子
ひ
ん
や
り
と
走
り
梅
雨
 

™
時
が
来
た
雲
丹
を
求
め
て
積
丹
へ
 

™
初
恋
の
味
し
み
わ
た
る
レ
モ
ン
水
 

™
風
に
鳴
る
風
鈴
の
朝
き
た
り
け
り
 

™
七
夕
の
短
冊
は
揺
れ
君
恋
し
 

™
雨
近
し
風
鈴
窓
の
内
に
吊
り
 

™
水
滴
を
ま
と
ひ
輝
く
苺
た
ち
 

™
川
隔
て
ひ
ま
は
り
の
咲
く
ひ
と
と
こ
ろ
 

™
風
が
出
て
た
う
も
ろ
こ
し
の
花
ゆ
ら
す
 

◎
選
者
詠

™
つ
と
川
を
離
れ
て
空
へ
夏
つ
ば
め
 

大
崎    

紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

　歳
時
記
を
開
い
て
季
語
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
と
き
、ひ
と
つ
の
季
語
に
い
く

つ
か
の
傍
題
が
あ
る
こ
と
を
よ
く
目
に
し
ま
す
。わ
た
し
の
場
合
、俳
句
を
や
ら

な
い
人
で
も
よ
く
知
っ
て
い
る
言
葉
、た
と
え
ば「
ひ
ま
わ
り
」は「
ひ
ま
わ
り
」と

し
て
詠
み
ま
す
が
、時
に
傍
題
を
よ
く
使
う
人
が
い
ま
す
。「
ひ
ま
わ
り
」の
傍
題

は「
日
車
」「
日
輪
草
」「
天
蓋
花
」と
か
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、多
く
の
人
は「
な

に
？
」と
思
う
は
ず
で
、一
般
的
で
は
な
い
傍
題
を
使
う
の
に
は
気
を
つ
け
た
方

が
い
い
、と
考
え
て
い
ま
す
。

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』

編
集
長

大
崎 
紀
夫

日
本
料
理 

僖
成

　
　
今
号
よ
り「
青
山
散
歩
道
」を
再
開
し
、

梅
窓
院
参
道
横
に
あ
る「
日
本
料
理 

僖
成
」を

ご
紹
介
致
し
ま
す
。旧
店
名
は「
暗
闇
坂 

宮
下

青
山
店
」で
、2
0
0
4
年
に
も
本
コ
ー
ナ
ー
に

て
紹
介
致
し
ま

し
た
。

　
竹
並
木
に
ひっ

そ
り
佇
む
隠
れ
家

の
よ
う
な
デ
ザ
イ

ン
は
、世
界
的
建

築
家・隈
研
吾
氏

が
手
掛
け
た
も
の
。

木
の
温
も
り
と
モ

ダ
ン
な
雰
囲
気
が
調
和
し
て
お
り
、店
内
に
い
る

間
は
都
会
の
喧
噪
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
お
店
の
お
す
す
め
ラ
ン
チ
は
季
節
の
味
覚
を

余
す
こ
と
な
く
楽
し
め
る「
僖
成
膳
」。四
季
そ

れ
ぞ
れ
の
野
菜
や
魚
を
味
わ
え
ま
す
。主
な
材

料
は
島
根
県・長
崎
県
な
ど
の
生
産
者
か
ら
直

接
仕
入
れ
る
ほ
ど
こ
だ
わって
お
り
、繊
細
な
風

味
と
旬
の
素
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
活
か
し
た
ま
さ

に「
伝
統
的
和
食
」を
楽
し
め
ま
す
。

　
も
う
一
品「
せ
い
ろ
蒸
し
膳
」を
ご
紹
介
致
し

ま
す
。時
期
に
よ
っ
て
一
番
美
味
し
い
国
産
米

を
使
用
し
て
い
る
同
店
な
ら
で
は
の
ご
飯
に
、牛

肉・穴
子・蟹・鮑
の
全
4
種
の
具
か
ら
一
つ
選
べ

ま
す
。

　
梅
窓
院
の
お
隣
に
あ
る
隠
れ
た
名
店
で
、美

味
し
い
日
本
料
理
に
舌
鼓
を
打
ち
な
が
ら
、ゆっ

た
り
と
し
た
ひ
と

時
を
お
過
ご
し
下

さ
い
。

短縮営業時間／ランチ 11:30～15:00（L.O 14:00）
 ディナー 17:00～20:00（L.O 19:00）
定休日／日曜・祝日
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、店舗の営
業時間や提供内容が一時的に変更・休止となる
場合がございます。最新情報は店舗まで直接お問
い合わせ下さい。
席数／28席　※個室は2名よりご利用可能です。
住所／東京都港区南青山2-24-8 BY-CUBE 1F
TEL／03-5785-2431

僖成膳3,300円
四季に合った野菜や魚を
味わえる、定番のおすすめ
ランチ。

せいろ蒸し膳 2,750 円～
ふっくらしたご飯と厳選素材
（全4種）の相性は最高です。

き

な
り

き
な
り

「青山散歩道」コーナーにて掲載にご協力頂ける飲食店を募集しております。詳しくは8面をご覧下さい。

梅窓院
受付

★

日本料理 僖成
（BY-CUBE 1F）

銀座線　外苑前1b出口

至 赤坂 至 渋谷

参

　道

↑

　青
山
墓
地

静けさを感じる和の空間では、心穏やかに
四季折々のお食事を楽しめます。

飲食店を経営されているお檀家様へ

代
表
取
締
役

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

有
限
会
社

真
壁
石
材
セ
ン
タ
ー

梅窓院通信 No.114 6工場では職人達が世界各国の石を加工している。

会社入口で微笑む　　　代表取締役と中島住職。

〒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

優しい笑顔が素敵な
　　　代表取締役。

ひ
ぐ
る
ま

お けつ

　大きなお墓から小さな個人墓まで、梅窓院には色々
な種類のお墓があります。その墓石を取扱われている
のが、茨城県の桜川市真壁町で創業された有限会社
真壁石材センター。今号はその真壁町にある工場を
訪れました。

◆本日はよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　本日は遠く筑
波山の麓まで、ありがとうございます。
◆会社はここ真壁町と南青山（マーブル商事株式会
社）にありますが、せっかくですから原石や工場を拝
見したかったので真壁町を訪れました。
　　　　そうですね、梅窓院さんで見る石はすでに墓
石や墓所付属の完成品になっていますからね。
◆お父様が創業者と伺っていますが。
　　　　はい。父は変わった経歴で、最初は省庁に籍
を置いていたのですが、業界紙の記者となり、取材を
続けているうちにご縁があって、岐阜の石材会社に入
社しました。その後、独立して真壁石材センターを創業
しました。昭和48年のことですね。
◆お役人から記者、会社員、そして創業者ですか。
凄い経歴ですね。　　　さんは最初からお父様の会
社に入られたのですか。
　　　　いいえ。私は総合商社に入社して、駐在に出
る直前に父の具合が悪くなり、後を継ぎました。31歳の
時です。
◆それも大きな方向転換ですね。
　　　　そうですね。元々一生商社で働くつもりでおり
ましたので、妻は描いていた未来図を書き換えられて
当初は戸惑っていたようです。
◆真壁町は関東では有名な石の産地ですね。
　　　　はい、御影石の日本三大産地の1つです。か
つては石屋さん……つまり原石を加工する会社が
2000社ありました。とはいえ、農家が農閑期に石を加工
する会社も含めてですが。
◆農家が石屋さんですか！
　　　　単刀直入にいえば儲かったからです。です
が今は150社と1割以下に、また国有地の山からの採
掘権を持つ会社も15社から5社に減っています。
◆いわゆる従来の、たくさん墓石を使うお墓が変化
したからですか。
　　　　その通りです。そして人件費の安い中国で加
工した方が往復の運賃を入れても安くなるのです。

◆そうなのですか。
　　　　ですから、ここ真壁町の工場でも加工は一部
に限られるようになっています。
◆工場と道路を挟んで、多くの大きな石が置いてあ
りますが。
　　　　世界から取り寄せた石が並んでいます。イン
ド、ノルウェー、スウェーデン、南アフリカ、中国と世界各
地からです。
◆本当に世界中の色々な石がありますね。ところで
梅窓院とのご縁は何がきっかけでしょう。
　　　　中島住職は石への関心が高く、世界各地へ
実際に石を見に行かれています。その一環で住職が
中国へ行かれた時に、梅窓院さんへ石を卸していた
方から声を掛けられ、ご一緒したのが最初ですね。
◆それからずっとご縁が続いているのですね。
　　　　はい、梅窓院さんは墓苑を整備され、色々な
お墓を作られているので、その仕事を間接的に当社が
関わらせて頂いています。いつも大変お世話になって
います。
◆そうだったのですね。これからもよろしくお願い致
します。ありがとうございました。

のう かん き
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今年の夏も京都の友人から水茄
子の糠漬けが届いた。その名の通
り水分たっぷりの水茄子の漬物は、
ノドが渇いたときに食べるとノドの
渇きがいやされ、体まで潤うような
気持ちになる。
茄子は漬けてよし、煮てよし、焼
いてよしで、夢占いにも「一富士、
二鷹、三茄子」とあって大吉とされ
る。また、きのこ料理・ふぐ料理の場
合、いっしょに煮ると毒消しになる
といわれている。
茄子は夏から秋が旬ですが、とく
に秋茄子は種子が少なく実が締
まっていて美味しい。「飲食事典」
には、俗に「秋茄子は嫁に食わす
な」というのは、「秋茄子　ワササ
の粕に漬けまぜて、嫁にはくれじ棚
に置くとも」から出たので、嫁を憎
む姑気質から出た言葉ではなく、
『養生編』に「茄子は性寒利、多食
すれば必ず腹痛下痢す、女人はよ
く子宮を傷なう」とあるなどから、
むしろ嫁をいたわる老婆心とも解
される」とある。要は過食の戒めで
あり、種子の少なくなることはそれ
だけ茄子を美味にする所以であ
る。ワササは早酒の意味なので、鎌
倉時代すでに粕漬けにしていたこ
とがわかる。
漢方では、茄子は瘀血（生理的に
不要な血液の停滞）を除く働きが
あり、生理痛や生理不順などを除去
してくれる貴重な食べ物である。乱
切りにして水にとり、アク抜きした茄
子をニンニクのみじん切りと一緒に
ごま油で炒め、みそ、みりんで味を
調え、火を止めてから、細切りした青
じそをたっぷり混ぜると、簡単でお
いしい小鉢料理の出来上がりです。

食
養
研
究
家

武 

鈴
子

血
液
を
浄
化
す
る「
な
す
」

青 山 散 歩 道

次回は「秋の季語」でご自由にお詠み下さい。10月22日（金）を締切り、
令和4年1月発送の『新年号』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。皆さまの投句をお待ちしております。

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

投句募集 ｢やぶれ傘｣会員募集
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　歳
時
記
を
開
い
て
季
語
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
と
き
、ひ
と
つ
の
季
語
に
い
く

つ
か
の
傍
題
が
あ
る
こ
と
を
よ
く
目
に
し
ま
す
。わ
た
し
の
場
合
、俳
句
を
や
ら

な
い
人
で
も
よ
く
知
っ
て
い
る
言
葉
、た
と
え
ば「
ひ
ま
わ
り
」は「
ひ
ま
わ
り
」と

し
て
詠
み
ま
す
が
、時
に
傍
題
を
よ
く
使
う
人
が
い
ま
す
。「
ひ
ま
わ
り
」の
傍
題

は「
日
車
」「
日
輪
草
」「
天
蓋
花
」と
か
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、多
く
の
人
は「
な

に
？
」と
思
う
は
ず
で
、一
般
的
で
は
な
い
傍
題
を
使
う
の
に
は
気
を
つ
け
た
方

が
い
い
、と
考
え
て
い
ま
す
。

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』

編
集
長

大
崎 

紀
夫

日
本
料
理 

僖
成

　
　
今
号
よ
り「
青
山
散
歩
道
」を
再
開
し
、

梅
窓
院
参
道
横
に
あ
る「
日
本
料
理 

僖
成
」を

ご
紹
介
致
し
ま
す
。旧
店
名
は「
暗
闇
坂 

宮
下

青
山
店
」で
、2
0
0
4
年
に
も
本
コ
ー
ナ
ー
に

て
紹
介
致
し
ま

し
た
。

　
竹
並
木
に
ひっ

そ
り
佇
む
隠
れ
家

の
よ
う
な
デ
ザ
イ

ン
は
、世
界
的
建

築
家・隈
研
吾
氏

が
手
掛
け
た
も
の
。

木
の
温
も
り
と
モ

ダ
ン
な
雰
囲
気
が
調
和
し
て
お
り
、店
内
に
い
る

間
は
都
会
の
喧
噪
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
お
店
の
お
す
す
め
ラ
ン
チ
は
季
節
の
味
覚
を

余
す
こ
と
な
く
楽
し
め
る「
僖
成
膳
」。四
季
そ

れ
ぞ
れ
の
野
菜
や
魚
を
味
わ
え
ま
す
。主
な
材

料
は
島
根
県・長
崎
県
な
ど
の
生
産
者
か
ら
直

接
仕
入
れ
る
ほ
ど
こ
だ
わって
お
り
、繊
細
な
風

味
と
旬
の
素
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
活
か
し
た
ま
さ

に「
伝
統
的
和
食
」を
楽
し
め
ま
す
。

　
も
う
一
品「
せ
い
ろ
蒸
し
膳
」を
ご
紹
介
致
し

ま
す
。時
期
に
よ
っ
て
一
番
美
味
し
い
国
産
米

を
使
用
し
て
い
る
同
店
な
ら
で
は
の
ご
飯
に
、牛

肉・穴
子・蟹・鮑
の
全
4
種
の
具
か
ら
一
つ
選
べ

ま
す
。

　
梅
窓
院
の
お
隣
に
あ
る
隠
れ
た
名
店
で
、美

味
し
い
日
本
料
理
に
舌
鼓
を
打
ち
な
が
ら
、ゆっ

た
り
と
し
た
ひ
と

時
を
お
過
ご
し
下

さ
い
。

短縮営業時間／ランチ 11:30～15:00（L.O 14:00）
 ディナー 17:00～20:00（L.O 19:00）
定休日／日曜・祝日
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、店舗の営
業時間や提供内容が一時的に変更・休止となる
場合がございます。最新情報は店舗まで直接お問
い合わせ下さい。
席数／28席　※個室は2名よりご利用可能です。
住所／東京都港区南青山2-24-8 BY-CUBE 1F
TEL／03-5785-2431

僖成膳3,300円
四季に合った野菜や魚を
味わえる、定番のおすすめ
ランチ。

せいろ蒸し膳 2,750 円～
ふっくらしたご飯と厳選素材
（全4種）の相性は最高です。

き

な
り

き
な
り

「青山散歩道」コーナーにて掲載にご協力頂ける飲食店を募集しております。詳しくは8面をご覧下さい。

梅窓院
受付

★

日本料理 僖成
（BY-CUBE 1F）

銀座線　外苑前1b出口

至 赤坂 至 渋谷

参

　道

↑

　青
山
墓
地

静けさを感じる和の空間では、心穏やかに
四季折々のお食事を楽しめます。

飲食店を経営されているお檀家様へ

代
表
取
締
役

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

有
限
会
社

真
壁
石
材
セ
ン
タ
ー

梅窓院通信 No.114 6工場では職人達が世界各国の石を加工している。

会社入口で微笑む　　　代表取締役と中島住職。

〒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

優しい笑顔が素敵な
　　　代表取締役。

ひ
ぐ
る
ま

お けつ

　大きなお墓から小さな個人墓まで、梅窓院には色々
な種類のお墓があります。その墓石を取扱われている
のが、茨城県の桜川市真壁町で創業された有限会社
真壁石材センター。今号はその真壁町にある工場を
訪れました。

◆本日はよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　本日は遠く筑
波山の麓まで、ありがとうございます。
◆会社はここ真壁町と南青山（マーブル商事株式会
社）にありますが、せっかくですから原石や工場を拝
見したかったので真壁町を訪れました。
　　　　そうですね、梅窓院さんで見る石はすでに墓
石や墓所付属の完成品になっていますからね。
◆お父様が創業者と伺っていますが。
　　　　はい。父は変わった経歴で、最初は省庁に籍
を置いていたのですが、業界紙の記者となり、取材を
続けているうちにご縁があって、岐阜の石材会社に入
社しました。その後、独立して真壁石材センターを創業
しました。昭和48年のことですね。
◆お役人から記者、会社員、そして創業者ですか。
凄い経歴ですね。　　　さんは最初からお父様の会
社に入られたのですか。
　　　　いいえ。私は総合商社に入社して、駐在に出
る直前に父の具合が悪くなり、後を継ぎました。31歳の
時です。
◆それも大きな方向転換ですね。
　　　　そうですね。元々一生商社で働くつもりでおり
ましたので、妻は描いていた未来図を書き換えられて
当初は戸惑っていたようです。
◆真壁町は関東では有名な石の産地ですね。
　　　　はい、御影石の日本三大産地の1つです。か
つては石屋さん……つまり原石を加工する会社が
2000社ありました。とはいえ、農家が農閑期に石を加工
する会社も含めてですが。
◆農家が石屋さんですか！
　　　　単刀直入にいえば儲かったからです。です
が今は150社と1割以下に、また国有地の山からの採
掘権を持つ会社も15社から5社に減っています。
◆いわゆる従来の、たくさん墓石を使うお墓が変化
したからですか。
　　　　その通りです。そして人件費の安い中国で加
工した方が往復の運賃を入れても安くなるのです。

◆そうなのですか。
　　　　ですから、ここ真壁町の工場でも加工は一部
に限られるようになっています。
◆工場と道路を挟んで、多くの大きな石が置いてあ
りますが。
　　　　世界から取り寄せた石が並んでいます。イン
ド、ノルウェー、スウェーデン、南アフリカ、中国と世界各
地からです。
◆本当に世界中の色々な石がありますね。ところで
梅窓院とのご縁は何がきっかけでしょう。
　　　　中島住職は石への関心が高く、世界各地へ
実際に石を見に行かれています。その一環で住職が
中国へ行かれた時に、梅窓院さんへ石を卸していた
方から声を掛けられ、ご一緒したのが最初ですね。
◆それからずっとご縁が続いているのですね。
　　　　はい、梅窓院さんは墓苑を整備され、色々な
お墓を作られているので、その仕事を間接的に当社が
関わらせて頂いています。いつも大変お世話になって
います。
◆そうだったのですね。これからもよろしくお願い致
します。ありがとうございました。

のう かん き
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自　令和  2年4月 1 日
至　令和  3年3月31 日

会
計
報
告
を
本
誌
に
掲
載
さ
せ
て
頂
い

て
お
り
ま
す
。ご
確
認
を
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

■護寺費・年会費・墓地管理費

（単位：千円）
収入の部 支出の部

護寺費・年会費として

墓地管理費として

梅窓院からの繰入金

浄土宗課金及び大本山宛志納金
法要費（仏具・法衣・線香など）
保守修繕費（建物）
保守修繕費（墓苑・境内）
人件費
事務費（郵送費・コピーなど）

80,295

31,077

111,882

223,254

3,502
10,460
153,084
12,837
37,233
6,138

223,254合　計合　計

梅
窓
院
よ
り
会
計
の
ご
報
告

皆様がこちらを読まれる頃はワクチン接種も終わられている方が多いのではないでしょう
か？ 原稿を書いている今は、ご来寺される方と「次はいつ？」 「どんな副反応がありました？」
などという話がお天気の話の前に出てきます。私共が接する方の中には健康に不安のある方
もいらっしゃるので、本当に気を付けた生活を続けております。皆様と普通にお会いできる日
ももうすぐですね。
さて、5月から6月にかけて墓苑内ではカラスに悩まされました。孵ったヒナが巣立ちするま
で親カラスが付きっ切りで見守っていたのです。（見守ると言うより、廻りをずっと威嚇してい
ました。）やけに怖がりのヒナで木からあまり動かず、親カラスが東・南のビルの屋上からずっと
ヒナを見守り、近くに人などが通ろうものなら鋭角で飛び掛かってくるのです。そこでポールを
立てたり注意喚起したりと、ご僧侶方と職員はずっとハラハラしておりました。
駆除した巣の材料はハンガーなどが多かったようです。ゴミを出す時は気を付けないといけ

ないですね。
 （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

お檀家さんに伺いました

『長年のご縁に感謝を』

先代の頃から梅窓院さんにはお世話に
なっています。昔は境内を入ると目の前
に桜が咲いており、本当に綺麗でした。
その時の写真は今でも持っていて、時々
写真を見返しては懐かしい気持ちになり
ます。
行事では、修正会や団体参拝など積極
的に参加してきたので、お参りに行けな
い今の状況は寂しいですね。
自由に外出できるようになった際には、
ご先祖様に「家族みんな元気でいます
よ」とお伝えしたいと思っています。

令和3年　電話取材にて
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梅窓院
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中島 真成
青山文化村
〒107-0062
東京都港区南青山2-26-38
03-3404-8447
03-3404-8107
https://www.baisouin.or.jp/
jodo@baisouin.or.jp
中村康隆元浄土門主
総本山知恩院第八十六世門跡

8月2日（月）～9月5日（日）、「水の波紋展
2021」の屋外展示を参道竹林にて
行いました。デイヴィッド・ハモンズ氏の
作品です。
主催：ワタリウム美術館

展 示 報 告

【お問合わせ・お申込み】
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
※詳しくは同封のチラシをご覧下さい。

参加ご希望の方は、申込書を梅窓院受付にお持ち下さい。又は、下記お問い合わせ先へ
お電話・FAX・Eメールでもお申込みを受け付けております。

10月23日（土）
場  所 開  場

開  演

終  演

日  時

午後1時15分

講  師

梅窓院　祖師堂
午後2時（講演90分）

第十七回 梅窓院 文化講演会梅窓院 文化講演会

午後3時30分予定

宇高 良哲 上人
（大正大学名誉教授・文学博士・十連寺前住職）

入場無料・先着50名 事前申込制

う だか よし あき
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今
号
よ
り『
浄
土
宗
新

聞
』の
同
封
を
開
始
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。『
浄
土
宗
新

聞
』と
は
浄
土
宗
の
教
え
や

寺
院
の
出
来
事
、お
檀
家
様

の
お
店
紹
介
な
ど
、様
々
な

記
事
が
詰
ま
っ
た
浄
土
宗

発
行
の
新
聞
で
す
。一
人
で
も
多
く
の
方
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う

浄
土
宗
の
方
針
で
、今
年
の
四
月
号
か
ら
無
償
化
と
な
り
ま
し
た
。多
く

の
浄
土
宗
寺
院
か
ら
、檀
信
徒
の
皆
様
に
届
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、次
は
ご
報
告
が
三
つ
ご
ざ
い
ま
す
。ま
ず
は
京
都
に
あ
る
浄
土

宗
大
本
山
の一つ
、清
浄
華
院
の
話
で
す
。以
前
、私
が
御
忌
で
唱
讃
導

師
を
務
め
た
大
本
山
で
す
が
、そ
の
法
主（
住
職
）に
新
た
に
長
野
県

駒
ヶ
根
市
の
安
楽
寺
住
職
、
　
　
　
　上
人
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。就
任
に
あ
た
っ
て
は
私
も
京
都
に
足
を
運
び
、選
出
の
大
任
を

務
め
ま
し
た
。

二
つ
目
は
、梅
窓
院
周
辺
の
飲
食
店
等
を
紹
介
す
る「
青
山
散
歩
道
」

を
今
号
か
ら
再
開
致
し
ま
し
た
。さ
ら
に
、新
た
な
試
み
と
し
て
檀
信
徒

の
皆
様
が
営
ま
れ
て
い
る
飲
食
店
も
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
け
れ
ば
と
考
え

て
お
り
ま
す
。詳
し
く
は
本
誌
八
面
を
ご
覧
下
さ
い
。

そ
し
て
三
つ
目
は
、工
事
の
ご
報
告
で
す
。こ
の
三
月
か
ら
六
月
に
か

け
第
二
期
の
空
調
工
事
を
行
い
ま
し
た
。来
年
の
第
三
期
で
終
了
と
な

り
ま
す
。今
し
ば
ら
く
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
の
決
定
が
遅
れ
た
こ
と
で
、事
前
に
寺
院
か
ら
交
通

規
制
等
の
お
知
ら
せ
が
で
き
ず
、ご
迷
惑
を
掛
け
た
か
と
思
い
ま
す
。遅

れ
ば
せ
な
が
ら
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
十
月
開
催
予
定
の
文
化
講
演
会
の
お
知
ら
せ
で
す
。『
梅
窓

院
史
』を
ご
執
筆
頂
い
た
江
戸
時
代
の
浄
土
宗
史
の
専
門
家
、宇
高
良

哲
先
生
に
梅
窓
院
の
草
創
期
に
関
わ
る
、増
上
寺
第
十
二
世
住
職
の
観

智
国
師
に
つ
い
て
お
話
し
頂
き
ま
す
。ぜ
ひ
、皆
様
お
越
し
下
さ
い
。

   
梅
窓
院
第
二
十
五
世
　中
島 

真
成

住
職
挨
拶

最勝宝塔と調和した趣のある秋の紅葉

梅窓院通信
BA I S O U I N  N E W S    A O Y A M A 秋彼岸号

2021/09/01
No.114

7面「青山散歩道」コーナーにて掲載にご協力頂ける飲食店を募集しております。
檀信徒様で、掲載希望の方、取材・インタビューにご協力頂ける方がいらっしゃい
ましたら、梅窓院受付もしくは下記の連絡先までご一報下さい。

十夜法要
11月20日（土）
法要　午後1時～　本堂
※詳しくは十夜号をご覧下さい。

秋彼岸会法要
9月23日（木・祝）
法要　午後1時～　本堂
※法要の様子をYouTubeにてライブ
配信予定です。

　詳しくは3面をご覧下さい。

行事予定

飲食店を経営されているお檀家様へ

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


