
　
住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世

　
中
島 

真
成

　
今
年
も
は
や
半
ば
を
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
皆
さ
ん
、
お
元
気
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
四
月
に
御
忌
と
呼
ば
れ
る
法
然
上
人
の

法
要
が
浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
で
勤
め
ら
れ
ま

し
た
。
三
、
四
日
に
詠
唱
大
会
が
開
か
れ
、
梅

窓
院
も
本
尊
前
で
奉
納
し
ま
し
た
が
、
そ
の
写

真
が
上
の
表
紙
の
写
真
で
す
。
詠
唱
に
つ
い
て

は
本
紙
の
記
事
を
ご
覧
下
さ
い
。

　
ま
た
五
日
と
六
日
に
は
随
喜
と
い
い
ま
す
が
、

私
も
法
要
の
末
席
を
け
が
し
、
読
経
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
御
忌
で
は
お
練
と
い
っ
て
増

上
寺
前
の
道
路
を
、
そ
れ
こ
そ
侍
姿
や
お
稚
児

さ
ん
、
火
消
し
の
め
組
、
そ
し
て
ご
詠
歌
（
詠

唱
）
と
お
坊
さ
ん
が
行
列
を
作
っ
て
歩
く
の
で

す
が
、
五
日
は
大
雨
で
中
止
、
六
日
は
快
晴
で

無
事
で
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
運
不
運
を
目
の
当

た
り
に
し
た
今
年
の
御
忌
で
し
た
。

　
仏
教
で
は
雨
を
甘
露
と
い
い
ま
す
。
実
際
に

甘
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
雨
の
お
か
げ
で
生
命

が
育
ま
れ
る
と
、
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
こ

う
呼
ぶ
の
で
す
。
で
す
が
、
お
練
が
で
き
な
か
っ

た
五
日
は
恨
み
の
雨
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
三
年
目
を
迎
え
た
今
年
、
参
道
の
竹
林
に
た

く
さ
ん
の
竹
の
子
が
芽
を
出
し
ま
し
た
。
こ
ち

ら
は
甘
露
の
お
か
げ
で
す
が
、
同
じ
雨
な
の
に

人
間
は
自
分
の
都
合
で
善
い
雨
、
悪
い
雨
を
決

め
て
し
ま
い
ま
す
。

　
さ
て
、
今
年
は
梅
窓
院
に
新
人
が
入
り
ま
し

た
。
二
人
の
お
坊
さ
ん
と
三
人
の
女
性
職
員
で

す
。
み
ん
な
可
愛
い
竹
の
子
で
す
。
ど
う
ぞ
、

み
な
さ
ん
で
恵
み
の
雨
を
そ
そ
い
で
下
さ
い
。
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増上寺御忌詠唱奉納大会
　4月3日・4日の2日間、増上寺大殿にて、約120の

寺院・詠唱会の参加による増上寺御忌詠唱奉納大

会が盛大に行われました。梅窓院詠唱会は「京都

法然寺の御詠歌」を奉納致しました。

ぎ
ょ

ず
い
き

ね
り

か
ん

ろ

き



　
専
用
の
籐
椅
子
に
深
々
と
腰
を
下

ろ
し
て
足
を
組
み
、
左
の
掌
を
右
の

脇
の
下
で
挟
み
な
が
ら
、
葉
巻
を
右

手
に
ゆ
っ
く
り
と
く
ゆ
ら
す
。
故
ジ
ャ

イ
ア
ン
ト
馬
場
の
お
得
意
の
ポ
ー
ズ

で
あ
る
と
い
う
。

　
何
で
も
馬
場
の
葉
巻
好
き
は
プ
ロ

レ
ス
フ
ァ
ン
の
常
識
で
あ
る
そ
う
だ
。

彼
ら
の
脳
裏
に
は
馬
場
と
葉
巻
が
セ
ッ

ト
で
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
あ
る
時
、
馬
場
は
み
ず
か
ら
葉

巻
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
昭
和
六
十
三
年
秋
、
某
テ
レ
ビ
局

で
始
ま
っ
た
ク
イ
ズ
番
組
に
馬
場
は

セ
ミ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
の
解
答
者
と
し
て

出
演
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
司
会
は

フ
リ
ー
に
な
っ
た
ば
か
り
の
逸
見
政

孝
。
逸
見
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
多
彩

な
解
答
者
の
な
か
で
も
異
彩
を
放
つ

馬
場
の
存
在
感
が
あ
っ
て
か
、
そ
の

番
組
は
い
つ
し
か
人
気
長
寿
番
組
に

成
長
し
た
。

　
し
か
し
好
事
魔
多
し
と
い
う
べ
き

か
、
数
年
後
、
逸
見
は
癌
に
冒
さ
れ

番
組
を
降
板
。
番
組
は
残
っ
た
メ
ン

バ
ー
で
逸
見
の
復
帰
を
待
つ
こ
と
に

な
っ
た
。

　
そ
ん
な
時
、
番
組
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

が
馬
場
の
あ
る
変
化
に
気
が
つ
い
た
。

い
つ
も
控
室
で
美
味
し
そ
う
に
葉
巻

を
吸
う
姿
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
な
く
馬
場
の
関
係
者
に
聞

い
て
み
る
と
、
「
じ
つ
は
逸
見
さ
ん

が
入
院
し
た
時
か
ら
葉
巻
を
や
め
て

い
る
ん
で
す
。
治
っ
て
ほ
し
い
と
願

か
け
し
て
…
」
と
の
こ
と
。

　
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
問
い
詰
め
に

馬
場
は
「
ボ
ク
に
で
き
る
こ
と
は
こ

れ
く
ら
い
し
か
な
い
か
ら
ね
」
と
呟

く
の
で
あ
っ
た
。

　
逸
見
も
馬
場
の
葉
巻
好
き
は
先
刻

承
知
。
こ
の
願
か
け
を
伝
え
聞
い
た

逸
見
は
も
の
す
ご
く
喜
ん
だ
そ
う
で

あ
る
。

　
病
気
の
原
因
や
発
病
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
医
学
上
き

わ
め
て
重
要
だ
。

　
し
か
し
「
他
の
誰
で
も
な
い
、
な

ぜ
こ
の
私
が
病
に
冒
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
。
」
と
い
う
病
人
の

問
い
か
け
に
、
は
た
し
て
救
い
と
な

る
答
え
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な

病
で
あ
れ
、
発
病
す
れ
ば
、
そ
の
現

実
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
な
ぜ
こ
の
私
が
」
と
自
分
や
他
人

を
責
め
る
よ
り
、
病
と
い
う
現
実
を

受
け
容
れ
、
病
と
闘
う
し
か
な
い
の

で
あ
る
。

　
仏
教
の
極
意
を
表
現
し
た
と
さ
れ

る
言
葉
が
あ
る
。

　
　
諸
悪
莫
作
　
衆
善
奉
行

　
　
自
浄
其
意
　
是
諸
仏
教

　
悪
事
を
は
た
ら
か
ず
、
善
い
こ
と

を
積
み
重
ね
よ
。
そ
う
す
れ
ば
お
の

ず
と
心
が
清
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
が

御
仏
方
の
教
え
に
他
な
ら
な
い
、
と

の
意
だ
。

　
の
ち
の
ち
心
が
苦
し
く
な
る
行
為

を
悪
、
反
対
に
心
が
楽
に
な
る
行
為

を
善
と
私
は
考
え
て
い
る
が
、
な
ぜ

病
気
に
な
っ
た
の
か
、
自
分
を
責
め

た
り
、
他
人
を
責
め
る
の
は
結
果
的

に
悪
だ
と
思
う
。
ま
し
て
「
摂
生
し

な
か
っ
た
」
「
も
っ
と
早
く
病
院
に
」

と
か
病
人
や
家
族
を
責
め
る
の
は
言

語
道
断
で
あ
る
。

　
馬
場
は
逸
見
の
た
め
に
願
か
け
し

て
大
好
き
な
葉
巻
を
絶
っ
た
。
逸
見

は
馬
場
の
心
遣
い
を
糧
に
病
に
立
ち

向
か
う
勇
気
を
得
た
。
現
実
か
ら
一

歩
も
逃
げ
出
さ
な
い
勇
気
。
仏
教
の

用
語
で
こ
れ
を
「
精
進
」
と
い
う
。

一
方
、
逸
見
の
苦
し
み
を
少
し
で
も

理
解
し
よ
う
と
し
た
馬
場
の
行
為
は

「
同
事
」
に
当
た
る
。
同
事
と
は
、

同
じ
目
線
で
相
手
に
寄
り
添
い
協
力

す
る
と
い
う
仏
道
修
行
の
こ
と
で
あ

る
。

　
闘
病
を
重
ね
る
病
人
と
看
護
り
続

け
る
者
。
精
進
と
同
事
の
関
係
で
あ

れ
ば
、
お
互
い
心
を
清
め
合
う
は
ず

で
あ
る
。（

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員
）

梅窓院通信 No.27 2

行道して本堂へ
向かいます。

春彼岸法要
3月21日　梅窓院本堂

念仏と法話の会
3月6日　梅窓院本堂

長
野
市
十
念
寺 

副
住
職 

 

袖
山  

榮
輝 

上
人

闘
う
カ
タ
チ

　   

〜 

同
事
と
精
進 

〜

法
話 

一心に念仏を称えます。本堂にて春彼岸会法要が執り行われました。
あたたかい陽気に誘われて、
大勢の方々がお墓参りに訪れました。

入船亭扇好師匠による一席。
彼岸寄席も年々盛況で賑やかに
なりました。満員御礼申し上げます。

三
・
四
月
の

　
行
事
報
告

　
第
四
回
（
四
回
連
載
）
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三
界
万
霊
に
施
し
福
徳
延
寿
を
願
う

お
盆
と
は

　
正
式
に
は
「
盂
蘭
盆
会
」
と
い
い
ま
す
。

そ
の
昔
、
お
釈
迦
様
の
弟
子
の
一
人
で
あ

る
目
連
が
、
そ
の
教
え
に
従
い
、
餓
鬼
道
（
地

獄
の
一
つ
）
に
落
ち
た
亡
き
母
を
救
っ
た
、

と
い
う
故
事
か
ら
由
来
し
て
い
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
今
で
は
家
々
に
先
祖
代
々
の
霊
を
、
精

霊
棚
を
作
っ
て
お
迎
え
し
、
家
族
親
戚
が

集
ま
り
感
謝
供
養
す
る
行
事
と
な
っ
て
い

ま
す
。

精
霊
棚
（
し
ょ
う
り
ょ
う
だ
な
）

　
ご
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
た
め
、
精
霊
棚

を
作
り
ま
す
。
し
か
し
住
宅
事
情
に
よ
り

精
霊
棚
を
設
け
ず
に
、
お
仏
壇
に
盆
提
灯

を
飾
り
、
お
花
や
お
供
え
物
を
普
段
よ
り

多
め
に
し
、
精
進
料
理
を
供
え
た
仏
膳
（
霊

供
膳
）
な
ど
を
供
え
る
こ
と
も
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。

お
棚
経
（
た
な
ぎ
ょ
う
）

　
お
盆
に
僧
侶
が
ご
自
宅
ま
で
お
伺
い
し
、

ご
先
祖
さ
ま
の
霊
を
弔
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。

精
霊
棚
の
前
で
読
経
し
て
い
た
こ
と
か
ら
「
お

棚
経
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　
梅
窓
院
で
は
新
盆
を
迎
え
ら
れ
る
お
檀

家
さ
ま
の
ご
自
宅
に
お
伺
い
致
し
ま
す
。

盂
蘭
盆
会
法
要
（
う
ら
ぼ
ん
え
）

　
梅
窓
院
で
の
盂
蘭
盆
会
法
要
は
七
月
十

三
日
に
ご
ざ
い
ま
す
。
本
堂
に
て
ご
先
祖

さ
ま
の
ご
回
向
を
致
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご

家
族
皆
さ
ま
で
お
参
り
下
さ
い
。

施
餓
鬼
と
は

　
無
数
の
餓
鬼
に
食
物
を
施
し
て
供
養
し
た

功
徳
に
よ
り
、
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
出
来

た
阿
難
（
お
釈
迦
様
の
弟
子
の
一
人
）
の
説

話
に
よ
る
行
事
で
す
。
ご
自
身
の
ご
先
祖
様

だ
け
で
な
く
一
切
全
て
の
生
物
の
霊
を
慰
め
、

合
わ
せ
て
自
身
の
福
徳
延
寿
を
願
い
ま
す
。

　
法
要
で
は
、
半
斎
供
養
（
全
て
の
霊
に
ご

飯
を
お
供
え
す
る
儀
式
）
を
行
い
、
そ
の
後

私
た
ち
も
同
じ
ご
飯
を
頂
き
ま
す
。

盂
蘭
盆
会
回
向
お
申
込
み
方
法

【 

回
向
紙 

】

　
　
御
回
向
料
　
一
枚
　
三
千
円

・
同
封
の
回
向
紙
に
ご
記
入
の
上
、
受
付

へ
お
持
ち
下
さ
い
。

・
一
枚
に
つ
き
、
一
霊
の
ご
回
向
を
し
ま

す
。

【 

御
塔
婆 

】

　
　
御
回
向
料
　
一
本
　
七
千
円

・
お
塔
婆
を
ご
希
望
の
方
は
、
受
付
ま
で

ご
連
絡
下
さ
い
。

施
餓
鬼
塔
婆
お
申
込
み
方
法

【 

御
塔
婆 

】

　
　
御
回
向
料
　
一
本
　
一
万
円

・
同
封
の
ハ
ガ
キ
に
ご
記
入
の
上
七
月
七

日
必
着
で
お
申
込
み
下
さ
い
。

・
施
餓
鬼
会
法
要
に
参
加
さ
れ
る
方
は
、

出
席
人
数
も
合
わ
せ
て
ご
記
入
下
さ
い
。

（
当
日
、
出
席
人
数
分
の
お
弁
当
を
ご

用
意
致
し
ま
す
。
）

・
御
回
向
料
は
、
同
封
の
振
込
用
紙
で
郵

便
局
に
て
お
支
払
頂
く
か
、
受
付
ま
で

お
持
ち
下
さ
い
。

施
餓
鬼
会
法
要
（
塔
婆
回
向
）

　
午
前
九
時
〜
　
　
　
祖
師
堂

別
時
念
仏
会
／
半
斎
供
養

　
午
前
十
一
時
〜
　
　
本
　
堂

お
斎
（
お
食
事
を
頂
き
ま
す
）

　
午
前
十
二
時
〜
　
　
観
音
堂

御
説
教

　
午
後
一
時
〜
　
　
　
祖
師
堂

　
　
講
師
　
宮
城
教
区
　
往
生
寺
住
職

　
　
　
　
　  

豊
島
瑞
俊 

上
人

大
施
餓
鬼
会
法
要

　
午
後
二
時
〜
　
　
　
祖
師
堂

べ
つ

は
ん
さ
い

よ
う

じと
き

え

く

ね
ん
ぶ
つ

お
施
餓
鬼
　
七
月
二
十
一
日
（
金
）

せ

が

き

お
盆
　
七
月
十
三
日
（
木
）

ご
先
祖
様
に
感
謝
と
供
養
を

盂
蘭
盆
会
法
要
　
午
前
十
時
半
〜
　
　
本
堂

う

ら

え

ぼ
ん

※
長
時
間
に
渡
る
為
、
途
中
参
加
も
可
能
で
す
。

※
本
年
度
よ
り
塔
婆
回
向
（
お
名
前
の
読
み
上
げ
）

は
午
前
九
時
か
ら
の
法
要
で
行
い
ま
す
。

※
全
法
要
終
了
後
に
お
塔
婆
を
お
渡
し
致
し
ま
す
。

〝
せ
が
き
子
ど
も
ひ
ろ
ば
〞
の
ご
案
内

　
お
施
餓
鬼
当
日
、
梅
窓
院
内
に
「
子
ど
も
ひ

ろ
ば
」
を
設
け
ま
す
。
か
み
し
ば
い
や
絵
本
の

朗
読
な
ど
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
楽
し
み
な
が

ら
お
寺
に
ふ
れ
る
よ
い
機
会
で
す
。
ど
う
ぞ
お

立
ち
寄
り
下
さ
い
。

※
詳
し
く
は
事
前
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

あ

だ
ん



　
現
代
の
生
活
に
多
く
の
影
響
を
残
し
て
い
る
仏
教
。

聖
徳
太
子
が
鎮
護
国
家
の
柱
と
し
て
取
り
入
れ
た
仏
教
は
、

同
時
に
日
本
文
化
の
礎
に
も
な
り
ま
し
た
。

　
各
種
伝
統
芸
能
は
も
ち
ろ
ん
、
日
常
で
使
う
言
葉
、

さ
ら
に
音
楽
も
そ
の
源
を
た
ど
れ
ば
、
そ
こ
に
は
仏
教
が

あ
り
ま
す
。
今
号
で
は
仏
教
音
楽
の
中
で
も
、
梅
窓
院
で

も
同
好
会
が
あ
る
詠
唱
を
特
集
し
ま
す
。

　
そ
う
、
普
段
か
ら
梅
窓
院
の
法
要
で
唱
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
み
な
さ
ん
、
覚
え
て
い
ま
す
か
？
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宗
祖
法
然
上
人
の
心
を
伝
え
る

詠
　
唱

月
か
げ
の

い
た
ら
ぬ
里
は

な
け
れ
ど
も

な
が
む
る
人
の

心
に
ぞ
す
む

　  

宗
歌
「
月
か
げ
の
御
詠
歌
」

　
　
　
　
　
法
然
上
人
　
御
作

詠
唱
の
三
要
素

ご
詠
歌

浄
土
宗
を
開
い
た
法
然
上
人
が
詠
ん

だ
和
歌
の
こ
と
。
宗
祖
さ
ま
直
々
の

和
歌
が
主
で
あ
る
と
い
う
他
宗
に
は

な
い
大
き
な
誇
り
の
あ
る
こ
と
で
す
。

ご
和
讃

お
彼
岸
や
お
十
夜
な
ど
宗
教
行
事
の

意
義
で
あ
り
、
由
来
、
解
説
な
ど
が

歌
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
行
事

の
主
旨
が
理
解
さ
れ
、
そ
の
功
徳
を

も
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

お
　
舞

ご
詠
歌
や
ご
和
讃
に
あ
わ
せ
て
舞
う

こ
と
。
功
徳
や
、
感
激
を
身
体
で
表

現
し
ま
す
。
大
き
く
分
け
て
日
本
舞

と
洋
舞
が
あ
り
ま
す
。
何
も
使
わ
な

い
場
合
と
、
扇
、
鈴
、
鈴
鉦
の
道
具
、

仏
具
、
旗
、
な
ど
色
々
な
も
の
を
持
っ

て
お
舞
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

え
いわ

さ
ん か

え
い

し
ょ
う

法然上人 作詞

題
意
　
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
の
光
は
す
べ
て

の
世
界
を
照
ら
し
、
お
念
仏
す
る
人
を
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春彼岸会法要では「彼岸和讃」を奉納しました。増上寺境内に建てられている「詠唱発祥の地」の碑。

詠唱は念仏を支える助業

　浄土宗では念仏を声を出して称えることを唯

一の行とします。ですから、それ以外のことは念仏

を称えるための手助けと考えます。この詠唱、ま

たは雅楽や布教、法式といったものも、最終的に

は念仏を称えるためのもの、ということになります。

詠唱は奉納するもの

　ご存知にように念仏は、南無阿弥陀仏と称え

ます。その意味は阿弥陀さまという仏様にお願い

します、お任せします、ということで、来世で阿弥陀

さまの国、極楽浄土に生まれ変わるためのもので

す。ですから詠唱は念仏の助業として仏様に奉

げるもの、奉納するものなのです。

　
浄
土
宗
で
は
敗
戦
後
の
混
乱
で
生
き
て
い
く
希

望
と
し
て
人
々
の
気
持
ち
を
救
う
た
め
、
ひ
と
つ

の
光
と
し
て
詠
唱
を
普
及
す
る
こ
と
に
勤
め
ま
し
た
。

　
浄
土
宗
吉
水
講
詠
唱
の
発
祥
の
地
は
浄
土
宗
大

本
山
増
上
寺
で
す
。

　
従
来
の
詠
讃
歌
は
世
の
無
常
、
哀
悼
哀
愁
が
主

で
し
た
が
、
吉
水
流
で
は
宗
祖
さ
ま
の
和
歌
、
年

中
行
事
、
歴
代
祖
師
を
讃
仰
す
る
歌
詞
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
詠
唱
は
「
唱
え
る
」
と
言
い
「
歌
う
」
と
は
言

い
ま
せ
ん
。
詩
の
意
味
を
十
分
に
汲
み
取
り
、
心

を
入
れ
て
唱
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
ま
た
「
お
舞
」
と
言
い
「
踊
る
」
と
は
言
い
ま

せ
ん
。
ご
奉
納
す
る
こ
と
で
、
心
が
穏
や
か
に
な

り
自
然
に
合
掌
し
お
念
仏
を
す
る
身
に
な
ら
せ
て

い
た
だ
け
ま
す
。
そ
う
い
う
大
き
な
功
徳
を
頂
戴

で
き
る
の
が
最
大
の
魅
力
で
す
。

　
ま
た
、
五
線
譜
や
図
表
で
の
お
稽
古
で
す
が
本

来
は
譜
面
で
は
表
し
に
く
く
微
妙
な
流
れ
や
音
程

が
あ
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
音
楽
が
で
き
れ
ば
簡
単
と
い
う
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
逆
に
音
楽
が
で
き
な
く

て
も
、
十
分
楽
し
め
る
の
が
詠
唱
な
の
で
す
。

す
べ
て
救
い
と
り
、
決
し
て
見
捨
て
は

な
さ
い
ま
せ
ん
。

大
意
　
月
の
光
は
、
山
に
も
里
に
も
隈
無
（
く

ま
な
）
く
照
ら
し
て
い
ま
す
が
、
た
だ

こ
れ
を
眺
め
る
人
だ
け
に
美
し
く
澄
ん

だ
月
を
賞
で
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
同

じ
よ
う
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
す
べ
て
の

人
を
救
お
う
と
さ
れ
る
お
慈
悲
の
光
は
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
御
心
を
い
た
だ
い
て
お

念
仏
を
申
す
人
の
み
に
宿
り
住
（
じ
ゅ
う
）

し
澄
み
わ
た
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
っ

か
り
お
念
仏
に
励
み
な
さ
い
。
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お
稽
古
ス
タ
ー
ト

　
午
後
二
時
前
後
、
ぞ
く
ぞ
く
と

講
員
さ
ん
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

皆
さ
ん
お
し
ゃ
べ
り
に
花
が
咲
き
、

和
や
か
な
雰
囲
気
で
す
。

　
全
員
で
お
念
仏
を
お
称
え
し
て

か
ら
お
稽
古
開
始
で
す
。
ま
ず
は

道
具
の
持
ち
方
か
ら
。「
立
ち
打

ち
」
と
い
う
、
立
っ
て
唱
え
る
時

の
作
法
を
教
わ
り
ま
す
。

　
左
手
に
「
鈴
鉦
（
レ
イ
シ
ョ
ウ
）」、

右
手
に
「
撞
木
（
シ
ュ
モ
ク
）」（
鈴

鉦
を
打
つ
棒
）
を
持
っ
て
胸
の
前

で
か
ま
え
ま
す
。
こ
の
姿
勢
を
キ
ー

プ
す
る
の
は
意
外
と
大
変
！ 

正

し
い
姿
勢
で
な
い
と
、
美
し
く
持

て
ま
せ
ん
。

左
手
で
チ
リ
ン
、
右
手
で
カ
ー
ン

　
き
ち
ん
と
鈴
鉦
と
撞
木
が
持
て

た
ら
、
早
速
お
唱
え
で
す
。
し
か

し
、
鈴
鉦
を
「
振
る
」
と
、「
叩

く
」
の
二
種
類
の
音
を
出
し
な
が

ら
の
お
唱
え
は
、
想
像
以
上
に
忙

し
い
…
。
鈴
鉦
を
上
手
く
叩
け
ま

せ
ん
。「
慣
れ
る
ま
で
、
上
手
く

鈴
鉦
を
叩
け
な
く
て
も
い
い
の
で

す
よ
。
そ
れ
よ
り
姿
勢
が
大
事
で

す
」
と
、
先
生
は
に
っ
こ
り
。

気
持
ち
の
よ
い
「
お
唱
え
」

　
何
度
か
お
唱
え
す
る
と
、
だ
ん

だ
ん
声
も
大
き
く
出
せ
る
よ
う
に
。

　
自
然
と
緊
張
も
ほ
ぐ
れ
、
次
第

に
声
と
鈴
の
音
の
重
な
り
が
、
気

持
ち
よ
く
身
体
に
響
い
て
き
ま
す
。

　
気
が
つ
く
と
二
時
間
の
お
稽
古

が
あ
っ
と
い
う
間
。
終
っ
た
後
の

清
々
し
さ
に
、
声
を
出
す
こ
と
の

心
地
よ
さ
を
実
感
。
皆
さ
ん
も
爽

や
か
な
表
情
で
す
。

詠
唱
の
魅
力
と
は
・
・
・

　
現
役
の
講
員
さ
ん
に
、
詠
唱
の

魅
力
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た
。

　
そ
ろ
っ
て
「
元
気
に
な
る
の
よ
」

「
気
持
ち
が
い
い
わ
ね
」
と
い
う

お
答
え
。
声
を
出
す
こ
と
は
、
心

の
健
康
に
も
良
さ
そ
う
で
す
。「
詠

唱
会
を
通
じ
て
お
友
達
の
和
が
広

が
っ
た
」
と
い
う
声
も
。
梅
窓
院

入
檀
が
き
っ
か
け
で
詠
唱
を
始
め

た
方
も
多
く
、
新
た
な
出
会
い
の

場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
ペ
ー

ス
で
楽
し
ん
で
続
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
百
聞
は
一
見
に
し
か

ず
。
ぜ
ひ
一
度
、
詠
唱
を
体
験
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

平
成
十
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
梅
窓
院
詠
唱
会
。現
在
約
三
十
名
の
会
員
で
活
動
中
で
す
。

お
稽
古
は
毎
月
二
回
、皆
さ
ん
熱
心
に
通
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

今
回
は
教
室
に
お
邪
魔
さ
せ
て
頂
き
、実
際
の
お
稽
古
の
様
子
を
お
伝
え
し
て
い
き
ま
す
。

さあ皆さんご一緒に詠唱してみませんか？

梅窓院詠唱会 入会案内

毎月　第2・第4 土曜日
時間　午後2時15分～
　　　　　　　午後4時15分
場所　梅窓院 1階 控室
講師　泉博美（詠唱教司1級）
毎月お茶代として 1,000円
※椅子席でのお稽古になります。

お問合せ 梅窓院 03-3404-8447

｢立ち打ちの作法｣

　詠唱は正座で唱える時と、立って唱える時

では道具の持ち方などが多少違ってきます。

　ここでは立って唱える ｢立ち打ち｣ スタイ

ルを泉先生に実演して頂きました。

　持つ
　かまえて
　振り上げて
　斜めにおろして
　打つ

1

2

3

4

5

5

1 2

3 4



◎
特
選

™

献
灯
の
燭
ゆ
れ
や
ま
ず
春
隣 

（
評
）薄
あ
か
り
の
中
で
揺
れ
つ
づ
け
る
と
も
し
び
に
春
近
し
と
感
じ
て
い
る
、

作
者
の
感
覚
が
よ
く
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

◎
佳
作

™

下
萌
の
陽
の
明
る
さ
に
目
覚
め
け
り 

™

乳
呑
子
の
乳
房
は
な
さ
ず
春
の
月 
™

春
の
雪
立
喰
い
そ
ば
に
舞
い
そ
そ
ぐ 

™

桃
の
花
ほ
こ
ろ
ん
で
ゐ
る
散
歩
道 

™

昼
の
月
群
青
の
空
ひ
と
り
占
め 

™

セ
ッ
ト
の
髪
な
す
す
べ
の
な
し
春
一
番 

™

さ
く
ら
咲
き
潤
う
心
あ
り
に
け
り 

◎
選
者
詠

™

石
仏
に
嘉
永
の
文
字
や
杉
葉
生
ふ 

大
崎 

　
紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

季
語
を
使
う
と
き
に
、余
り
に
予
定
調
和
的
な
使
い
方
は
避
け
た
方
が
い
い
で

し
ょ
う
。
例
え
ば
「
公
園
の
ベ
ン
チ
の
日
差
し
」
と
き
て

「
春
う
ら
ら
」
で
は
、「
そ
ー
ら
、き
た
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
季
語
の
「
春

う
ら
ら
」
を
説
明
す
る
た
め
に
上
五
中
七
が
あ
る
の
だ
、と
思
わ
れ
て
し
ま
う
か

ら
で
す
。
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　「麦秋」（ばくしゅう）と聞
いて季節を言い当てられる人も
少なくなりました。冬に種をま
く麦の収穫期は5月から6月。黄
金色に輝く麦の穂を刈り入れる
時期を「麦秋」といいます。大
麦は古代から「五穀の長」とい
われ、糖尿病に効果があるほか、
内臓の働きを充実させて元気にし、
肌をつややかにするなどの素晴
らしい効能があるといわれてき
ました。飽食・崩食といわれる
今日ほど麦飯の恩恵に感謝しな
ければならない時代はないと思
います。
　ビタミンに対する知識のなかっ
た明治時代、脚気は風土病のよ
うに言われていました。脚気の
原因はビタミンB1の欠乏が原因
です。当時海軍では航海練習中、
乗組員378名中169名が脚気に
おかされ、そのうち23名が死亡
という事件がありました。海軍
医務局長高木兼寛は白米食を麦
飯に、おかずに肉を取り入れる
ことを命じ、脚気患者を一人も
出さずに航海を終らせることに
成功したといいます。
　白米に不足がちなビタミンB1
を補うためには、米麦混合食に
することです。大麦はよく噛む
ことによって、旨みが出て、消
化吸収もよくなります。噛む回
数が多いと歯やあごを丈夫にす
るので成長期の子供たちにも役
立ち、少量で満腹感が得られる
ので、ダイエット効果も期待で
きます。肥満対策や糖尿病の人
には最適な食品と言えます。

食
養
研
究
家

武 

鈴
子

麦
ダ
イ
エ
ッ
ト

選
者
『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』
編
集
長

大
崎 

紀
夫

青
山
に
居
な
が
ら
イ
タ
リ
ア
空
間

　
『
サ
バ
テ
ィ
ー
ニ
』
が
ロ
ー
マ

か
ら
上
陸
し
た
の
は
一
九
八
一
年
。

日
本
で
は
本
格
的
な
リ
ス
ト
ラ
ン

テ
な
ど
無
か
っ
た
時
代
に
青
山
の

地
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　
料
理
の
特
徴
は
素
材
の
持
っ
て

い
る
本
来
の
味
が
引
き
出
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
。
ロ
ー
マ
本
店
の
伝

統
を
継
承
し
な
が
ら
、
日
本
の
旬

の
素
材
も
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　
店
内
の
内
装
も
ロ
ー
マ
本
店
と

一
緒
。
五
感
で
イ
タ
リ
ア
を
感
じ

な
が
ら
食
事
を
し
て
い
る
と
、
つ

い
つ
い
時
が
経
つ
の
も
忘
れ
て
し

ま
い
ま
す
。

　
コ
ー
ス
の
ほ
か
ア
ラ
カ
ル
ト
も

豊
富
。
貸
切
の
際
は
、
予
算
・
内

容
の
相
談
に
の
っ
て
も
ら
え
ま
す
。

　
近
く
に
軽
い
お
食
事
、
テ
イ
ク

ア
ウ
ト
の
で
き
る
ジ
ョ
ベ
ン
ト
ゥ
・

サ
バ
テ
ィ
ー
ニ
も
あ
り
ま
す
。

　
是
非
行
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

　次回は「夏の季語」でご自由にお詠み下さい。7月10日
を締切、9月発送の『秋彼岸号』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。皆さまの投句をお
待ちしております。
〒107-0062　港区南青山2-26-38
梅窓院｢青山俳壇｣投句募集係

　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

青 山 散 歩 道

投句募集 ｢やぶれ傘｣会員募集

イタリアの雰囲気が漂う広 と々した店内

本日のランチコース
4,725円～

料理長のおすすめ
ランチコース
6,825円～

ディナーコース
12,600円～

リ
ス
ト
ラ
ン
テ
・
サ
バ
テ
ィ
ー
ニ

青
山

サバティーニみずほ銀行

青山
ベルコモンズ

郵便局 SUBWAY
梅窓院外

苑
西
通
り

ス
タ
ジ
ア
ム
通
り

青山通り至渋谷 至赤坂

Lunch　11:30-（L.O.14:30）
Dinner   17:30-24:00（L.O.22:30）
住所／東京都港区北青山2-13-5  サンクレストビルB1F
TEL／03-3402-3812　HP／www.sabatini.co.jp

し
ょ
く

は
る
と
な
り

第
二
十
三
回



国指定史跡の青葉城址を散策。
有名な伊達政宗騎馬像もしっかり
見学して参りました。
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6月24日（土）～25日（日）
物産店　午後2時～8時半
おどり　午後5時～8時半
※最終日は午後8時で終了。

6月27日（火）
受付開始　午前12時～
お念仏　　午前12時半～
法　話　　午後2時半（予定）
・法話講師 宮城教区 来迎寺

奥山 清康 上人

7月13日（木）
午前10時半より
本堂棟　1階　観音堂
※詳細は3面をご覧下さい。

7月21日（金）
午前 9時 施餓鬼会法要
午前11時 半斎供養

別時念仏会
午前12時 お斎（御弁当）
午後 1時 御説教
午後 2 時 大施餓鬼会法要　
本堂・観音堂・祖師堂
※詳細は3面をご覧下さい。

郡上おどり ｉｎ 青山

第38回 念仏と法話の会
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第八十六世中村康　猊下

編

集
後

記

昨年も境内から人が溢れるほどの賑わいでした。

本年度は檀信徒関係者合わせて34名で

仙台の定義山西方寺を参拝して参りました。

両日共お天気に恵まれ青空に新緑が美しく、

「杜の都仙台」を満喫した旅行となりました。

仙台定義山西方寺仙台定義山西方寺

西方寺五重塔を見学。
まぶしい日差しの中、熱心に説明に耳を傾けていました。

宗歌「月かげ」と「梅窓院の御詠歌」を奉納。

伊達政宗公の御廟である瑞鳳殿を見学しました。

参拝旅行参拝旅行
平成18年5月20日～21日

団参旅行報告

じょう さんぎ

◎
詠
唱
の
取
材
を
し
て
み
て
、
そ

の
奥
深
さ
に
驚
い
た
。
特
に
ご
和

讃
が
行
事
の
解
説
と
は
Y

今
度

は
歌
詞
を
傾
聴
し
よ
う
。
（
剛
）

◎
青
山
俳
壇
の
新
規
の
応
募
が
増

え
て
嬉
し
く
感
じ
て
い
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
応
募
く
だ
さ
い
。
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。

（
亜
）

◎
青
山
散
歩
道
の
取
材
で
は
、
二

時
間
ほ
ど
か
け
て
ラ
ン
チ
を
味
わ

い
、
外
国
人
に
な
っ
た
気
分
に
な

り
ま
し
た
。

（
さ
）

◎
詠
唱
練
習
に
お
邪
魔
し
て
、
講

員
さ
ん
の
熱
意
に
感
心
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
想
像
以
上
に
楽
し
く
、

意
外
と
は
ま
り
そ
う
で
す
。
（
ほ
）

西方寺 住職と共に記念の一枚。




