
1

　
住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世

　
中
島 

真
成

　
今
年
も
早
い
も
の
で
九
月
を
迎
え
ま
す
。
夏
の
疲

れ
が
残
っ
て
い
る
方
も
多
い
か
と
存
じ
ま
す
。
ど
う

ぞ
ご
自
愛
下
さ
い
。

　
さ
て
、
こ
の
七
月
に
山
門
か
ら
本
堂
ま
で
の
境
内

の
敷
石
を
変
え
て
い
る
の
で
す
が
、
お
気
づ
き
に
な

ら
れ
た
で
し
ょ
う
か
？

　
梅
窓
院
で
は
環
境
問
題
を
考
慮
し
て
、
水
は
け
を

良
く
す
る
為
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
敷
か
ず
に
土
の
上

に
直
接
敷
石
を
並
べ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
車
や
ト

ラ
ッ
ク
の
重
さ
に
耐
え
か
ね
て
恒
常
的
に
敷
石
が
割

れ
て
し
ま
い
、
今
回
敷
石
を
正
方
形
の
厚
い
も
の
に

変
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
天
候
不
順
も
あ
り
、
突
然
の
大
雨
と
な
る
昨
今
、

雨
水
は
全
部
下
水
道
へ
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自

然
を
守
る
見
地
か
ら
も
で
き
る
だ
け
地
面
に
水
を
染

み
込
ま
せ
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
た
、
墓
地
通
路
も
同
じ
考
え
方
か
ら
通
路
下
の

深
さ
１
〜
２
メ
ー
ト
ル
ま
で
に
砕
石
を
敷
き
詰
め
、

そ
こ
か
ら
左
右
と
下
の
地
面
に
水
が
染
み
込
む
よ
う

に
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
ど
う
し
て
も
土
に

染
み
込
ま
な
い
雨
水
が
下
水
道
に
流
れ
る
仕
組
み
に

し
て
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
が
近
隣
へ
の
迷
惑
を
回
避
し
、
ま

た
自
然
に
や
さ
し
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　「
で
き
る
こ
と
を
で
き
る
人
が
す
る
」
ど
ん
な
小

さ
な
こ
と
で
も
、
こ
う
し
た
積
み
重
ね
が
私
た
ち
の

地
球
を
守
る
事
に
な
る
。

　
こ
う
い
う
私
も
気
づ
か
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
す
が
、

自
分
た
ち
で
し
か
環
境
は
守
れ
な
い
、
と
い
う
意
識

だ
け
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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栃
木
　
法
善
寺 

住
職 

吉
水 

智
教 

上
人

「
彼
岸
を
目
指
す
」

法
話 

六・七月の
行事報告

雨天にもかかわらず両日で
7000人余りもの方が訪れ、
にぎわいを見せていました。

本堂に入りきれない程たくさんの方がお参り下さ
いました。

盂
蘭
盆
会
法
要

7
月
13
日
　
梅
窓
院
本
堂 第

14
回
郡
上
お
ど
り
ｉｎ
青
山

6
月
23
日･

24
日
　
境
内

第
41
回 

念
仏
と
法
話
の
会

6
月
12
日

施
餓
鬼
会
大
法
要

7
月
21
日
　
本
堂
・
祖
師
堂

施餓鬼法要の様子。

お斎・食作法の様子。

総
本
山
知
恩
院
布
教
師

大
本
山
増
上
寺
布
教
師

楽
の
秋
で
す
。
皆
さ
ん

も
旅
行
に
い
か
れ
る
こ

と
は
多
い
こ
と
で
し
ょ

う
。
気
の
合
う
お
仲
間
同
士
、
温

泉
や
お
食
事
を
目
当
て
に
旅
行
を

す
る
の
は
と
て
も
楽
し
い
も
の
で

す
。
私
達
の
人
生
も
よ
く
旅
に
た

と
え
ら
れ
ま
す
。
飛
行
機
で
一
足

飛
び
に
い
く
よ
う
な
人
も
い
れ
ば
、

各
駅
停
車
で
の
ん
び
り
い
く
人
も

い
る
で
し
ょ
う
。
病
気
、
事
故
、

災
難
等
様
々
な
理
由
で
突
然
に
下

車
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
手
段
も

速
さ
も
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
臨
終

と
い
う
目
的
地
に
着
く
こ
ろ
に
は

そ
れ
ま
で
一
緒
だ
っ
た
お
友
達
、

伴
侶
、
両
親
、
子
供
さ
ん
で
さ
え

も
つ
い
て
き
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。

最
後
は
た
っ
た
一
人
で
往
か
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。

　
私
達
が
拝
む
阿
弥
陀
様
は
極
楽

浄
土
と
い
う
往
き
先
を
ご
用
意
下

さ
い
ま
し
た
。
悲
し
み
、
苦
し
み
、

迷
い
な
が
ら
、
行
く
あ
て
も
分
か

ら
ず
に
さ
ま
よ
っ
て
い
る
私
達
の

た
め
に
極
楽
浄
土
と
い
う
目
的
地

を
ご
用
意
下
さ
っ
た
の
で
す
。
阿

弥
陀
様
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
わ

が
名
を
称
え
な
さ
い
。
称
え
た
者

は
必
ず
私
の
極
楽
浄
土
に
救
っ
て

あ
げ
ま
す
。
親
し
い
ご
縁
の
深
い

人
と
も
再
び
お
会
い
を
さ
せ
て
あ

げ
ま
す
。
共
に
仏
と
な
る
ま
で
修

行
も
さ
せ
て
あ
げ
ま
す
。
だ
か
ら

南
無
阿
弥
陀
仏
と
わ
が
名
を
称
え

な
さ
い
」
そ
の
よ
う
に
「
本
願
（
ほ

ん
が
ん
）
」
に
お
誓
い
下
さ
り
、

今
も
極
楽
浄
土
か
ら
私
達
の
こ
と

を
救
お
う
と
さ
れ
て
い
る
仏
様
で

す
。
私
達
の
住
む
「
此
岸
（
し
が

ん
）」
か
ら
極
楽
浄
土
と
い
う
「
彼

岸
」
に
往
く
方
法
は
只
一
つ
、
阿

弥
陀
様
の
「
本
願
」
に
す
が
り
南

無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
だ
け

で
す
。

　
ど
ん
な
に
旅
の
途
中
が
つ
ら
く

と
も
念
仏
を
称
え
て
生
き
て
い
け

ば
阿
弥
陀
様
の
お
護
り
と
お
導
き

を
頂
戴
で
き
ま
す
。
人
生
の
山
も

谷
も
越
え
て
い
け
る
力
を
育
て
て

頂
け
る
の
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
念

仏
の
み
教
え
で
す
。
私
達
の
命
の

終
点
は
い
つ
ど
こ
で
や
っ
て
く
る

か
分
か
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
必
ず

や
臨
終
の
間
際
に
は
阿
弥
陀
様
が

お
迎
え
に
来
て
く
だ
さ
り
極
楽
浄

土
へ
と
連
れ
て
行
っ
て
下
さ
る
の

で
す
。
そ
こ
に
は
先
に
お
別
れ
し

た
ご
縁
の
深
い
人
々
も
お
待
ち
で

す
。
仏
様
、
親
し
い
お
方
々
が
お

待
ち
下
さ
る
目
的
地
が
あ
る
と
い

う
こ
と
ほ
ど
、
安
心
で
心
強
い
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
お
経
に

は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　「
こ
れ
よ
り
西
方
十
万
億
の
仏

土
を
過
ぎ
て
世
界
あ
り
、
名
づ
け

て
極
楽
と
い
う
、
そ
の
土
に
仏
ま

し
ま
す
、
阿
弥
陀
と
号
し
た
て
ま

つ
る
、
今
現
に
ま
し
ま
し
て
説
法

し
た
ま
え
り
」

　
お
彼
岸
の
一
週
間
は
丁
度
西
の

方
角
に
太
陽
が
沈
み
ま
す
。
極
楽

浄
土
が
あ
る
西
の
方
角
に
想
い
を

定
め
な
が
ら
念
仏
を
称
え
ら
れ
る

絶
好
の
時
期
で
す
。
し
っ
か
り
と

「
彼
岸
」
で
あ
る
極
楽
浄
土
を
目

指
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え

な
が
ら
、
人
生
と
い
う
旅
を
歩
ん

で
い
き
た
い
も
の
で
す
。

行



秋
彼
岸
に
寄
せ
て

　
九
州
の
大
雨
、
新
潟
の
地
震
、
欧
州

で
は
熱
波
と
世
界
的
に
天
災
地
変
が
続

い
て
い
ま
す
。

　
い
つ
ど
こ
で
、
何
が
起
き
る
か
わ
か
ら

な
い
こ
の
世
、
此
岸
に
生
き
て
い
る
こ
と

を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
実
は
心
の

中
で
も
同
じ
こ
と
が
毎
日
起
き
て
い
る
の

で
す
。

　
あ
れ
が
こ
れ
が
と
欲
し
い
も
の
を
求
め

る
貪
り
。
求
め
る
も
の
が
手
に
入
ら
ず

地
震
、
熱
波
の
よ
う
に
瞋
り
、
そ
れ
で

も
抑
え
ら
れ
な
い
感
情
は
愚
痴
を
こ
ぼ
し
、

時
に
は
大
雨
の
よ
う
な
涙
を
流
し
ま
す
。

仏
教
で
は
こ
の
貪
・
瞋
・
痴
を
心
の
三

毒
と
し
て
、
苦
の
根
元
と
説
い
て
い
ま
す
。

　
こ
の
不
安
定
な
世
の
中
に
生
き
る
私

た
ち
の
心
は
、
太
陽
信
仰
と
浄
土
信
仰

に
よ
り
、
自
然
と
太
陽
の
沈
む
方
角
に

向
い
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
お
彼
岸
」

の
ル
ー
ツ
で
す
。
太
陽
が
真
東
か
ら
昇
り
、

真
西
に
沈
む
秋
分
を
は
さ
ん
で
七
日
間
、

夕
日
を
眺
め
て
み
て
下
さ
い
。
こ
れ
は
阿

弥
陀
様
の
世
界
、
西
方
極
楽
浄
土
を
思

い
描
く
日
想
観
と
言
う
修
行
で
す
。

　
ま
た
お
墓
参
り
の
際
は
、
本
堂
に
も

お
参
り
下
さ
い
。
本
堂
は
西
の
方
角
に

位
置
し
、
西
方
極
楽
浄
土
を
表
現
し
て

い
る
か
ら
で
す
。
ご
先
祖
様
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
世
界
、
見
て
い
る
景
色
に
思
い
を
馳
せ
、

い
た
だ
い
て
い
る
い
の
ち
に
手
を
合
わ
せ
て

み
て
下
さ
い
。
三
毒
に
よ
っ
て
右
に
左
に

曲
が
っ
た
心
の
カ
ー
ブ
も
、
昼
夜
平
分
の

お
彼
岸
の
よ
う
に
真
っ
直
ぐ
に
な
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

塔婆申込み方法
同封のはがきを使い9月15日必着でお申込み
下さい。塔婆回向料は1本7000円とさせて頂き
ます。

お支払方法
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
みは出来ません。）

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
します。

梅窓院通信 No.333

9月23日（日）
彼岸寄席
午後1時～　1階 観音堂

秋彼岸会法要
午後2時～　2階 本堂

お彼岸ライブin青山
Pjeckae（ペチカ）他

開　場　午後2時半～　地下2階 祖師堂
開　演　午後3時
入場料　お布施　500円以上（ドリンク付き）

■  彼岸寄席
柳家小里ん 師匠
1948年浅草生まれ｡1969年五代目柳家小さんに入門、
1974年、二つ目昇進の折「小里ん」に改名。1983年真
打昇進。国立演芸大賞など数々の賞を受賞。「くるわ噺」
を得意とする。

柳家麟太郎さん
1957年東京都杉並区出身。サラリーマンから一転、落語
家になることを決意し、1999年柳家小里んに入門。2003
年、二つ目昇進の折「麟太郎」に改名。

■  お彼岸ライブ in 青山
Pjeckae（ペチカ）　他
11組のアーティストたちを迎えてのお彼岸ライブ。中には
梅窓院のお檀家様がリーダーを勤めるグループも！
（同封の案内チラシもご参照下さい。）

柳家小里ん 師匠

柳家麟太郎さん

ペチカ

˙˙

˙˙

（
法
務
）

む
さ
ぼ

い
か

と
ん

じ
ん

ち
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南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏

法
然
上
人
の
教
え
は
「
専
修
念

仏
」
の
一
行
で
す
。

今
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
八
三
〇

年
余
、
修
行
に
行
き
詰
ま
っ
た
法

然
上
人
は
、
比
叡
山
青
龍
寺
の
経

蔵
に
篭
り
、
大
藏
経
と
い
う
一
切

の
経
典
を
読
み
ふ
け
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
後
に
浄
土
宗
開
宗
の
文
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
『
観
無
量

寿
経
』
の
解
釈
、『
観
経
疏
』
の

一
節
に
出
会
う
の
で
す
。

「
一
心
専
念
彌
陀
名
號
、
行
住

坐
臥
不
問
時
節
久
近
、
念
念
不
捨

者
、
是
名
正
定
之
業
、
順
彼
佛
願

故
」こ

れ
は
、
善
導
大
師
が
説
い
た

も
の
で
「
一
心
に
弥
陀
の
名
号
を

念
じ
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ

れ
で
も
そ
れ
を
怠
ら
な
い
と
き
は
、

間
違
い
な
く
浄
土
に
迎
え
ら
れ
て

行
く
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、

ど
ん
な
愚
か
な
力
弱
い
者
で
も
も

れ
な
く
救
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
阿

弥
陀
様
の
お
慈
悲
に
満
ち
た
本
願

の
力
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い

う
意
味
で
す
。
で
は
、
私
た
ち
を

救
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
阿
弥
陀

様
の
こ
の
本
願
と
は
ど
う
い
う
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

阿
弥
陀
様
が
ま
だ
仏
に
な
る
前

の
法
蔵
（
菩
薩
）
で
あ
っ
た
頃
、

あ
ら
ゆ
る
人
の
願
い
を
叶
え
る
た

め
に
世
自
在
王
如
来
と
い
う
仏
様

の
前
で
四
十
八
の
誓
願
を
た
て
ま

す
。
そ
の
十
八
番
目
に
、「
念
仏

往
生
の
願
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、「
も
し
わ
た
し
が
仏
に
な
っ

た
の
な
ら
ば
、
十
方
に
存
在
す
る

あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
一
心
に
私
の
国
、

浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
い
、
念

仏
し
た
な
ら
ば
、
必
ず
浄
土
に
救

い
と
り
ま
す
。
も
し
そ
れ
が
で
き

な
け
れ
ば
、
私
は
仏
に
な
り
ま
せ

ん
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
善
導

大
師
は
こ
れ
を
│
阿
弥
陀
様
と
し

て
現
に
成
仏
し
て
い
る
今
、
本
願

は
叶
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
阿
弥

陀
様
の
名
前
を
称
え
れ
ば
必
ず
往

生
で
き
る
│
と
解
釈
し
、『
観
経

疏
』
に
記
し
た
の
で
す
。
法
然
上

人
は
こ
の
文
か
ら
一
切
の
衆
生
が

救
わ
れ
る
の
は
お
念
仏
（
称
名
念

仏
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ

き
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
、
こ
の

お
念
仏
は
阿
弥
陀
様
自
身
が
、
全

て
の
者
を
救
う
為
に
選
ば
れ
た
「
平

等
の
慈
悲
」
で
あ
る
と
法
然
上
人

は
と
ら
え
た
の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
お
念
仏
を
称
え
る

に
は
、
心
と
行
が
相
応
し
て
い
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
ど

ん
な
宗
派
に
お
い
て
も
言
え
る
事

で
、「
発
心
修
行
」
と
い
う
も
の

で
す
。
浄
土
宗
で
は
「
安
心
起
行
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称

え
る
時
、
疑
い
な
く
往
生
す
る
と

い
う
深
い
信
心
を
持
っ
て
お
念
仏

を
称
え
れ
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
衆

生
の
救
済
を
し
た
い
と
い
う
阿
弥

陀
様
の
本
願
と
救
済
さ
れ
た
い
と

願
う
衆
生
の
信
心
が
一
体
と
な
り
、

極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
る
の
で
す
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
す
な
わ
ち

「
心
か
ら
阿
弥
陀
様
に
帰
依
い
た

し
ま
す
」
と
い
う
阿
弥
陀
様
に
対

す
る
絶
対
な
信
頼
を
持
っ
て
お
念

仏
を
称
え
る
こ
と
が
大
切
な
の
で

す
。さ

て
、
お
念
仏
を
す
る
と
極
楽

浄
土
に
往
生
で
き
る
と
い
う
来
世

は
約
束
さ
れ
ま
し
た
。
現
世
で
は

ど
う
で
し
ょ
う
。

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
中
で
、

法
然
上
人
は
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。

「
三
昧
の
境
地
を
得
る
道
場
に

入
る
を
除
い
て
は
、
日
別
に
弥
陀

仏
を
念
ず
る
こ
と
一
万
、
命
畢
る

ま
で
相
続
す
れ
ば
、
即
ち
弥
陀
の

加
念
を
蒙
っ
て
、
罪
障
を
除
く
こ

と
を
得
。
ま
た
、
仏
、
聖
衆
と
と

も
に
常
に
来
た
つ
て
護
念
を
蒙
り

ぬ
れ
ば
、
即
ち
年
を
延
べ
寿
を
転

ず
る
こ
と
を
得
」
と
。
つ
ま
り
、

お
念
仏
を
称
え
て
い
れ
ば
往
生
の

妨
げ
に
な
る
悪
い
行
為
を
除
く
こ

と
が
出
来
、
ま
た
、
お
念
仏
を
心

が
け
て
い
れ
ば
、“

長
生
き‘

す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
す
。

普
段
の
生
活
の
中
で
お
念
仏
の

為
の
時
間
と
い
う
も
の
は
な
か
な

か
と
れ
な
い
も
の
で
す
よ
ね
。

そ
こ
で
、
梅
窓
院
で
は
、「
念

仏
と
法
話
の
会
」
と
称
し
て
、
皆

様
に
お
念
仏
を
身
近
に
触
れ
て
頂

き
、
仏
縁
を
深
め
て
頂
き
た
い
と

い
う
趣
旨
で
お
念
仏
の
場
を
つ
く
っ

て
い
ま
す
。

平成23年、浄土宗を開かれた

法然上人の800回目の法事、

“大遠忌”が行われます。

そしてこれに向け浄土宗では

色々な行事を企画、実施しています。

そこで、この梅窓院の寺報『青山』でも800年大遠忌に向け、

色々な特集を組んでいくことにしました。

最初の特集は法然上人の説かれた念仏、

そして梅窓院の定例行事「念仏と法話の会」について

お話しいたしましょう。

法然上人の
専修念仏

大
遠 忌特集

宗
祖
法

然上人800
年

せん じゅ ねん ぶつ

せ
ん
じ
ゅ
ね
ん

ぶ
つ

き

え

お
わ

こ
う
む

か
ん
ぎ
ょ
う
し
ょ

あ
ん
じ
ん
き
ぎ
ょ
う

（
編
集
部
）



▲表彰者は住職と一緒に記念撮影。

梅窓院通信 No.335

1

▲毎年、梅窓院にご縁のあるご僧侶にご法話を
頂いています。（写真は高橋清海上人）

s真剣にお念仏した後は茶話会でリラックス。普段あまり接
する機会の無いご僧侶方と打ち解けた雰囲気の中でお話
できます。
お茶は僧侶自ら給仕して下さいます。これも修行の一つ。
お菓子をつまみながら日頃の疑問などを聞いてみるのもい
いかもしれません。

6

今年で13年目を迎える梅窓院「念仏と法話の会」。

1年に3回、2月、6月、10月に開催しています。

法要事・法話事・法楽事と、「法事三事」のスタイル

に習い構成されています。

それまでは僧侶の修行の場であった念仏会を一般

の方々にももっと身近に、という事で現・真成住職

が考案されたこの催し、どんな行事なのかちょっと

▲法要の様子。この後本堂を真っ暗にし、
木魚を叩きながらひたすらお念仏を称えま

す（念仏一会）。
この間約１時間。非日常の空間の中で何か
感じるものがあるかもしれません。

2

ねんぶつ いち え

▼まずは一階から二階本堂まで、お念仏を称えながら

僧侶に続いて行道します。
ぎょうどう

▲節目の参加回数ごとに表彰もしています。
第41回では、なんと40回皆勤賞！の 様
の表彰が行われました。
これを励みに参加するのも良いかもしれません。

4

念
仏
と
法
話
の
会

3



イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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梅
窓
院
は
楽
し
い
お
寺
で
す

ご自宅の茶室でお茶を
点ててくださいました。

た

　今回、囲む人々にご登場いただいたのは、平成14年

に檀家になられた さん。ご実家が新潟の柏崎

で、ご主人が被災地に向かわれる日の取材となったが、

お茶を点ててていただき、快く出迎えていただいた。

さんは平成16年に詠唱会に入会されたが、入檀

以来、施餓鬼や十夜といった仏教行事はもちろん、団

参、仏教講座、念仏と法話の会、コンサートといった

梅窓院の行事に欠かさず参加されている。

　そんな さんのお寺への思い、そして20年近く続

けられている幼稚園児のお茶の教室の話を伺った。

◆ご実家が地震で大変な時になってしまいましたが、
本日はよろしくお願いします。
さんはお生まれが新潟の柏崎ですか。
　はい、大分前ですけど、柏崎で生まれ育ちまし

た（笑）。

◆そして東京へ。
　ええ、結婚と同時にこの千駄ヶ谷に引越しまし

た。参議院議員だった父がずっと住んでいた家です。

いまでは主人と私、そして息子家族との二世帯で住ん

でいます。

◆新潟のご実家も浄土宗ですか。
　はい、兄が守ってくれていますが、西光寺とい

うお寺で、兄が檀家総代を務めております。

　今年が父の五十回忌にあたりました。

◆そうですか、そして梅窓院とのご縁が平成14年から
ですね。
　ちょうど梅窓院さんが建築中で仮本堂で手続き

をさせていただきました。

◆お墓をお探しでしたか。
　ええ、家から近い浄土宗のお寺ということで探

したのですが、梅窓院さんで、お茶の関係者の葬儀が

あったり、娘もお茶室に伺ったことがありましたので。

　それに、長男も梅窓院のことを知っていて、長男か

らも薦められましたから（笑）。

　もともと主人も私もお墓を探すのには気が乗らなかっ

たのですが、こうしてお墓を作ったら、とても安心し

ました。主人なんか散歩がてらにお寺に行って、誰も

入っていないお墓を一所懸命掃除しています。

◆そうですか、お寺まで歩いて10分ちょっとですから、
のんびり散歩で行けますね。
でも、 さんはお墓参りだけでなく、お寺の各種
行事にも毎回のように参加していただていますね。
　ええ、梅窓院さんは色々な行事があって、とて

も楽しいですよ。

　詠唱は始めたばかりですが、楽しく厳しく先生が良

いです。仏教講座はちょっとむずかしいわね（笑）。で

も、いただいた資料とか帰ってからちゃんと読んでい

ます。

　郡上おどりは孫も楽しみにしています。私は普段か

ら着物ですけど、浴衣の方も多くて、日本の夏って感

じね。

コンサートも楽しみだし、お墓参りだけのお寺でな

いのが素敵ですね。

◆もし、お寺の行事参加のMVPがあったら さん
は間違いなく最有力候補の一人ですね（笑）。
それと幼稚園で園児にお茶を教えられているとお聞
きしましたが……。
　ええ、近くの鳩森（はとのもり）幼稚園の年長

さんにお茶の授業があって、そこで教えて20年近くに

なります。平成2年にお茶の師匠から引き継ぎまして。

◆幼稚園児だとお茶はまだ無理ではないですか？
　いいえ、大丈夫なんですよ。もう、年長さんぐ

らいになると、大人しく静かにしています。

　卒園を前に最後に子供たちが自分のお母さんのため

にお茶を点てるのですが、子供の点てたお茶にそれは

お母さんたちが感動していらっしゃいますよ。

◆どんな事を教えていらっしゃるのですか。
　細かい作法は無理ですので、席入の仕方、お辞

儀の仕方、挨拶、お茶の点て方、いただき方、そして

箸の持ち方などです。基本中の基本ですけど、自分で

言うのも変だけど、これが大好評なの（笑）。

　いま、家庭でこういう事教えないからでしょう。

◆子供のうちに覚えたことは忘れない。
　中には卒園しても教えて欲しいという子もいて、

大人になったいまでも、うちに来てくれて一緒にお稽

古している子もいます。

◆ますますのご活躍と、梅窓院の応援をお願いします
（笑）。本日はありがとうございました。

檀
家

さ
ん

詠唱は鳴り物を持つひじの角度
が難しいのよ、と笑顔で話される
さん。

着物姿からは想像し
にくいが、 さん
は高校時代に体操で
国体に出場したス
ポーツウーマン。今
も時間があれば散歩
にエアロビクスと体
を動かされている。
また、中学と高校で
家庭科の先生をして
いたという文武両
道、才色兼備のお檀
家さん。



◎
特
選

™

知
り
尽
く
す
町
の
片
陰
も
ど
り
け
り 

（
評
）曇
っ
て
い
た
町
に
日
が
差
し
、い
っ
せ
い
に
片
陰
が
で
き
た
の
で
す
。
知
り
つ
く
し
て
い
る

町
で
す
か
ら
、ど
こ
と
ど
こ
の
片
陰
を
た
ど
っ
て
い
け
ば
い
い
か
、十
分
知
っ
て
い
る
の
で
す
。

◎
佳
作

™

風
の
入
る
音
も
あ
り
け
り
葭
簀
茶
屋 

™

沙
羅
咲
い
て
ひ
と
日
の
命
惜
し
み
け
り 

™

水
し
ぶ
き
太
陽
弾
く
川
辺
か
な 

™

夕
暮
れ
に
夏
の
香
薫
る
吾
子
の
髪 

™

雨
の
夜
の
道
に
茉
莉
花
香
る
か
な 

™

緑
こ
き
御
苑
の
森
や
蝉
の
声 

™

も
ろ
も
ろ
の
雑
念
消
え
し
夏
念
仏 

™

夏
燕
駄
菓
子
屋
街
に
歩
を
ゆ
る
め 

◎
選
者
詠

™

遠
花
火
浜
吹
く
風
に
ね
そ
べ
つ
て 

大
崎 

　
紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

季
語
の
使
い
方
で
迷
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。「
朝
顔
市
」
は
夏
の
季
語
で
、「
朝
顔
」
は

秋
の
季
語
。し
か
し
、私
は
あ
ま
り
細
か
く
こ
だ
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。そ
の
年
に

よ
っ
て
、ま
た
沖
縄
か
ら
北
海
道
ま
で
地
域
に
よ
っ
て
季
節
の
移
り
変
わ
り
は
歳
時
記
通
り

に
い
か
な
い
か
ら
で
す
。

梅窓院通信 No.337

胡桃と書いて「くるみ」と読む。

中国には西域から伝わり、形が桃

に似ているので、この名があると

いう。唐代に書かれた「食療本草」

（食物の効能を記載）には、くる

みは「血管を滋養して血液の流れ

をよくする。常食していると髪の

毛を黒くし、筋肉に潤いとつやを

もたらす…」と記されていている。

肝臓腎臓の働きを補って、腰を強

くし、また古くから大脳の働きを

高める作用がある“健脳食”とし

て知られている。なるほど、殻を

むいたくるみは脳の形にそっくり。

中国の西太后はいつまでも若々

しい肌、肉体を保つためにあらゆ

る健康法を試したが、ことのほか

「くるみ汁粉」を好んでいたという。

古代ギリシア・ローマ時代には、

子孫繁栄や五穀豊穣を願い、結

婚式には必ず供されたといいます。

新鮮なくるみが手に入りやすい

シーズンです。お試しください。

食
養
研
究
家

武 

鈴
子

脳
を
若
々
し
く
す
る

「
く
る
み
」

選
者
『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』
編
集
長

大
崎 

紀
夫

　次回は「秋の季語」でご自由にお詠み下さい。11月5
日を締切、平成20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。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

と
ん
か
つ  

ま
い
泉  

青
山
本
店

お
肉
の
柔
ら
か
さ
に
驚
き

　
ヒ
レ
か
つ
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
で
も
お
な
じ
み

の
と
ん
か
つ
屋
ま
い
泉
。

　
店
内
は
座
敷
、テ
ー
ブ
ル
席
と
二
百
席

ほ
ど
あ
り
、西
洋
館
は
昔
の
銭
湯
を
そ
の

ま
ま
レ
ス
ト
ラ
ン
と
厨
房
に
使
用
。
天
井

が
高
く
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
で
落
ち
着
い
て

食
べ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
豚
肉
の
種
類
も
普
通
の
豚
の
他
に
、今

話
題
の
黒
豚
や
紅
豚
が
あ
り
、セ
ッ
ト
メ

ニ
ュ
ー
も
豊
富
で
、何
を
食
べ
よ
う
か
迷
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
食
べ
て
驚
く
の
は
お
肉

の
柔
ら
か
さ
。
箸
で
簡
単
に
切
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
す
。そ
の
秘
密
は
お
肉
を
叩

い
て
下
ご
し
ら
え
を
し
て
い
る
か
ら
。ソ
ー

ス
も
甘
口
、辛
口
、黒
豚
・
紅
豚
専
用
ソ
ー

ス
が
あ
り
、お
肉
の
種
類
に
よ
っ
て
変
え

ら
れ
ま
す
。
お
い
し
く
食
べ
る
為
の
こ
だ

わ
り
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
宴
会
コ
ー
ス
は
五
千
円
か
ら
。
少
人
数

か
ら
九
十
名
ま
で
対
応
で
き
る
の
で
、法

要
の
後
席
に
利
用
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

第
二
十
八
回

営業時間／11:00～（L.O22:00）
（ランチ／11:00～16:00）年中無休
駐車場／7台
住所／〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-8-5
TEL／03-3404-0071

上／手ごろなバーガーも5種類
　　揃っています（要予約）。
下／おなじみのヒレカツサンド。

くるみとなつめのおしるこ

材　料：くるみ100ｇ、なつめ35ｇ、

米40ｇ、キビ砂糖100ｇ

作り方：①なつめは洗って蒸し器に

入れ、柔らかくなるまで（30～40

分）蒸してタネを除いておく。

②むきくるみはぬるま湯につけて

渋皮を取り、洗った米、①のなつめ

といっしょに1時間水に漬けておく。

③②の材料と水300ccをミキサー

にかける。

鍋に水300ccを入れて火にかけ、

③を加えてゆっくりかき混ぜなが

ら煮る。沸騰してきたらキビ砂糖

を加える。

メニューを選ぶ
時間も楽しい
ひとときに。
定食は700円代から。

広 と々した店内

増田屋

青山ベル
コモンズ

ハーゲンダッツ

り
通
ム
ア
ジ
タ
ス

郵便局

銀座線外苑前
　 １b出口

至渋谷 青山通り 至赤坂

とんかつ  まい泉  青山本店 

道
参

梅窓院

り
通
西
苑
外
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梅窓院祖師堂特別公演

秋彼岸会法要

第42回 念仏と法話の会

文化講演会

十夜法要

ファンデンフックピアノリサイタル

行事予定

発　　行／梅窓院
発 行 日／平成19年9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／03-3404-8446
ホームページ／http://www.baisouin.or.jp/
E - M a i l／jodo@baisouin.or.jp
題　　字／浄土門主総本山知恩院門跡
　　　　　第八十六世中村康　猊下
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梅窓院では10月より平成19年度後期仏教講座を開催します。
4名の講師による多彩な内容です。どうぞお気軽にご参加ください。9月8日(土)　

開場　午後3時半～　祖師堂
開演　午後4時～
※お申し込み受付けは終了致してお
ります。

9月23日（日）
寄席　午後1時～　観音堂
法要　午後2時～　本　堂

お彼岸ライブin青山
開場　午後2時半～　祖師堂
開演　午後3時～
※詳しくは3面、同封チラシをご覧下
さい。

10月4日（木）
受付開始　午後12時～
別時念仏会／法話／茶話会
【 講師 】
熊本教区遣迎寺  山崎龍道上人

10月20日（土）
開場 午後2時　　祖師堂
開演 午後3時 ～ 
【 講師 】建築家　黒川紀章氏
入場無料 ／先着300名
※詳しくは同封チラシをご覧下さい。

11月24日（土）
法要／芋煮会／特別LIVE
※詳しくは十夜号にてお知らせ致し
ます。

12月1日（土）
※詳しくは十夜号にてお知らせ致し
ます。

平成19年度　    仏教講座のご案内
協力：東京教区 城西組 教化団

時間s午後6時～8時  　場所s1階観音堂 　 受講料s無料

講師　本林 靖久 先生（真宗大谷派僧侶　大谷大学・佛教大学講師）
講題　ブータンと幸福論 ─ 宗教文化と儀礼 ─
第一回　11月2日（金）　育まれてきた幸福 －生活文化の諸相－
第二回　  1月9日（水）　ゆらぐ幸福と伝統の創造 －近代化と情報－ 
第三回　  3月7日（金）　ブータンから学ぶ「幸福のカタチ」

講師より　国民総幸福を国政に掲げ、世界一幸福な国と脚光を浴びるブ
ータン。前期にひき続き、ブータンの現実と死をふくむ豊かな宗教文化に光
をあて、日本人にとっての「幸福のカタチ」を描いていきたい。

講師　新井 俊定 先生（天然寺住職　大正大学出版会主管）
講題　法然上人とその弟子たち
第一回　11月19日（月） 1 聖光・信空・源智など出家の弟子
第二回　  1月21日（月） 2 在俗の念仏者 －熊谷直実など武士の念仏者
第三回　  3月25日（火） 3 在俗の念仏者 －九条兼実・正如房など

講師より　法然上人の説いた専修念仏の教えが、どのような人 に々よって
伝えられていったのかを、法然上人の弟子や、在俗の念仏者を紹介しなが
ら考えてみたい。
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講師　阿川 正貫 先生（浄土寺住職　大正大学講師）
講題　中国の名僧たち・その2
第一回　12月12日（水）　仏駄跋陀羅
第二回　  2月19日（火）　曇無讖
第三回　  3月13日（木）　曇鸞

講師より　前回に続き、中国仏教史上の名僧がたの生涯や業績などをご
紹介し、あわせてその周辺のこと、ゆかりの土地や経典などにも触れてゆき
ます。年代順に取り上げてゆくので、中国仏教の大まかな流れも多少は感
じられるかと思います。

後 期

講師　勝崎 裕彦 先生（香蓮寺住職　大正大学教授）
講題　仏・菩薩 ─ その教えと信仰
第一回　11月  8日（木）　天部の諸尊 －守護神・護法天の世界
第二回　12月20日（木）　四天王とその信仰
第三回　  2月14日（木）　弁才天とその信仰

講師より　「仏さま」として信じ仰ぐ尊格はまことに多様であるが、今回から
天部の諸尊の教えと信仰についての解説である。まずは諸天を総覧して、
護世四天王、そして女神の代表である弁才天について説明したい。




