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お檀家さんに伺いました

コロナの影響で3年ぶりに大法要・御説教に参列
することができ、久しぶりにお念仏を聞いて、やは
り梅窓院の法要は迫力がありとても圧倒されま
した。
今回の御説教でお話しされていた長老が主人の
葬儀を務めて頂いたご僧侶で、当時ご親切にし
て頂きましたことを思い出しました。
また、戦災前からお世話になっているので昔の
建物など境内のことを良く覚えていますが、今で
は現代的な寺院となりとても驚いております。

令和4年 大施餓鬼会法要にて

『懐かしい思い出を大切に』
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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
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https://www.baisouin.or.jp/
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中村康隆元浄土門主
総本山知恩院第八十六世門跡

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。
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秋
の
お
彼
岸
を
迎
え
る
頃
と
な
り
ま
し
た
。

お
彼
岸
は
年
に
二
度
、季
節
の
穏
や
か
な
春
と
秋
に
行
わ
れ
る
行

事
で
す
。コ
ロ
ナ
の
感
染
状
況
に
よ
り
ま
す
が
、ど
う
ぞ
お
墓
参
り

に
来
ら
れ
、ご
先
祖
様
を
ご
供
養
下
さ
い
。皆
様
の
お
元
気
な
姿
を

ご
先
祖
様
も
楽
し
み
に
し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
と
言
わ
れ
る
も
の
の
、ま
だ
ど
の
よ
う
に
コ
ロ
ナ
と

共
存
す
る
か
は
手
探
り
の
状
態
か
と
思
い
ま
す
が
、六
月
に
は
三
年

ぶ
り
に
開
山
忌
法
要・能
楽
奉
納
を
再
開
、多
く
の
方
に
お
越
し
頂

き
ま
し
た
。演
者
で
あ
り
ま
す
橋
本
忠
樹
様
、和
樹
様（
忠
樹
様
の

ご
子
息
）も
多
く
の
皆
様
の
前
で
舞
え
た
こ
と
を
大
変
喜
ん
で
お
ら

れ
ま
し
た
。や
は
り
生
の
迫
力
は
代
え
難
い
も
の
で
す
。

ま
た
、六
月
に
は「
念
仏
と
法
話
の
会（
念
法
会
）」も
開
催
致
し
ま

し
た
。十
月
に
も
開
催
予
定
で
す
。今
号
の
特
集
で
念
法
会
の
ご
案

内
を
し
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧
下
さ
い
。秋
彼
岸
で
は
寄
席
も
再

開
、後
期
仏
教
講
座
も
引
き
続
き
行
い
ま
す
。こ
う
し
て
少
し
ず
つ

行
事
を
再
開
し
て
き
て
い
ま
す
が
、文
化
講
演
会
、十
夜
会
の
ラ
イ

ブ
、音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催
は
ま
だ
見
合
わ
せ
ま
す
。

さ
て
、来
年
の
お
話
に
な
り
ま
す
が
、四
月
に
行
わ
れ
る
増
上
寺

の
最
大
行
事
、御
忌
法
要（
浄
土
宗
を
開
か
れ
た
法
然
上
人
の
年
忌

法
要
）で
導
師
、特
別
に
唱
導
師
と
い
い
ま
す
が
、そ
ち
ら
を
務
め
さ

せ
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
に
京
都
の
浄
土
宗
大
本
山
清
浄
華
院
で
の
御
忌
法

要
を
務
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、今
度
は
東
京
で
の
大
役
と
な
り

ま
す
。追
々
ご
案
内
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、何
卒

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、檀
家
様
に
納
め
て
頂
い
て
お
り
ま
す
護
寺

費
に
つ
き
ま
し
て
お
知
ら
せ
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、八
面
を
ご
覧
頂

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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秋の訪れが最勝宝塔を彩ります。

き
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年4回掲載の「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19日（土）
※詳しくは十夜号をご覧下さい。

第81回 念仏と法話の会
10月12日（水）
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

秋彼岸会法要
9月23日（金・祝）
寄席　午後1時～　祖師堂
法要　午後2時～　祖師堂

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

現在、一律5万円の護寺費につきまして再改定をさせて頂きます。詳細につ
きましては対象の方に別紙を同封致しましたので、必ずご覧下さいますようお
願い申し上げます。対象となられる方は護寺費を納めて頂いている檀家様に
なります。

梅窓院よりお知らせ

護寺費の再改定のお願い

※最勝宝塔会員・信徒会員・檀家以外の墓地代表者の方は今回の改定の対象外です。

梅窓院住職　中島真成

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）

112,479

30,511

118,033

261,023

3,821
14,755
180,653
14,201
41,564
6,029

261,023合　計合　計

梅
窓
院
よ
り
会
計
の
ご
報
告

梅窓院では10月より「令和4年
度後期仏教講座」を開講します。
今年度後期は4名の先生が担当
します。どうぞお気軽にご参加下
さい。
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

令和4年度
仏教講座のご案内後期

自　令和  3年4月 1 日
至　令和  4年3月31 日
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秋
彼
岸
法
要

秋
彼
岸
に
よ
せ
て 

秋彼岸会法要

梅窓院僧侶がご供養を勤めます。ぜひご参列下さい。
なお、感染状況によってはライブ配信に切り替える
可能性もございますので、予めご了承下さい。
開始時間：正午～　2階本堂
主催：株式会社ジャパンエキスパートシステム

令和4年度 秋のペット慰霊法要のお知らせ

春と秋に行われる1週間続く行事で、彼の岸へ至る
ための修行期間です。また、ご先祖さまの供養、お墓
参りをする期間でもあります。最近は天候不順で春
と秋が短くなっていますが、季節の良いこの季節、お
墓参りにお越し下さい。

秋彼岸とは

九
月
二
十
三
日（
金・祝
）

彼岸寄席 

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。

●会場内の空調は微調整が難しいため、ご自身で温度調整できる服装でご来寺
下さい。

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（木）必着でお申込み下さい。
●塔婆回向料は、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。）

午後1時～ 地下2階 祖師堂午後1時～ 地下2階 祖師堂

午後2時～ 地下2階 祖師堂

令和４年秋彼岸会法要はお席をご用意し、ご着席頂ける予定でございます。
宜しければ祖師堂へお参り下さい。

1962年荒川区生まれ。
1981年三遊亭圓歌師匠に入門。
1993年女性初の真打ち昇進(女流枠)。
2000年女流枠撤廃され、男性と同様の真打ち扱い。
寄席・落語の会から、講演会・司会業、コラム執筆など活動の場は幅広い。
2010年6月より落語協会理事・演芸家連合常任理事就任。

二つ目：神田桜子

三遊亭歌る多 師匠　プロフィール

彼岸寄席を中止とし、2階本堂にて法要の様子をライブ配信予定です。
お席のご用意はございませんが、法要中はお焼香頂けますので、宜しければ本堂へお参り下さい。
お塔婆につきましては、法要後に僧侶にて建てさせて頂きます。
最新情報は梅窓院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

東京都に緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発出された場合

令和元年の秋彼岸の様子

かん だ さくら こ

※場所や内容が変更になる場合がございます。

ま
だ
ま
だ
暑
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
、六
月
よ
り「
念
仏
と
法
話
の
会
」を
再
開

い
た
し
ま
し
て
、次
回
は
十
月
十
二
日（
水
）に

開
催
す
る
予
定
で
す
。再
開
の
機
会
に
、「
お
別
時
」

に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
お
別
時
」と
は「
別
時
念
仏
」と
い
い
、日
時
を

決
め
お
念
仏
す
る
こ
と
で
す
。

法
然
上
人
の
ご
法
語
に
は
次
の
よ
う
に
説
か

れ
て
い
ま
す
。

「
時
々
、別
時
の
念
仏
を
お
称
え
し
、身
も
心
も

励
ま
し
調
え
て
お
念
仏
の
道
を
進
ん
で
参
り
ま

し
ょ
う
。毎
日
六
万
遍
、七
万
遍
を
お
称
え
し
て

い
れ
ば
足
り
る
こ
と
で
す
が
、人
の
心
と
い
う
の

は
、慣
れ
て
き
ま
す
と
、イ
ラ
イ
ラ
し
て
気
が
乗

ら
ず
、朝
夕
は
忙
し
な
く
て
、心
も
落
ち
着
か
ず

に
段
々
と
お
念
仏
が
疎
か
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の

で
す
。そ
う
し
た
心
持
ち
を
お
念
仏
に
向
け
る
た
め

に
時
々
、別
時
の
念
仏
を
お
称
え
す
る
の
で
す
。」

鎌
倉
時
代
の
法
然
上
人
の
時
代
か
ら
、ス
ト

レ
ス
社
会
だ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。と
こ
ろ

で
、若
い
人
の
間
で
サ
ウ
ナ
に
入
っ
て
日
常
の
疲
れ

を
癒
し
、身
も
心
も「
整
う
」の
が
ブ
ー
ム
だ
そ
う

で
す
ね
。「
整
う
」と
い
う
言
葉
を
聞
く
た
び
に
、

私
も
お
別
時
で「
整
え
な
い
と
」と
思
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

私
は
念
仏
こ
そ
心
の
お
風
呂
と
思
っ
て
い
ま

す
。お
念
仏
の
功
徳
に
よ
り
八
十
億
劫
と
い
う
果
て

し
な
い
時
間
、生
死
を
繰
り
返
す
べ
き
罪
で
さ

え
、帳
消
し
い
た
だ
け
る
と『
観
無
量
寿
経
』に
説

か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。十
月
の「
念
仏
と
法
話

の
会
」で
は
、皆
様
と
一
緒
に
お
念
仏
し
、心
の
垢
を

さ
っ
ぱ
り
と
洗
い
流
し
て
、身
も
心
も
整
え
て
参
り

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

合
掌

（
副
住
職
　
中
島
真
紹
）
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法
話

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

秋
の
暮
の
仏
心

仏
教
歳
時
風
物
詩（
59
）

5
・
6
・
7
月
の

行
事
報
告

開
山
忌
法
要・能
楽
奉
納

6
月
11
日（
土
）

盂
蘭
盆
会
法
要

7
月
13
日（
水
）

第
80
回
念
仏
と

         

法
話
の
会

6
月
28
日（
火
）

施
餓
鬼
会
法
要

5
月
21
日（
土
）

の
日
の
夕
暮
れ
、
秋
の
日
の
夕
べ
は
、

だ
れ
し
も
が
な
に
か
し
ら
も
の
さ
び

し
く
、
ど
こ
か
し
ら
そ
こ
は
か
と
な
き
や
る

せ
な
さ
を
感
ず
る
。
も
と
よ
り
一
日
一
日
の
夕

方
に
は
、
そ
の
日
そ
の
日
を
終
え
て
納
め
る

気
分
・
気
持
ち
の
収
束
感
が
あ
り
、
ほ
っ
と

ひ
と
息
安
堵
す
る
心
と
、
ひ
と
つ
の
こ
と
が

終
わ
っ
て
し
ま
う
去
り
が
た
い
寂
寥
感
が
伴

う
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
日
暮
れ
時
の
せ
つ
な
さ
、
わ
び

し
さ
も
、
や
は
り
秋
の
季
節
が
い
ち
ば
ん
に

身
に
沁
み
る
わ
け
で
あ
る
。
夕
焼
け
空
へ
、

夕
焼
け
雲
へ
は
る
か
に
心
を
寄
せ
て
、
ひ
と

り
感
懐
を
殊
更
に
す
る
の
も
、
ま
さ
に
秋
の

夕
暮
れ
が
ひ
と
し
お
の
も
の
で
あ
る
。

さ
て
俳
句
の
季
語
と
し
て
の
秋
の
暮
（
文

章
語
で
は
暮
れ
と
表
記
す
る
が
、
季
語
と
し

て
は
送
り
仮
名
の
「
れ
」
を
加
え
な
い
場
合

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
）
は
、
秋
の
夕
暮
・
秋

の
昏
れ
・
秋
の
夕
・
秋
夕
な
ど
一
日
の
終
わ

り
と
い
う
意
味
合
い
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
行

く
秋
・
秋
の
終
わ
り
、す
な
わ
ち
暮
秋
・
晩
秋
・

暮
の
秋
・
秋
暮
る
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ

て
い
る
。
秋
の
暮
を
、
夕
方
、
夕
暮
れ
の
一

義
に
定
め
る
か
、
ま
た
秋
の
末
、
遅
い
秋
を

も
含
め
る
の
か
、
山
本
健
吉
は
「
今
は
両
義

に
わ
た
る
曖
昧
な
季
語
と
し
て
お
く
方
が
妥

当
だ
ろ
う
」
と
記
し
て
い
る
。
た
だ
近
年
は
、

た
と
え
ば
平
井
照
敏
の
よ
う
に
「
秋
の
日
暮

れ
の
こ
と
で
、
秋
の
終
り
の
こ
と
で
は
な
い
。

古
来
こ
の
両
方
に
使
わ
れ
て
き
た
が
、
今
で

は
日
暮
れ
ど
き
だ
け
に
使
う
」
と
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

ふ
る
さ
と
は
山
路
が
か
り
に
秋
の
暮

秋
の
暮
川
の
向
ふ
に
子
守
歌

ま
ず
は
秋
の
一
日
の
終
わ
り
に
感
ず
る
郷

愁
の
思
い
に
寄
せ
て
採
句
し
た
。「
石
楠
」
を

主
宰
し
て
俳
句
道
を
全
う
し
た
臼
田
亜
浪
の

句
は
お
だ
や
か
に
詠
じ
て
い
る
が
、
そ
の
故
郷

で
あ
る
信
州
の
山
並
み
が
背
景
に
あ
る
と
す

れ
ば
、
他
県
生
ま
れ
の
私
に
も
な
ん
と
は
な

し
に
な
つ
か
し
い
も
の
が
聞
こ
え
て
く
る
。
新

興
俳
句
に
出
発
し
た
秋
元
不
死
男
は
、
そ
の

句
風
は
時
代
と
と
も
に
移
り
変
わ
っ
た
が
、

人
間
性
を
尊
重
し
た
庶
民
の
心
を
作
句
し
た

態
度
は
晩
年
ま
で
不
変
で
あ
っ
た
。
川
向
こ

う
か
ら
聞
こ
え
る
子
守
歌
に
、
ふ
と
幼
い
頃

の
思
い
出
が
よ
み
が
え
る
の
で
あ
る
。

西
天
に
引
か
れ
て
歩
む
秋
の
暮

足
も
と
は
も
う
ま
つ
く
ら
や
秋
の
暮

相
馬
遷
子
の
句
は
、
秋
の
入
り
日
の
沈
む

西
空
へ
心
を
寄
せ
な
が
ら
歩
む
日
暮
れ
道
の

小
景
で
あ
る
。
草
間
時
彦
の
句
は
、
太
陽
も

は
る
か
に
沈
ん
で
し
ま
っ
て
、
も
う
と
っ
ぷ
り

と
暮
れ
て
し
ま
っ
た
覚
束
な
い
足
取
り
の
自
分

を
見
つ
め
て
い
る
。
遷
子
は
東
大
医
学
部
卒

の
医
者
を
業
と
し
た
人
、
時
彦
は
祖
父
天
葩

（
子
規
門
）、
父
時
光（
秋
桜
子
門
）と
い
う
俳

句
一
家
に
育
っ
た
人
。
と
も
に
水
原
秋
桜
子
、

石
田
波
郷
の
教
え
を
受
け
、「
馬
酔
木
」「
鶴
」

の
同
人
と
し
て
、
余
裕
の
あ
る
お
だ
や
か
な

句
境
を
獲
得
し
て
い
る
。

墓
地
に
立
つ
秋
の
彼
岸
の
夕
ま
ぐ
れ

入
り
日
の
方
を
は
る
か
に
望
ん
で
、
私
は

ひ
と
り
墓
地
に
立
って
い
る
。
た
し
か
に
、
大

分
た
そ
が
れ
て
、
あ
た
り
は
薄
暗
く
な
っ
て

き
た
。

さ
て
こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
改
め
て
表
題

に
掲
げ
た
「
秋
の
暮
の
仏
心
」
と
は
ど
う
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
と
ま
り
が
つ
か
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
次
の
よ
う
に
記
し
て

み
た
い
。

秋
の
日
の
夕
暮
れ
。
西
空
に
落
日
を
拝
し

な
が
ら
、
夕
焼
け
小
焼
け
の
な
つ
か
し
さ
を

偲
ぶ
夕
景
は
、
遠
い
昔
の
子
供
の
頃
の
思
い
出

で
あ
る
。
そ
の
過
ぎ
た
時
間
への
郷
愁
の
心
の

中
に
、
今
は
亡
き
人
の
あ
の
顔
、
こ
の
顔
が

思
い
浮
か
び
、
思
い
よ
ぎ
る
。
せ
つ
な
さ
に
胸

が
つ
ま
り
、
な
に
か
し
ら
い
と
お
し
い
も
の
に

愛
情
の
思
い
が
つ
の
り
、
う
る
う
る
と
し
た
情

感
が
あ
ふ
れ
て
く
る
。
暮
れ
な
ず
み
、
そ
し

て
暮
れ
残
る
夕
空
へ
向
け
て
、
私
の
心
は
一
生

懸
命
に
、
や
さ
し
く
、
や
さ
し
く
な
ろ
う
と

し
て
深
い
深
い
感
傷
に
沈
む
。
そ
う
し
て
そ
の

思
い
に
ひ
た
す
ら
に
心
を
致
し
て
、
ひ
た
む

き
に
心
を
寄
せ
て
行
く
。

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

（
亜
浪
）

（
遷
子
）

（
時
彦
）

（
不
死
男
）

（
裕
彦
）

秋

ゆ
う

く
れ

し
ゅ
う
せ
き

く

せ
ん
し

か
た

し
ゃ
く
な
げ

あ

し

び

べ
つ
じ

べ
つ

せ
わ

か
ん
む

ね
ん
ぶ
つ

じ

き
ょ
う

じ
ゅ

り
ょ
う
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秋
彼
岸
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秋
彼
岸
に
よ
せ
て 

秋彼岸会法要

梅窓院僧侶がご供養を勤めます。ぜひご参列下さい。
なお、感染状況によってはライブ配信に切り替える
可能性もございますので、予めご了承下さい。
開始時間：正午～　2階本堂
主催：株式会社ジャパンエキスパートシステム

令和4年度 秋のペット慰霊法要のお知らせ

春と秋に行われる1週間続く行事で、彼の岸へ至る
ための修行期間です。また、ご先祖さまの供養、お墓
参りをする期間でもあります。最近は天候不順で春
と秋が短くなっていますが、季節の良いこの季節、お
墓参りにお越し下さい。

秋彼岸とは

九
月
二
十
三
日（
金・祝
）

彼岸寄席 

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。

●会場内の空調は微調整が難しいため、ご自身で温度調整できる服装でご来寺
下さい。

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（木）必着でお申込み下さい。
●塔婆回向料は、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。）

午後1時～ 地下2階 祖師堂午後1時～ 地下2階 祖師堂

午後2時～ 地下2階 祖師堂

令和４年秋彼岸会法要はお席をご用意し、ご着席頂ける予定でございます。
宜しければ祖師堂へお参り下さい。

1962年荒川区生まれ。
1981年三遊亭圓歌師匠に入門。
1993年女性初の真打ち昇進(女流枠)。
2000年女流枠撤廃され、男性と同様の真打ち扱い。
寄席・落語の会から、講演会・司会業、コラム執筆など活動の場は幅広い。
2010年6月より落語協会理事・演芸家連合常任理事就任。

二つ目：神田桜子

三遊亭歌る多 師匠　プロフィール

彼岸寄席を中止とし、2階本堂にて法要の様子をライブ配信予定です。
お席のご用意はございませんが、法要中はお焼香頂けますので、宜しければ本堂へお参り下さい。
お塔婆につきましては、法要後に僧侶にて建てさせて頂きます。
最新情報は梅窓院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

東京都に緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が発出された場合

令和元年の秋彼岸の様子

かん だ さくら こ

※場所や内容が変更になる場合がございます。

ま
だ
ま
だ
暑
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
、六
月
よ
り「
念
仏
と
法
話
の
会
」を
再
開

い
た
し
ま
し
て
、次
回
は
十
月
十
二
日（
水
）に

開
催
す
る
予
定
で
す
。再
開
の
機
会
に
、「
お
別
時
」

に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
お
別
時
」と
は「
別
時
念
仏
」と
い
い
、日
時
を

決
め
お
念
仏
す
る
こ
と
で
す
。

法
然
上
人
の
ご
法
語
に
は
次
の
よ
う
に
説
か

れ
て
い
ま
す
。

「
時
々
、別
時
の
念
仏
を
お
称
え
し
、身
も
心
も

励
ま
し
調
え
て
お
念
仏
の
道
を
進
ん
で
参
り
ま

し
ょ
う
。毎
日
六
万
遍
、七
万
遍
を
お
称
え
し
て

い
れ
ば
足
り
る
こ
と
で
す
が
、人
の
心
と
い
う
の

は
、慣
れ
て
き
ま
す
と
、イ
ラ
イ
ラ
し
て
気
が
乗

ら
ず
、朝
夕
は
忙
し
な
く
て
、心
も
落
ち
着
か
ず

に
段
々
と
お
念
仏
が
疎
か
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の

で
す
。そ
う
し
た
心
持
ち
を
お
念
仏
に
向
け
る
た
め

に
時
々
、別
時
の
念
仏
を
お
称
え
す
る
の
で
す
。」

鎌
倉
時
代
の
法
然
上
人
の
時
代
か
ら
、ス
ト

レ
ス
社
会
だ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。と
こ
ろ

で
、若
い
人
の
間
で
サ
ウ
ナ
に
入
っ
て
日
常
の
疲
れ

を
癒
し
、身
も
心
も「
整
う
」の
が
ブ
ー
ム
だ
そ
う

で
す
ね
。「
整
う
」と
い
う
言
葉
を
聞
く
た
び
に
、

私
も
お
別
時
で「
整
え
な
い
と
」と
思
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

私
は
念
仏
こ
そ
心
の
お
風
呂
と
思
っ
て
い
ま

す
。お
念
仏
の
功
徳
に
よ
り
八
十
億
劫
と
い
う
果
て

し
な
い
時
間
、生
死
を
繰
り
返
す
べ
き
罪
で
さ

え
、帳
消
し
い
た
だ
け
る
と『
観
無
量
寿
経
』に
説

か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。十
月
の「
念
仏
と
法
話

の
会
」で
は
、皆
様
と
一
緒
に
お
念
仏
し
、心
の
垢
を

さ
っ
ぱ
り
と
洗
い
流
し
て
、身
も
心
も
整
え
て
参
り

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

合
掌

（
副
住
職
　
中
島
真
紹
）
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法
話

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

秋
の
暮
の
仏
心

仏
教
歳
時
風
物
詩（
59
）

5
・
6
・
7
月
の

行
事
報
告

開
山
忌
法
要・能
楽
奉
納

6
月
11
日（
土
）

盂
蘭
盆
会
法
要

7
月
13
日（
水
）

第
80
回
念
仏
と

         

法
話
の
会

6
月
28
日（
火
）

施
餓
鬼
会
法
要

5
月
21
日（
土
）

の
日
の
夕
暮
れ
、
秋
の
日
の
夕
べ
は
、

だ
れ
し
も
が
な
に
か
し
ら
も
の
さ
び

し
く
、
ど
こ
か
し
ら
そ
こ
は
か
と
な
き
や
る

せ
な
さ
を
感
ず
る
。
も
と
よ
り
一
日
一
日
の
夕

方
に
は
、
そ
の
日
そ
の
日
を
終
え
て
納
め
る

気
分
・
気
持
ち
の
収
束
感
が
あ
り
、
ほ
っ
と

ひ
と
息
安
堵
す
る
心
と
、
ひ
と
つ
の
こ
と
が

終
わ
っ
て
し
ま
う
去
り
が
た
い
寂
寥
感
が
伴

う
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
日
暮
れ
時
の
せ
つ
な
さ
、
わ
び

し
さ
も
、
や
は
り
秋
の
季
節
が
い
ち
ば
ん
に

身
に
沁
み
る
わ
け
で
あ
る
。
夕
焼
け
空
へ
、

夕
焼
け
雲
へ
は
る
か
に
心
を
寄
せ
て
、
ひ
と

り
感
懐
を
殊
更
に
す
る
の
も
、
ま
さ
に
秋
の

夕
暮
れ
が
ひ
と
し
お
の
も
の
で
あ
る
。

さ
て
俳
句
の
季
語
と
し
て
の
秋
の
暮
（
文

章
語
で
は
暮
れ
と
表
記
す
る
が
、
季
語
と
し

て
は
送
り
仮
名
の
「
れ
」
を
加
え
な
い
場
合

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
）
は
、
秋
の
夕
暮
・
秋

の
昏
れ
・
秋
の
夕
・
秋
夕
な
ど
一
日
の
終
わ

り
と
い
う
意
味
合
い
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
行

く
秋
・
秋
の
終
わ
り
、す
な
わ
ち
暮
秋
・
晩
秋
・

暮
の
秋
・
秋
暮
る
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ

て
い
る
。
秋
の
暮
を
、
夕
方
、
夕
暮
れ
の
一

義
に
定
め
る
か
、
ま
た
秋
の
末
、
遅
い
秋
を

も
含
め
る
の
か
、
山
本
健
吉
は
「
今
は
両
義

に
わ
た
る
曖
昧
な
季
語
と
し
て
お
く
方
が
妥

当
だ
ろ
う
」
と
記
し
て
い
る
。
た
だ
近
年
は
、

た
と
え
ば
平
井
照
敏
の
よ
う
に
「
秋
の
日
暮

れ
の
こ
と
で
、
秋
の
終
り
の
こ
と
で
は
な
い
。

古
来
こ
の
両
方
に
使
わ
れ
て
き
た
が
、
今
で

は
日
暮
れ
ど
き
だ
け
に
使
う
」
と
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

ふ
る
さ
と
は
山
路
が
か
り
に
秋
の
暮

秋
の
暮
川
の
向
ふ
に
子
守
歌

ま
ず
は
秋
の
一
日
の
終
わ
り
に
感
ず
る
郷

愁
の
思
い
に
寄
せ
て
採
句
し
た
。「
石
楠
」
を

主
宰
し
て
俳
句
道
を
全
う
し
た
臼
田
亜
浪
の

句
は
お
だ
や
か
に
詠
じ
て
い
る
が
、
そ
の
故
郷

で
あ
る
信
州
の
山
並
み
が
背
景
に
あ
る
と
す

れ
ば
、
他
県
生
ま
れ
の
私
に
も
な
ん
と
は
な

し
に
な
つ
か
し
い
も
の
が
聞
こ
え
て
く
る
。
新

興
俳
句
に
出
発
し
た
秋
元
不
死
男
は
、
そ
の

句
風
は
時
代
と
と
も
に
移
り
変
わ
っ
た
が
、

人
間
性
を
尊
重
し
た
庶
民
の
心
を
作
句
し
た

態
度
は
晩
年
ま
で
不
変
で
あ
っ
た
。
川
向
こ

う
か
ら
聞
こ
え
る
子
守
歌
に
、
ふ
と
幼
い
頃

の
思
い
出
が
よ
み
が
え
る
の
で
あ
る
。

西
天
に
引
か
れ
て
歩
む
秋
の
暮

足
も
と
は
も
う
ま
つ
く
ら
や
秋
の
暮

相
馬
遷
子
の
句
は
、
秋
の
入
り
日
の
沈
む

西
空
へ
心
を
寄
せ
な
が
ら
歩
む
日
暮
れ
道
の

小
景
で
あ
る
。
草
間
時
彦
の
句
は
、
太
陽
も

は
る
か
に
沈
ん
で
し
ま
っ
て
、
も
う
と
っ
ぷ
り

と
暮
れ
て
し
ま
っ
た
覚
束
な
い
足
取
り
の
自
分

を
見
つ
め
て
い
る
。
遷
子
は
東
大
医
学
部
卒

の
医
者
を
業
と
し
た
人
、
時
彦
は
祖
父
天
葩

（
子
規
門
）、
父
時
光（
秋
桜
子
門
）と
い
う
俳

句
一
家
に
育
っ
た
人
。
と
も
に
水
原
秋
桜
子
、

石
田
波
郷
の
教
え
を
受
け
、「
馬
酔
木
」「
鶴
」

の
同
人
と
し
て
、
余
裕
の
あ
る
お
だ
や
か
な

句
境
を
獲
得
し
て
い
る
。

墓
地
に
立
つ
秋
の
彼
岸
の
夕
ま
ぐ
れ

入
り
日
の
方
を
は
る
か
に
望
ん
で
、
私
は

ひ
と
り
墓
地
に
立
って
い
る
。
た
し
か
に
、
大

分
た
そ
が
れ
て
、
あ
た
り
は
薄
暗
く
な
っ
て

き
た
。

さ
て
こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
改
め
て
表
題

に
掲
げ
た
「
秋
の
暮
の
仏
心
」
と
は
ど
う
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
と
ま
り
が
つ
か
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
次
の
よ
う
に
記
し
て

み
た
い
。

秋
の
日
の
夕
暮
れ
。
西
空
に
落
日
を
拝
し

な
が
ら
、
夕
焼
け
小
焼
け
の
な
つ
か
し
さ
を

偲
ぶ
夕
景
は
、
遠
い
昔
の
子
供
の
頃
の
思
い
出

で
あ
る
。
そ
の
過
ぎ
た
時
間
への
郷
愁
の
心
の

中
に
、
今
は
亡
き
人
の
あ
の
顔
、
こ
の
顔
が

思
い
浮
か
び
、
思
い
よ
ぎ
る
。
せ
つ
な
さ
に
胸

が
つ
ま
り
、
な
に
か
し
ら
い
と
お
し
い
も
の
に

愛
情
の
思
い
が
つ
の
り
、
う
る
う
る
と
し
た
情

感
が
あ
ふ
れ
て
く
る
。
暮
れ
な
ず
み
、
そ
し

て
暮
れ
残
る
夕
空
へ
向
け
て
、
私
の
心
は
一
生

懸
命
に
、
や
さ
し
く
、
や
さ
し
く
な
ろ
う
と

し
て
深
い
深
い
感
傷
に
沈
む
。
そ
う
し
て
そ
の

思
い
に
ひ
た
す
ら
に
心
を
致
し
て
、
ひ
た
む

き
に
心
を
寄
せ
て
行
く
。

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

（
亜
浪
）

（
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子
）

（
時
彦
）

（
不
死
男
）

（
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彦
）
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「
南
無
阿
弥
陀
仏
」を
お
念
仏
と
い
う
の
は 

知
って
い
ま
す
が
、な
ぜ
お
念
仏
を
称
え
る
の
か
、

そ
の
わ
け
を
教
え
て
下
さ
い
。

　は
い
、わ
か
り
ま
し
た
。最
初
に
言
葉
の
意
味
で
す
が
、

「
南
無
」と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
、「
お
願
い
し
ま
す
」と

い
う
意
味
で
す
。

　「阿
弥
陀
仏
」は
梅
窓
院
の
本
堂
に
鎮
座
さ
れ
て
い
ま
す

仏
様
、阿
弥
陀
如
来
の
こ
と
で
、意
味
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で「
永
遠
の
命
」（
無
量
寿
）、「
永
遠
の
光
」（
無
量
光
）を

意
味
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、こ
の
永
遠
の
仏
様
で
あ
る
阿

弥
陀
様
は
西
方
極
楽
浄
土
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
住
ま
い
に

な
っ
て
い
ま
す
。と
い
う
こ
と
で
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」は「
阿

弥
陀
様
お
願
い
し
ま
す
」と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。で

は
、一
体
何
を
お
願
い
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　そ
れ
は
こ
の
世（
現
世
）か
ら
い
な
く
な
る
時
、つ
ま
り
自

分
の
命
が
な
く
な
る
時
に「
阿
弥
陀
様
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
極

楽
浄
土（
来
世
）へ
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
て
下
さ
い
」と
お
願
い

し
て
い
る
の
で
す
。

　「往
生
」と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い

ま
す
が
、こ
の「
往
生
」と
は
、往
っ
て
生
ま
れ
る
、阿
弥
陀
様

の
西
方
極
楽
浄
土
に
自
分
が
生
ま
れ
変
わ
れ
る
こ
と
を
お

願
い
し
て
い
る
の
で
す
。つ
ま
り
、念
仏
と
は「
往
生
」を
願

う
こ
と
な
の
で
す
。

　阿
弥
陀
様
は
自
分
の
名
前
を
呼
ん
だ
ら
、必
ず
自
分
の

国
、西
方
極
楽
浄
土
に
救
っ
て
く
れ
る
と
約
束
し
て
仏
様
に

な
っ
た
の
で
、そ
の
約
束
が
根
拠
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
だ
っ
た
の
で
す
ね
。自
分
の「
往
生
」を 

お
願
い
す
る
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

　は
い
、そ
し
て
同
時
に
念
仏
を
称
え
る
こ
と
は
善
い
行
い

で
す
か
ら
、そ
の
善
い
行
い
、善
行
と
い
い
ま
す
が
、善
行
が

生
む
功
徳
、こ
れ
は
仏
様
か
ら
の
め
ぐ
み
で
す
が
、こ
の
功

徳
を
ご
先
祖
の
供
養
に
回
し
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。そ
う
、回
向
で
す
ね
。

　つ
ま
り
、ご
葬
儀
や
法
要
で
念
仏
を
称
え
る
こ
と
で
、自

分
の
往
生
と
と
も
に
、亡
く
な
っ
た
方
や
ご
先
祖
様
の
供
養

も
で
き
る
の
が
念
仏
な
の
で
す
。

念
仏
、す
ご
い
で
す
ね
。

　念
仏
に
は
、極
楽
浄
土
を
思
い
浮
か
べ
心
の
中
で
称
え
る

念
仏
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、「
声
に
出
し
て
称
え
る
念
仏
が

一
番
す
ぐ
れ
て
い
ま
す
よ
」と
、口
に
出
し
て
称
え
る
念

仏
、口
称
念
仏
を
選
び
と
っ
た
の
が
法
然
上
人
で
す
。

声
に
出
す
念
仏
で
す
ね
。

　そ
う
で
す
ね
、声
を
出
せ
な
い
場
所
も
多
い
で
し
ょ
う
け

れ
ど
法
然
上
人
は
、念
仏
は
そ
の
人
が
称
え
や
す
い
環
境

で
称
え
ま
し
ょ
う
と
仰
っ
て
い
ま
す
。

　阿
弥
陀
様
の
前
が
い
い
人
、一
人
で
称
え
た
い
人
、大

勢
で
称
え
た
い
人
、寝
る
時
が
称
え
や
す
い
人
な
ど
色
々

で
し
ょ
う
が
、法
然
上
人
は
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
い
い
で
す

よ
、と
仰
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、念
仏
を
称
え
て
い
て
眠
く

な
っ
た
ら
寝
て
も
い
い
と
ま
で
仰
っ
て
い
ま
す
。

　つ
ま
り
、法
然
上
人
は
念
仏
を
称
え
る
こ
と
が
最
優
先

で
、細
か
い
こ
と
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

う
め
子
は
お
檀
家
さ
ん
と
一
緒
に
称
え
た
い
で
す
。

　そ
れ
な
ら
念
法
会
が
い
い
で
す
ね
。と
に
か
く
念
仏
を

実
際
に
称
え
て
み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　現
在
は
コ
ロ
ナ
対
策
で
本
堂
の
扉
を
開
け
換
気
し
て
い

ま
す
が
、扉
を
閉
め
た
暗
闇
の
中
、ろ
う
そ
く
の
灯
り
の
も

と
、木
魚
を
叩
き
な
が
ら
の
念
仏
は
素
晴
ら
し
い
で
す
よ
。

　法
然
上
人
の『
一
枚
起
請
文
』の
中
に「
一
向
に
念
仏

す
べ
し
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。ぜ
ひ
、念
法
会
で
お

念
仏
を
お
称
え
し
て
み
て
下
さ
い
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」念
仏
の
意
味
を
知
っ
て

念
仏
と
法
話
の
会
に
参
加
し
よ
う
!!

京都生まれ京都育ち。元お笑い
芸人の住職です。法然上人ゆか
りの正福寺再興のため日々 勤しん
でおります。ご本尊阿弥陀如来修
復のため全
国津々浦々
へと勧進の
旅を続けて 
おりま す 。

10月12日（水）
法話講師：月城 嘉辰上人
（高知県四万十市 正福寺 住職）

　「
念
仏
と
法
話
の
会
」（
以
下
、

念
法
会
）は
浄
土
宗
が
一
番
大

切
に
す
る
念
仏
を
皆
さ
ん
と
一

緒
に
称
え
、念
仏
の
教
え
を
説

く
法
話
を
聞
く
行
事
で
、年
に

三
回
行
わ
れ
る
梅
窓
院
の
昔
か

ら
あ
る
定
番
の
行
事
で
す
。

　
今
回
、梅
窓
院
広
報
部
の    

マ
ス
コ
ッ
ト
、う
め
子
ち
ゃ
ん
が

お
坊
さ
ん
に
念
仏
に
つ
い
て
聞

き
ま
し
た
。

次回念法会のお知らせ

※詳細は同封チラシをご覧下さい。

《念法会の流れ》
年に3回、2月、6月、10月に開催しています。

※どなたでもご参加できます。

閉会の挨拶

精勤表彰
精勤された方を5回ごとに表彰・記念品を贈呈し、

記念撮影を行います。

法話
他寺からお迎えしたご僧侶に法話をお話し頂きます。

（約70分間・途中休憩あり）

念仏行道で観音堂へ
念仏を称えながら観音堂へ戻ります。

法要の中の念仏一会で木魚を叩きながら念仏を称えます。
別時念仏会

念仏を称えながら本堂への階段を登ります。
エレベーターも利用できます。

念仏行道で本堂へ

開会挨拶

お持ちの方は輪袈裟とお数珠をお持ち下さい。
貸し出しの用意もあります。

観音堂に集合
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「
南
無
阿
弥
陀
仏
」を
お
念
仏
と
い
う
の
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知
って
い
ま
す
が
、な
ぜ
お
念
仏
を
称
え
る
の
か
、

そ
の
わ
け
を
教
え
て
下
さ
い
。

　は
い
、わ
か
り
ま
し
た
。最
初
に
言
葉
の
意
味
で
す
が
、

「
南
無
」と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
、「
お
願
い
し
ま
す
」と

い
う
意
味
で
す
。

　「阿
弥
陀
仏
」は
梅
窓
院
の
本
堂
に
鎮
座
さ
れ
て
い
ま
す

仏
様
、阿
弥
陀
如
来
の
こ
と
で
、意
味
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で「
永
遠
の
命
」（
無
量
寿
）、「
永
遠
の
光
」（
無
量
光
）を

意
味
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、こ
の
永
遠
の
仏
様
で
あ
る
阿

弥
陀
様
は
西
方
極
楽
浄
土
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
住
ま
い
に

な
っ
て
い
ま
す
。と
い
う
こ
と
で
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」は「
阿

弥
陀
様
お
願
い
し
ま
す
」と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。で

は
、一
体
何
を
お
願
い
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　そ
れ
は
こ
の
世（
現
世
）か
ら
い
な
く
な
る
時
、つ
ま
り
自

分
の
命
が
な
く
な
る
時
に「
阿
弥
陀
様
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
極

楽
浄
土（
来
世
）へ
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
て
下
さ
い
」と
お
願
い

し
て
い
る
の
で
す
。

　「往
生
」と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い

ま
す
が
、こ
の「
往
生
」と
は
、往
っ
て
生
ま
れ
る
、阿
弥
陀
様

の
西
方
極
楽
浄
土
に
自
分
が
生
ま
れ
変
わ
れ
る
こ
と
を
お

願
い
し
て
い
る
の
で
す
。つ
ま
り
、念
仏
と
は「
往
生
」を
願

う
こ
と
な
の
で
す
。

　阿
弥
陀
様
は
自
分
の
名
前
を
呼
ん
だ
ら
、必
ず
自
分
の

国
、西
方
極
楽
浄
土
に
救
っ
て
く
れ
る
と
約
束
し
て
仏
様
に

な
っ
た
の
で
、そ
の
約
束
が
根
拠
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
だ
っ
た
の
で
す
ね
。自
分
の「
往
生
」を 

お
願
い
す
る
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

　は
い
、そ
し
て
同
時
に
念
仏
を
称
え
る
こ
と
は
善
い
行
い

で
す
か
ら
、そ
の
善
い
行
い
、善
行
と
い
い
ま
す
が
、善
行
が

生
む
功
徳
、こ
れ
は
仏
様
か
ら
の
め
ぐ
み
で
す
が
、こ
の
功

徳
を
ご
先
祖
の
供
養
に
回
し
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。そ
う
、回
向
で
す
ね
。

　つ
ま
り
、ご
葬
儀
や
法
要
で
念
仏
を
称
え
る
こ
と
で
、自

分
の
往
生
と
と
も
に
、亡
く
な
っ
た
方
や
ご
先
祖
様
の
供
養

も
で
き
る
の
が
念
仏
な
の
で
す
。

念
仏
、す
ご
い
で
す
ね
。

　念
仏
に
は
、極
楽
浄
土
を
思
い
浮
か
べ
心
の
中
で
称
え
る

念
仏
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、「
声
に
出
し
て
称
え
る
念
仏
が

一
番
す
ぐ
れ
て
い
ま
す
よ
」と
、口
に
出
し
て
称
え
る
念

仏
、口
称
念
仏
を
選
び
と
っ
た
の
が
法
然
上
人
で
す
。

声
に
出
す
念
仏
で
す
ね
。

　そ
う
で
す
ね
、声
を
出
せ
な
い
場
所
も
多
い
で
し
ょ
う
け

れ
ど
法
然
上
人
は
、念
仏
は
そ
の
人
が
称
え
や
す
い
環
境

で
称
え
ま
し
ょ
う
と
仰
っ
て
い
ま
す
。

　阿
弥
陀
様
の
前
が
い
い
人
、一
人
で
称
え
た
い
人
、大

勢
で
称
え
た
い
人
、寝
る
時
が
称
え
や
す
い
人
な
ど
色
々

で
し
ょ
う
が
、法
然
上
人
は
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
い
い
で
す

よ
、と
仰
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、念
仏
を
称
え
て
い
て
眠
く

な
っ
た
ら
寝
て
も
い
い
と
ま
で
仰
っ
て
い
ま
す
。

　つ
ま
り
、法
然
上
人
は
念
仏
を
称
え
る
こ
と
が
最
優
先

で
、細
か
い
こ
と
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

う
め
子
は
お
檀
家
さ
ん
と
一
緒
に
称
え
た
い
で
す
。

　そ
れ
な
ら
念
法
会
が
い
い
で
す
ね
。と
に
か
く
念
仏
を

実
際
に
称
え
て
み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　現
在
は
コ
ロ
ナ
対
策
で
本
堂
の
扉
を
開
け
換
気
し
て
い

ま
す
が
、扉
を
閉
め
た
暗
闇
の
中
、ろ
う
そ
く
の
灯
り
の
も

と
、木
魚
を
叩
き
な
が
ら
の
念
仏
は
素
晴
ら
し
い
で
す
よ
。

　法
然
上
人
の『
一
枚
起
請
文
』の
中
に「
一
向
に
念
仏

す
べ
し
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。ぜ
ひ
、念
法
会
で
お

念
仏
を
お
称
え
し
て
み
て
下
さ
い
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」念
仏
の
意
味
を
知
っ
て

念
仏
と
法
話
の
会
に
参
加
し
よ
う
!!

京都生まれ京都育ち。元お笑い
芸人の住職です。法然上人ゆか
りの正福寺再興のため日々 勤しん
でおります。ご本尊阿弥陀如来修
復のため全
国津々浦々
へと勧進の
旅を続けて 
おりま す 。

10月12日（水）
法話講師：月城 嘉辰上人
（高知県四万十市 正福寺 住職）

　「
念
仏
と
法
話
の
会
」（
以
下
、

念
法
会
）は
浄
土
宗
が
一
番
大

切
に
す
る
念
仏
を
皆
さ
ん
と
一

緒
に
称
え
、念
仏
の
教
え
を
説

く
法
話
を
聞
く
行
事
で
、年
に

三
回
行
わ
れ
る
梅
窓
院
の
昔
か

ら
あ
る
定
番
の
行
事
で
す
。

　
今
回
、梅
窓
院
広
報
部
の    

マ
ス
コ
ッ
ト
、う
め
子
ち
ゃ
ん
が

お
坊
さ
ん
に
念
仏
に
つ
い
て
聞

き
ま
し
た
。

次回念法会のお知らせ

※詳細は同封チラシをご覧下さい。

《念法会の流れ》
年に3回、2月、6月、10月に開催しています。

※どなたでもご参加できます。

閉会の挨拶

精勤表彰
精勤された方を5回ごとに表彰・記念品を贈呈し、

記念撮影を行います。

法話
他寺からお迎えしたご僧侶に法話をお話し頂きます。

（約70分間・途中休憩あり）

念仏行道で観音堂へ
念仏を称えながら観音堂へ戻ります。

法要の中の念仏一会で木魚を叩きながら念仏を称えます。
別時念仏会

念仏を称えながら本堂への階段を登ります。
エレベーターも利用できます。

念仏行道で本堂へ

開会挨拶
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　梅窓院から徒歩3分、今年の春彼岸号でも取り上げた 
青山グランドホテルの素敵なアフタヌーンティーを今回は  
ご紹介致します。
　ホテルの最上階にあるANDREA ROSSIではランチタイム
に旬の素材を贅沢に使用したアフタヌーンティーが楽しめま
す。「その時期に一番美味しいものを！」をモットーに季節に
よってテーマが変わります。
　その中でも、不動の人気はお店自慢のクレープなのだと
か。昭和レトロを彷彿とさせる一品で、バターの旨味ともっち

りとした生地の相性は抜群です。お食事中に提供される焼き立てのマドレー
ヌもフワフワ、ホクホクでほっぺたが落ちること間違いなし。
　青山の街並みが一望できる夢のような空間でのアフタヌーンティーは優雅
で至福の時間になることでしょう。お参りの際には、ぜひ足を運んでみて下さい。

梅窓院通信 No.1207

秋の深まりとともに菊の花が見
ごろを迎え、各地で菊花展・菊まつ
りが盛大に開催されます。菊は花
卉の中でもっとも高貴な花として
尊ばれ「百草王」と称されて、観賞
用として、同時に薬餌としても、延
命の効ありと親しまれていました。
夜、菊の花に綿をかぶせ、花の露と
香りを綿にしみこませて得た“菊
水”を飲めば、長生きすると伝えら
れ、菊の花の香りを含んだ綿を焚
いてお酒の燗をして飲む慣わしが
ありました。『飲食事典』によると、
九月九日の重陽に菊花の宴が行わ
れる慣わしは平安時代からあり、こ
の日賜るお酒を菊酒と名づけ、延
命の縁起を祝っていました。
本草書によると、菊の花には体
にこもった熱を冷まし、体内に残っ
ている古い血を除いて血行をよく
する働きがあり、結膜炎、高血圧、
慢性肝炎、風邪の頭痛などを改善
する効能があります。
また、紫色の色素ナスニンには
抗酸化作用、老化防止作用があり、
黄菊には食中毒を防ぐ抗菌作用、
めまい、頭痛、結膜炎など上部の熱
を治す働きがあります。干した菊花
を枕にすれば、頭や目の病気を除
く（本朝食鑑）ともあります。
刺身に添える小粒の黄菊（坂本
菊）は、江戸時代鮮度の落ちた魚に
もっぱら使われ、食べても食あたり
しないようにとの心配りでした。
茹で卵の殻をむき、中央部に周
囲から小刀でジグジグ形に切れ目
を入れ、手のひらで押しつぶすと花
型になり、これを「菊玉子」といいま
す。

参考『江戸料理事典』
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次回は「秋の季語」でご自由にお詠み下さい。10月21日（金）を締切り、
令和5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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営業時間／アフタヌーンティー12:00～17:00
（15:00 L.O.）

定休日／火曜日
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、   
店舗の営業時間が変更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／60席　
住所／東京都港区北青山2-14-4

青山グランドホテル20F
TEL／03-6271-5429

「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。

店内は開放的かつエレガントな空間で時間を忘れさせてくれます。

飲食店を経営されているお檀家様へ

夏限定のメニュー「Summe r 
Peach Afternoon Tea」♪名物の
クレープやジューシーな桃のデ
ザートが楽しめます。
※写真は2名様用です。

ANDREA ROSSI
アンドレア ロッシ

参
道

梅窓院

青山通り

銀座線外苑前駅
1a出口ファミリーマート

至赤坂

外苑前
郵便局

外苑西通り
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梅窓院通信 No.120 6

朗らかな笑顔が素敵な
今日も郡上八幡を盛り上げるために頑張っています！

〒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

六角の釜でとちの実煎餅を焼く

　旅先で名産品を味わったり、お土産品を買うのは 
旅行ならではの楽しみ。郡上八幡にも色 な々名産品が
ありますが、今回は「とちの実せんべい」の野田軒製菓
舗さんを訪れ、郡上八幡観光協会の専務理事にも  
就かれている　　　　にお話を伺いました。

◆本日はよろしくお願い致します。さて、郡上の伝統
菓子、とちの実せんべいを焼きたてで頂きましたが、
美味しいですね。
　　 　　　　　 　　 　　 　ありがとうございます。
そう言って頂けるのが一番です。
◆ほんのり甘いのは、とちの実の甘さですか。
　　　いいえ、とちの実は灰汁が強い実で、アク抜
きが大変です。その実を砕いて、ザラメを加えてお
煎餅にしています。
◆そうなのですか。この甘さ加減と、ほどよい硬さは
　　さんの腕ということですね。
　　　そうですね（笑）。
◆焼き方に特徴はあるのですか。
　　　はい、うちは昔からの六角の釜を使っています。
私が生まれる25年前、昭和28年からの釜で、もう70年
になりますね。
◆　　さんで何代目ですか。
　　　三代目です。祖父が大正14年に創業しました。
◆梅窓院の春彼岸物産展やインターネットでも「とち
の実せんべい」は販売されていますね。
　　　はい、焼きたてとはいきませんが、多くの方に食
べてもらいたいですからね。
◆本業以外に、郡上八幡の観光協会の専務理事も
務められていると伺いました。
　　　一昨年からですが、行事のまとめ役などが主な
仕事です。

◆郡上八幡は多くの観光客が訪れますが、その魅力
は何でしょうか。
　　　私は学生時代、大阪に住んでいましたが、思い
のほか近所付き合いが盛んで、ここ郡上八幡と似てい
ました。
　郡上八幡は観光地でもありますが、生活の場です。
いわゆる見せる観光地、作られた観光地ではなく、生活
が根付いた空間なのです。これが魅力だと思います。
◆なるほど。地元でのお付き合いはやはりお店の経
営者など商売をされている方が多いのですか。
　　　有名な宗祇水のあるのが本町で観光メインの
地区、新町は昔からの商店街、どちらにも色々なお店
がありますが、そうした方 と々のお付き合いが多くなりま
すね。ブランドや商売の仕方は違っても物作りをする根
本は一緒ですから。
◆そうした方 と々様々な行事を主催されているので
すね。
　　　郡上八幡の自然や歴史を素材にする行事で、
夏は小駄良川のライトアップ、春秋は行楽、冬には餅つ
きをしています。自分たちが企画し動き出しますが、地
元の子供たちや町の方にも協力、参加してもらってい
ます。コミュニティでやることと老若男女の交流が目的
で、行事そのものは手段、といってもいいですね。
◆人との繋がりを大切にするのが、郡上八幡なので
すね。
　　　距離感が近い関係には面倒な所もないとは言
いませんが、先を見据えて一緒に何かをやることは大
切ですし、その大切さを共有できているのが私たちの
町ですね。
◆今日は郡上八幡のさらなる魅力を教えて頂きまし
た。ありがとうございました。

そう ぎ すい

こ だ ら がわ
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菓子、とちの実せんべいを焼きたてで頂きましたが、
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　　 　　　　　 　　 　　 　ありがとうございます。
そう言って頂けるのが一番です。
◆ほんのり甘いのは、とちの実の甘さですか。
　　　いいえ、とちの実は灰汁が強い実で、アク抜
きが大変です。その実を砕いて、ザラメを加えてお
煎餅にしています。
◆そうなのですか。この甘さ加減と、ほどよい硬さは
　　さんの腕ということですね。
　　　そうですね（笑）。
◆焼き方に特徴はあるのですか。
　　　はい、うちは昔からの六角の釜を使っています。
私が生まれる25年前、昭和28年からの釜で、もう70年
になりますね。
◆　　さんで何代目ですか。
　　　三代目です。祖父が大正14年に創業しました。
◆梅窓院の春彼岸物産展やインターネットでも「とち
の実せんべい」は販売されていますね。
　　　はい、焼きたてとはいきませんが、多くの方に食
べてもらいたいですからね。
◆本業以外に、郡上八幡の観光協会の専務理事も
務められていると伺いました。
　　　一昨年からですが、行事のまとめ役などが主な
仕事です。

◆郡上八幡は多くの観光客が訪れますが、その魅力
は何でしょうか。
　　　私は学生時代、大阪に住んでいましたが、思い
のほか近所付き合いが盛んで、ここ郡上八幡と似てい
ました。
　郡上八幡は観光地でもありますが、生活の場です。
いわゆる見せる観光地、作られた観光地ではなく、生活
が根付いた空間なのです。これが魅力だと思います。
◆なるほど。地元でのお付き合いはやはりお店の経
営者など商売をされている方が多いのですか。
　　　有名な宗祇水のあるのが本町で観光メインの
地区、新町は昔からの商店街、どちらにも色々なお店
がありますが、そうした方 と々のお付き合いが多くなりま
すね。ブランドや商売の仕方は違っても物作りをする根
本は一緒ですから。
◆そうした方 と々様々な行事を主催されているので
すね。
　　　郡上八幡の自然や歴史を素材にする行事で、
夏は小駄良川のライトアップ、春秋は行楽、冬には餅つ
きをしています。自分たちが企画し動き出しますが、地
元の子供たちや町の方にも協力、参加してもらってい
ます。コミュニティでやることと老若男女の交流が目的
で、行事そのものは手段、といってもいいですね。
◆人との繋がりを大切にするのが、郡上八幡なので
すね。
　　　距離感が近い関係には面倒な所もないとは言
いませんが、先を見据えて一緒に何かをやることは大
切ですし、その大切さを共有できているのが私たちの
町ですね。
◆今日は郡上八幡のさらなる魅力を教えて頂きまし
た。ありがとうございました。

そう ぎ すい

こ だ ら がわ
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お檀家さんに伺いました

コロナの影響で3年ぶりに大法要・御説教に参列
することができ、久しぶりにお念仏を聞いて、やは
り梅窓院の法要は迫力がありとても圧倒されま
した。
今回の御説教でお話しされていた長老が主人の
葬儀を務めて頂いたご僧侶で、当時ご親切にし
て頂きましたことを思い出しました。
また、戦災前からお世話になっているので昔の
建物など境内のことを良く覚えていますが、今で
は現代的な寺院となりとても驚いております。

令和4年 大施餓鬼会法要にて

『懐かしい思い出を大切に』

発 行
発 行 日
発 行 人
編 集
住 所

電 話
Ｆ  Ａ  Ｘ
ホームページ
E -Ma i l
題 字

梅窓院
令和4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

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。
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岸
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。

   
梅
窓
院
第
二
十
五
世
　中
島 

真
成

住
職
挨
拶

ぎ
ょ

秋の訪れが最勝宝塔を彩ります。

き

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

2022/09/01
No.120

年4回掲載の「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19日（土）
※詳しくは十夜号をご覧下さい。

第81回 念仏と法話の会
10月12日（水）
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

秋彼岸会法要
9月23日（金・祝）
寄席　午後1時～　祖師堂
法要　午後2時～　祖師堂

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

現在、一律5万円の護寺費につきまして再改定をさせて頂きます。詳細につ
きましては対象の方に別紙を同封致しましたので、必ずご覧下さいますようお
願い申し上げます。対象となられる方は護寺費を納めて頂いている檀家様に
なります。

梅窓院よりお知らせ

護寺費の再改定のお願い

※最勝宝塔会員・信徒会員・檀家以外の墓地代表者の方は今回の改定の対象外です。

梅窓院住職　中島真成

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）

112,479

30,511

118,033

261,023

3,821
14,755
180,653
14,201
41,564
6,029

261,023合　計合　計

梅
窓
院
よ
り
会
計
の
ご
報
告

梅窓院では10月より「令和4年
度後期仏教講座」を開講します。
今年度後期は4名の先生が担当
します。どうぞお気軽にご参加下
さい。
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

令和4年度
仏教講座のご案内後期

自　令和  3年4月 1 日
至　令和  4年3月31 日


