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住
職
挨
拶

　
梅
窓
院
第
二
十
五
世
　

中
島 

真
成

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
は
、
浄
土
宗
に
と
っ
て
は
翌
二
十
三
年
に
迎

え
る
宗
祖
法
然
上
人
の
八
百
回
目
の
年
忌
法
要
、
八
百
年
大
遠

忌
の
前
年
に
あ
た
り
、
各
種
行
事
や
法
要
が
目
白
押
し
と
な
る

一
年
で
す
。

浄
土
宗
は
法
然
上
人
の
素
晴
ら
し
い
人
格
な
ら
で
は
の
懐
の

深
い
教
え
が
そ
の
神
髄
で
す
。
こ
う
し
た
行
事
や
法
要
で
、
そ

の
教
え
に
触
れ
て
い
た
だ
け
る
年
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

さ
て
、
当
院
で
は
本
堂
上
の
四
階
に
少
人
数
の
葬
儀
や
法
要

の
た
め
の
「
法
堂
」
を
作
り
ま
す
。
高
齢
化
が
進
む
中
、
参
列

者
の
少
な
い
葬
儀
式
が
多
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
使
い
勝
手
の

良
い
手
頃
な
式
場
が
必
要
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
棺
（
祭
壇
）

と
一
対
の
供
花
で
見
栄
え
の
す
る
式
場
で
、
こ
の
二
月
に
は
竣

工
予
定
で
す
。

続
い
て
の
お
知
ら
せ
で
す
が
、
墓
地
整
備
の
最
後
と
な
り
ま

す
本
堂
側
入
口
か
ら
入
っ
た
右
手
墓
地
整
備
を
今
夏
か
ら
始
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
す
で
に
整
備
し
終
え
た
と
こ
ろ
同

様
、
水
は
け
を
良
く
す
る
た
め
の
工
事
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に

墓
地
を
お
持
ち
の
方
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、

ご
理
解
ご
協
力
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、
紙
面
か
ら
重
ね
て
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
八
百
年
の
大
遠
忌
を
迎
え
ら
れ
る
法
然
上
人
で
す

が
、
そ
の
お
弟
子
さ
ん
に
は
本
当
に
色
々
な
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
農
民
か
ら
武
士
、
公
家
、
そ
し
て
泥
棒
や
遊
女
、

他
宗
の
僧
侶
な
ど
。
そ
の
人
柄
と
た
だ
念
仏
を
称
え
る
だ
け
で

よ
い
と
い
う
法
然
上
人
の
シ
ン
プ
ル
な
教
え
は
教
養
の
有
無
、

お
金
の
有
り
無
し
、
職
業
の
種
類
を
問
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
ぜ
ひ
、
こ
う
し
た
法
然
上
人
の
魅
力
を
各
種
大
遠
忌

行
事
や
法
要
で
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

だ
い
お
ん

き

ほ
う
ど
う

中島住職（右）と藁谷副住職。



ね
ん
れ
い

あ
し
も
と

と
な

は
つ
み
ど
う

と
な

は
つ
か
い
ひ

か
い
れ
い

か
ど
れ
い

は
つ
れ
い
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法
話

新
宿
区
　
香
蓮
寺
住
職
　

勝
崎
裕
彦
上
人

迎
春
の
慶
賀

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
8
）

年
賀
・
年
始
は
、
新
年
の
祝
詞
・
賀
詞

を
述
べ
る
た
め
に
、
親
戚
や
知
人

友
人
、
近
隣
の
方
々
を
訪
問
す
る
こ
と
で
あ

る
。
普
通
は
正
月
三
が
日
の
間
、
あ
る
い
は

松
七
日
・
松
の
内
ま
で
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
や
つ
き
あ
い
の
あ
り

方
に
よ
っ
て
、
年
賀
の
訪
問
の
日
柄
も
初
春

正
月
の
慶
賀
に
免
じ
て
少
し
く
ず
れ
る
こ
と

も
あ
ろ
う
。

　
季
語
と
し
て
は
、
年
礼
・
年
の
礼
・
初
礼
・

正
月
礼
・
春
の
礼
・
回
礼
・
門
礼
・
年
賀
回

り
・
年
始
回
り
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
年

賀
・
年
始
の
季
語
の
い
わ
ば
傍
題
と
し
て
、
御

慶
と
い
う
ゆ
か
し
い
祝
詞
が
あ
る
。

　
御
慶
と
は
、
「
き
ょ
げ
い
」
と
読
む
が
、

「
ご
け
い
」
と
読
ん
で
も
よ
い
。
お
め
で
た

い
、
お
よ
ろ
こ
び
と
い
う
意
味
で
、
か
つ
て

は
年
賀
に
交
わ
し
合
う
祝
詞
・
祝
言
で
あ
っ

た
。「
謹
し
ん
で
御
慶
申
し
入
れ
ま
す
」「
明

け
ま
し
て
御
慶
申
し
上
げ
ま
す
」
と
い
う
言

上
に
よ
っ
て
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
の

賀
詞
と
し
た
の
で
あ
る
。

新
春
の
御
慶
は
ふ
る
き
言
葉
か
な

　
談
林
派
俳
諧
の
棟
梁
で
あ
っ
た
西
山
宗
因

の
年
賀
の
挨
拶
句
で
あ
る
。
軽
妙
洒
脱
な
言

葉
の
世
界
に
遊
ん
だ
宗
因
な
ら
で
は
の
恬
淡

と
し
た
あ
り
よ
う
を
、
初
春
正
月
気
分
の
の

ど
け
し
さ
の
中
で
味
わ
い
た
い
。

親
里
の
山
へ
向
っ
て
御
慶
か
な

ざ
ぶ
〳
〵
と
泥
わ
ら
ん
ぢ
の
御
慶
か
な

　
小
林
一
茶
の
二
句
で
あ
る
。
ふ
る
さ
と
の

山
へ
向
か
っ
て
「
お
め
で
と
う
」
の
祝
詞
を

述
べ
る
一
茶
で
あ
る
が
、
足
下
は
ぬ
か
る
み

を
歩
い
て
き
た
泥
草
鞋
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
一
代
の
念
仏
行
者
徳
本
上
人

（
一
七
五
八
│
一
八
一
八
）
は
、
別
時
念
仏
、

不
断
念
仏
の
実
践
と
、
個
性
的
な
筆
遣
い
の

徳
本
名
号
や
す
ぐ
れ
た
念
仏
道
歌
を
数
多
く

残
し
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
紀
州

日
高
郡
に
生
ま
れ
、
農
事
の
か
た
わ
ら
の
不

断
念
仏
、
諸
所
に
草
庵
を
結
ん
で
の
苦
修
念

仏
と
遍
歴
し
、
こ
れ
ま
で
の
長
髪
長
爪
の
異

形
を
洛
東
鹿
ヶ
谷
法
然
院
で
改
め
た
の
が
四

十
六
歳
。
そ
の
年
、
江
戸
小
石
川
伝
通
院
で

浄
土
宗
の
宗
戒
両
脈
を
受
け
て
い
る
。
そ
し

て
六
十
一
歳
で
正
念
往
生
す
る
ま
で
、
多
く

の
弟
子
に
囲
ま
れ
、
念
仏
の
弘
通
に
よ
っ
て

各
地
の
人
々
と
結
縁
し
、「
徳
本
行
者
」
の
尊

称
と
と
も
に
広
く
親
し
み
慕
わ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

　
こ
の
徳
本
行
者
の
「
新
春
御
慶
の
讃
」
と

題
す
る
道
歌
か
ら
、

新
春
の
御
慶
め
で
た
く
唱
ふ
れ
ば

　
　
阿
弥
陀
仏
々
無
量
の
寿
福

新
春
の
御
慶
め
で
た
く
南
無
阿
弥
陀
仏

　
　
相
も
変
ら
ず
唱
え
奉
る

と
い
う
二
首
を
紹
介
し
た
い
。
新
春
慶
賀
の

御
慶
念
仏
を
、
ま
ず
は
徳
本
行
者
流
の
祝
詞

に
置
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
日
二
六
時
中
、
一
年
十
二
か
月
を
念
仏

三
昧
に
明
け
暮
れ
た
徳
本
行
者
は
、
年
賀
年

始
の
挨
拶
も
す
べ
て
徳
本
念
仏
で
、「
阿
弥
陀

仏
々
」
と
称
え
申
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
徳
本
行
者
の
法
名
は
、「
名
蓮
社
号
誉
称

阿
」
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
六
字
名
号
・
称
名

念
仏
の
中
に
こ
そ
徳
本
行
者
の
す
べ
て
が

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
初
春
元
朝
、
年
明
け
の
朝
の
お
つ
と

め
、
初
勤
行
・
初
読
経
で
あ
る
。
淑
気
を
含
ん

だ
初
御
堂
の
静
寂
に
、
初
開
扉
で
迎
え
入
れ

た
新
春
の
香
気
。
初
太
鼓
の
響
き
に
初
鐘
の

余
韻
が
、
堂
内
の
厳
粛
な
緊
張
を
解
き
ほ
ぐ

す
。
初
燈
明
の
初
明
か
り
が
、
香
煙
の
し
め

や
か
な
ゆ
ら
め
き
を
映
し
出
し
て
い
る
。
読

経
の
声
に
も
、
回
向
の
心
に
も
、
は
じ
め
て
と

い
う
新
し
い
気
分
の
思
い
入
れ
と
、
め
で
た
さ

を
祝
い
願
う
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
四
方
の
春
、
迎
春
、
こ
の
初
春
は
ま
さ
に

吉
春
で
あ
る
。
御
慶
、
謹
賀
新
年
の
祝
詞
と

と
も
に
、
新
年
の
め
で
た
さ
に
福
寿
・
福
徳

の
願
い
を
込
め
て
祝
い
合
い
、
よ
ろ
こ
び
合

い
た
い
。

無
事
平
安
御
慶
念
仏
称
う
な
り

（
裕
彦
）

（
宗
因
）

（
一
茶
）

（
大
正
大
学
教
授
）

九
・
十
・
十
一
月
の

行
事
報
告

秋彼岸会法要・
彼岸寄席・
お彼岸ライブ
9月23日（水）

秋彼岸法要の様子

M・ファン・デン・フック
ピアノリサイタル
11月28日（土）素敵なリサイタルとなりました。

十夜法要・芋煮会
11月21日（土）

西沢正彦上人のご法話

例年とは違い、ジャズを聴きながらの
芋煮会でした。

第48回
念仏と法話の会
10月15日（木）
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修
正
会
に
寄
せ
て

修
正
会
と
は
、
正
月
の
は
じ
め
に
三
日
ま
た
は
七

日
、
十
日
に
わ
た
っ
て
そ
の
年
の
吉
祥
を
祈
願
す
る

法
会
、
あ
る
い
は
翻
邪
修
正
（
誤
っ
た
行
い
を
改
め
、

正
し
い
行
い
を
す
る
こ
と
）
の
意
味
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

神
護
景
雲
元
年
（
7
6
7
年
）
正
月
に
畿
内
七
道

諸
国
の
国
分
寺
に
吉
祥
天
悔
過
を
修
し
た
こ
と
や
、

天
長
四
年
（
8
2
7
年
）
に
東
西
の
二
寺
で
薬
師
悔

過
が
勤
め
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
、
平
安
中
期
以
降

に
は
諸
大
寺
に
行
わ
れ
て
民
間
に
も
広
ま
り
ま
し
た
。

浄
土
宗
で
は
「
無
量
寿
経
」
と
い
う
お
経
の
一
文

の
『
天
下
和
順
／
日
月
清
明
／
風
雨
以
時
／
災
癘
不

起
／
国
豊
民
安
／
兵
戈
無
用
／
崇
徳
興
仁
／
務
修
礼

譲
』（「
こ
の
世
は
平
和
で
日
月
は
明
る
く
照
ら
し
、

風
や
雨
は
必
要
な
だ
け
吹
い
た
り
降
っ
た
り
し
、
災

い
が
起
こ
る
こ
と
な
く
、
国
は
豊
か
で
民
衆
は
安
ら

か
で
、
武
力
を
必
要
と
せ
ず
、
徳
を
重
ん
じ
仁
を
行

い
、
務
め
納
め
て
礼
を
わ
き
ま
え
、
護
る
べ
き
は
護

る
」）
が
読
ま
れ
ま
す
。

こ
れ
は
極
楽
浄
土
の
様
子
を
説
い
た
も
の
で
す
が
、

出
来
る
こ
と
な
ら
、
こ
の
一
年
が
浄
土
の
よ
う
な
平

和
の
年
に
な
る
よ
う
願
い
を
込
め
て
祈
り
ま
す
。

よ
く
昔
か
ら
「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
と
い

わ
れ
ま
す
。

年
の
は
じ
め
に
、
今
ま
で
の
誤
っ
た
行
い
や
罪
を

悔
い
改
め
、
新
し
い
勇
気
と
希
望
に
満
ち
た
第
一
歩

を
踏
み
出
す
こ
と
、
そ
れ
が
新
年
の
道
し
る
べ
と
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
年
か
ら
当
山
で
も
修
正
会
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
元
旦
で
皆
様
も
お
忙
し
い
中
で
は
あ
る
か

と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
菩
提
寺
に
詣
で
る
よ
う
に

し
た
い
も
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　  

（
法
務
部
）

修正会法要
午前10時～
2階　本堂

2010年1月1日（金）

お雑煮
午前11時～
1階　観音堂エントランス

※今年のお雑煮の振る舞いは元旦のみになります。
　なお数に限りがございますので予めご了承下さい。

要要
法

年

ら
の
ら
か
年
今

法
新

し
ゅ
し
ょ
う
え

け  

か

て
ん
げ
わ
じ
ゅ
ん

き
じ
ょ
う

こ
く
ぶ
み
ん
な
ん

ひ
ょ
う
が
む
ゆ
う

し
ゅ
と
く
こ
う
に
ん

む
し
ゅ
ら
い

に
ち
が
つ
し
ょ
う
み
ょ
う

ふ
う 

う  

い   

じ

さ
い
れ
い 

ふ

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う
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新
行
事
と
な
る
元
旦
の
修
正
会

司
会（
編
集
部
）　

今
日
は
新
年
号
特
別
企
画

と
し
て
住
職
、
副
住
職
に
梅
窓
院
に
つ
い
て

お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

さ
て
、
今
春
か
ら
は
元
旦
に
修
正
会
を
行

い
ま
す
が
、
十
夜
に
次
ぐ
新
し
い
仏
教
行
事

が
始
ま
り
ま
す
ね
。

中
島
住
職（
以
下
住
職
）　

一
年
の
初
め
に
阿

弥
陀
様
に
、
そ
し
て
ご
先
祖
に
お
参
り
い
た

だ
き
、
無
事
に
正
し
く
一
年
を
過
ご
せ
る
た

め
に
と
い
う
法
要
で
す
。

　

ま
た
、
核
家
族
が
進
み
お
雑
煮
を
作
ら
な

い
家
も
あ
る
と
聞
き
ま
す
の
で
、
お
雑
煮
を

お
寺
で
振
る
舞
わ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。お
参

り
の
方
の
心
も
お
腹
も
満
足
し
て
い
た
だ
こ

う
と
い
う
行
事
で
す
。

司
会　

住
職
は
お
寺
に
来
て
も
ら
う
為
に

色
々
行
事
を
増
や
さ
れ
て
い
ま
す
が
、以
前
、

先
々
代
の
真
孝
住
職
、
先
代
の
真
哉
住
職
時

代
は
如
何
で
し
た
か
？

藁
谷
副
住
職（
以
下
副
住
職
）　

戦
前
ま
で
は

御
忌（
浄
土
宗
祖
・
法
然
上
人
の
追
善
法
要
）、

施
餓
鬼
会
、十
夜
会
、戦
後
は
施
餓
鬼
会
だ
け

で
し
た
。

司
会　

そ
う
す
る
と
、
今
が
梅
窓
院
の
歴
史

上
で
も
最
も
活
動
的
な
時
期
と
い
え
ま
す

ね
。

住
職　

そ
う
で
す
ね
、
各
種
仏
教
行
事
も
先

ほ
ど
の
行
事
に
加
え
、春
秋
の
彼
岸
会
、盂
蘭

盆
会
が
あ
り
、さ
ら
に
念
仏
と
法
話
の
会
、仏

教
講
座
、団
体
参
拝
旅
行
。ま
た
一
般
行
事
で

は
、文
化
講
演
会
、コ
ン
サ
ー
ト
と
一
年
中
絶

え
間
な
く
各
種
行
事
が
あ
り
ま
す
。

副
住
職　

お
通
夜
や
お
葬
式
で
檀
信
徒
さ
ん

と
話
す
と
、「
色
々
な
行
事
を
や
ら
れ
て
い
ま

す
ね
」と
言
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、「
立
派
な
お
寺
で
す
ね
」と
も
言
わ

れ
る
の
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
少
々
皮
肉
が
こ

も
っ
て
い
る
こ
と
も…

…

。

司
会　

少
々
皮
肉
と
い
う
と
、
そ
の
立
派
は

何
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

住
職　

そ
れ
は
新
し
い
伽
藍
の
こ
と
で
し
ょ

う
。以
前
と
は
見
違
え
る
ビ
ル
に
な
っ
た
訳

で
す
が
、
古
い
あ
の
建
物
が
良
か
っ
た
と
い

う
方
は
い
ま
す
か
ら
。

新
伽
藍
が
意
味
す
る
こ
と

司
会　

こ
の『
青
山
』で
も
本
堂
復
興
事
業
は

何
度
も
記
事
に
し
て
い
ま
す
が
、改
め
て
、そ

の
経
緯
を
教
え
て
下
さ
い
。

住
職　

先
代
ま
で
は
檀
信
徒
さ
ん
が
八
百
軒

ぐ
ら
い
で
し
た
が
、
古
い
会
館
を
始
め
と
す

る
諸
堂
伽
藍
を
維
持
す
る
の
に
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
で
境
内
地
は
相
当
減
っ
た
も
の

の
、
残
っ
た
お
寺
の
飛
び
地
な
ど
を
処
分
し

て
維
持
費
や
伽
藍
の
建
設
費
に
あ
て
て
い
ま

し
た
。

副
住
職　

梅
窓
院
は
先
々
代
も
先
代
も
護
寺

費
を
集
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。檀
信
徒
に

頼
ら
な
い
、と
い
う
考
え
方
で
し
た
が
、そ
れ

は
お
寺
の
資
産
が
あ
っ
た
か
ら
で
き
た
こ
と

で
し
た
。

住
職　

先
代
が
祖
師
堂
の
建
設
時
に
初
め
て

寄
付
を
集
め
ま
し
た
が
、
思
う
よ
う
に
は
集

ま
ら
ず
、
ま
た
観
音
堂
建
立
の
寄
付
の
時
も

同
じ
で
し
た
。他
の
お
寺
さ
ん
に
聞
い
て
も
、

中島真成住職（なかじま・しんじょう）
昭和32年6月13日埼玉県杉戸町生まれ。

19歳で僧侶になる。理由はお寺に生まれ
たから。大学卒業から梅窓院に入山。趣
味は海外旅行、すでに40カ国以上に渡
航。一番記憶に残っているのはフランス
のパリ。特技も海外旅行。

│
新
春
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
│

「
青
山・梅
窓
院
」の

　
　
　
　
目
指
す
も
の

住
職
・
副
住
職
に
聞
く

ぎ
ょ
き
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ど
う
も
都
心
の
お
寺
は
寄
付
が
集
ま
り
に
く

い
よ
う
で
す
。

　

高
度
成
長
と
と
も
に
檀
信
徒
さ
ん
も
給
与

所
得
者
が
多
く
な
り
、「
よ
し
、
お
寺
の
こ
と

だ
か
ら
」
と
ポ
ン
と
寄
進
を
し
て
く
れ
る
大

店
の
檀
信
徒
さ
ん
も
減
り
ま
し
た
。

副
住
職　

そ
れ
に
檀
信
徒
さ
ん
が
ど
う
し
て

も
お
寺
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
住
ま
わ
れ
る
。地

方
の
お
寺
だ
と
、
お
寺
の
周
り
が
檀
信
徒
さ

ん
と
、日
頃
か
ら
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。

住
職　

で
す
か
ら
、
青
山
と
い
う
好
立
地
の

そ
れ
な
り
の
大
き
な
お
寺
で
す
が
、
見
た
目

と
違
い
、
内
情
は
大
変
だ
っ
た
の
が
本
当
の

と
こ
ろ
で
す
。

司
会　

都
心
の
お
寺
の
悩
み
で
す
ね
。

住
職　

え
え
、で
す
か
ら
私
の
代
で
、先
代
の

念
願
で
も
あ
っ
た
墓
地
整
備
を
し
、
護
寺
会

費
を
檀
家
の
皆
さ
ま
に
お
願
い
し
、
そ
し
て

本
堂
の
復
興
を
決
心
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ

は
、
梅
窓
院
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
大
き

な
決
断
だ
っ
た
の
で
す
。

副
住
職　

そ
の
大
事
業

で
梅
窓
院
の
景
観
は
大

き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
も
い
わ
ゆ

る
伝
統
的
な
お
寺
の
た

た
ず
ま
い
と
は
言
え
な

か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、伝
統
的
な
外
観
を

残
す
の
は
阿
舎
、最
勝
寶

塔
と
山
門
だ
け
と
な
り

ま
し
た
。

　

た
だ
、本
堂
に
お
参
り

い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り

ま
す
が
、そ
の
荘
厳
は
過

去
の
梅
窓
院
に
は
な
い
、
壮
麗
か
つ
重
厚
な

内
陣
に
な
っ
て
い
ま
す
。

司
会　

本
紙
で
も
特
集
で
連
載
し
ま
し
た

が
、
京
都
の
匠
に
よ
る
手
作
り
の
内
陣
は
数

百
年
後
の
檀
信
徒
さ
ん
に
も
喜
ば
れ
る
荘

厳
、
と
い
う
こ
と
は
誰
で
も
わ
か
る
か
と
思

い
ま
す
。

檀
信
徒
が
二
千
軒
の
お
寺

司
会　

墓
地
整
備
も
最
終
段
階
に
入
っ
た
よ

う
で
す
が
、
檀
信
徒
さ
ん
の
軒
数
は
ど
の
く

ら
い
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

そ
う
で
す
ね
、
お
お
よ
そ
一
千
九
百

軒
で
す
。

司
会　

そ
う
す
る
と
、
古
い
檀
信
徒
さ
ん
よ

り
、
新
し
い
檀
信
徒
さ
ん
の
方
が
多
い
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

住
職　

数
年
前
に
逆
転
し
ま
し
た
ね
。

司
会　

な
る
ほ
ど
。お
寺
離
れ
が
進
ん
で
、お

寺
の
墓
地
よ
り
も
霊
園
墓
地
の
方
が
人
気
が

あ
る
中
で
も
梅
窓
院
の
墓
地
は
好
評
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

住
職　

そ
れ
は
青
山
と
い
う
立
地
で
す
ね
。

そ
れ
に
加
え
て
梅
窓
院
と
い
う
寺
格
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。

副
住
職　

こ
こ
の
檀
信
徒
さ
ん
の
葬
儀
に
会

葬
さ
れ
た
方
で
、
こ
こ
が
気
に
入
る
方
。ま

た
、
ふ
ら
り
と
散
歩
の
途
中
で
寄
っ
て
気
に

入
っ
た
方
も
結
構
い
ま
す
。

司
会　

実
際
に
お
寺
に
来
る
こ
と
で
気
に
入

ら
れ
る
の
で
す
ね
。

　

こ
う
し
て
檀
信
徒
さ
ん
が
増
え
る
こ
と
で

大
変
な
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

副
住
職　

土
曜
日
曜
は
平
均
し
て
一
日
に
五

件
は
法
事
が
あ
り
、
私
た
ち
法
務
部
は
大
変

忙
し
く
な
り
ま
す
。

司
会　

法
務
以
外
も
大
変
で
し
ょ
う
。

副
住
職　

檀
信
徒
さ
ん
の
窓
口
と
い
う
と
、

護
寺
費
や
法
要
の
案
内
は
檀
信
徒
部
が
行

い
、お
墓
参
り
は
受
付
さ
ん
、墓
石
は
日
本
エ

キ
ス
パ
ー
ト
（
梅
窓
院
専
門
の
管
理
会
社
）、

そ
し
て
法
要
は
私
た
ち
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、檀
信
徒
さ
ん
が
増
え
る
と
、ど

こ
も
忙
し
く
な
り
ま
す
。

住
職　

今
、
梅
窓
院
と
管
理
会
社
を
含
め
る

と
僧
侶
を
含
め
た
約
五
十
人
の
職
員
が
い
ま

す
の
で
、
十
分
対
応
で
き
る
為
の
シ
ス
テ
ム

を
整
え
て
い
る
つ
も
り
で
す
。

　

で
す
の
で
、一
般
的
な
お
寺
の
、住
職
、副

住
職
、
そ
し
て
住
職
の
奥
さ
ん
と
い
う
家
族

が
窓
口
に
な
る
、
と
い
っ
た
対
応
は
も
う
で

き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

檀
信
徒
と
お
寺
を
結
ぶ
も
の

司
会　

そ
う
い
う
中
で
、
檀
信
徒
さ
ん
と
の

接
点
を
ど
う
持
つ
か
、
ど
う
声
を
聞
い
て
い

く
か
と
い
う
の
が
課
題
で
す
ね
。

住
職　

い
ま
、檀
信
徒
さ
ん
と
の
接
点
は
、法

事
・
墓
参
、葬
儀
、各
種
行
事
、詠

唱
、
そ
し
て
寺
報
な
ど
の
印
刷
物

に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。法
事
な

ど
の
仏
事
は
昔
と
変
わ
り
ま
せ

ん
し
、
年
忌
法
要
は
決
ま
っ
て
い

ま
す
か
ら
増
や
せ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。そ
う
な
る
と
、
各

種
行
事
、
こ
れ
は
仏
教
行
事
、
一

般
的
な
行
事
を
含
め
て
で
す
が
、

こ
う
い
う
も
の
で
よ
り
接
点
を

多
く
し
て
い
き
た
い
、
と
い
う
の
が
私
の
考

え
方
で
す
。そ
う
い
う
中
で
み
な
さ
ん
の
声

を
聞
か
せ
て
も
ら
え
る
と
い
い
の
で
す
が
。

司
会　

な
る
ほ
ど
。

　

ち
な
み
に
檀
信
徒
さ
ん
が
一
番
多
く
来
ら

れ
る
行
事
は
何
で
す
か
。

副
住
職　

念
仏
と
法
話
の
会
は
昔
か
ら
の
行

事
で
す
が
、
多
い
時
は
百
人
を
超
え
た
の
で

す
が
、最
近
は
二
十
、三
十
人
ぐ
ら
い
で
す
ね
。

住
職　

こ
れ
も
、最
近
始
め
た
行
事
で
す
が
、

新
盆
を
迎
え
る
家
で
棚
経
に
は
来
な
く
て
結

構
で
す
と
い
う
と
こ
ろ
が
増
え
、
代
り
に
お

寺
で
供
養
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
盂
蘭
盆

会
を
始
め
ま
し
た
。こ
れ
は
多
く
の
方
が
お

見
え
に
な
り
ま
す
。　

　

た
だ
、
で
き
れ
ば
念
仏
と
法
話
と
い
う
浄

土
宗
寺
院
と
し
て
の
基
本
的
な
も
の
、
つ
ま

り
念
法
会
に
魅
力
を
感
じ
る
方
が
多
い
と
い

う
の
が
理
想
な
の
で
す
が…

…

。

司
会　

あ
る
意
味
、
そ
れ
が
ま
さ
に
お
寺
離

れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
梅
窓
院
と

し
て
ど
う
対
応
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

住
職　

昔
か
ら
お
寺
は
お
年
寄
り
が
集
ま
る

と
こ
ろ
で
す
。

藁谷真敬副住職（わらがい・しんきょう）
昭和23年12月30日福島県いわき市生まれ。

23歳で僧侶になる。子供の頃から山寺の和尚
さんに憧れていたことと、大学の綜合仏教研究
所で仏教学の研究をしてミイラとりがミイラに
なった。大学の卒業式の日から梅窓院に入山し
現在に至る。趣味は古美術鑑賞。特技は剣道。

ね
ん
ぽ
う
か
い

う  

ら 

ぼ
ん

え

あ
ず
ま
や

と
う

さ
い
し
ょ
う
ほ
う
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た
だ
、
今
は
核
家
族
化
の
中
で
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
暮
ら
す

子
供
が
減
り
ま
し
た
。そ
う
な
る
と
、
毎
日
仏

壇
に
お
水
や
ご
飯
、
お
線
香
を
あ
げ
る
姿
を

見
る
機
会
が
な
く
な
り
ま
す
し
、
一
緒
に
お

寺
へ
と
い
う
機
会
も
減
り
ま
す
。そ
の
う
え
、

お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
家
庭
を
守
る
の
に

忙
し
い
で
す
か
ら
、
お
寺
に
足
を
向
け
る
時

間
も
な
い
。

副
住
職　

加
え
て
今
の
子
供
は
忙
し
い
で
す

か
ら
ね
。昔
は
お
寺
に
行
く
と
、
お
菓
子
を
も

ら
え
て
そ
れ
が
嬉
し
か
っ
た
も
の
で
す
が
、今

は
お
菓
子
で
は
吸
引
力
に
な
り
ま
せ
ん

（
笑
）。

司
会　

そ
う
で
す
ね
、
家
庭
環
境
と
社
会
構

造
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

住
職　

で
す
の
で
、お
年
よ
り
か
ら
若
者
、そ

し
て
子
供
と
、家
族
で
来
や
す
い
行
事
や
、行

事
の
時
に
お
寺
に
臨
時
の
保
育
所
を
設
け
る

な
ど
、
と
に
か
く
み
な
さ
ん
が
お
寺
に
来
や

す
い
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、若
い
方
に
来
て
も
ら
お
う
と
、春
秋

の
お
彼
岸
で
ラ
イ
ブ
バ
ン
ド
の
コ
ン
サ
ー
ト

も
催
し
ま
し
た
。

司
会　

梅
窓
院
の
お
坊
さ
ん
で
、
バ
ン
ド
の

ド
ラ
マ
ー
で
も
あ
る
瀧
沢
さ
ん
の
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
で
し
た
ね
。

住
職　

え
え
、
彼
の
仲
間
を
通
じ
て
ラ
イ
ブ

ハ
ウ
ス
で
人
気
の
グ
ル
ー
プ
に
も
来
て
も
ら

い
ま
し
た
。で
す
が
、
少
々
、
檀
信
徒
さ
ん
と

の
温
度
差
が
あ
っ
た
の
か
、残
念
な
が
ら
、普

段
、
お
寺
に
あ
ま
り
縁
の
な
い
若
者
が
押
し

寄
せ
る
、
と
い
う
行
事
に
は
な
ら
な
か
っ
た

で
す
ね
。ど
ち
ら
に
し
ろ
、試
行
錯
誤
は
覚
悟

の
う
え
、新
し
い
梅
窓
院
の
ス
タ
イ
ル
で
、檀

信
徒
さ
ん
が
お
寺
に
望
ん
で
い
る
こ
と
に
応

え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

寺
報『
青
山
』も
大
事
な
窓
口

住
職　

ま
た
、
こ
う
し
て
皆
様
に
読
ん
で
い

た
だ
い
て
い
る『
青
山
』も
貴
重
な
檀
信
徒
さ

ん
と
の
接
点
で
す
の
で
、『
青
山
』は
新
年
号

に
限
っ
て
で
す
が
、
墓
地
の
名
義
人
で
あ
る

お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
別
居
さ

れ
て
い
る
若
い
方
の
家
に
も
送
ら
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

司
会　

な
る
ほ
ど
。同
居
し
て
い
な
い
方
に

は
お
寺
か
ら
の
情
報
も
伝
わ
り
に
く
く
、
お

寺
は
縁
遠
く
な
る
一
方
で
す
も
の
ね
。

住
職　

そ
れ
に
、
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
い
う
時
代
で
す
が
、
や
は

り
紙
媒
体
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
が
色
々
あ
り

ま
す
か
ら
。

司
会　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の『
青
山
』

の
役
割
は
大
き
い
。

住
職　

平
成
二
十
三
年
に
は
法
然
上
人
の
八

百
年
の
大
遠
忌
を
迎
え
ま
す
の
で
、紙
面
で
、

法
然
上
人
の
魅
力
、浄
土
宗
、仏
教
の
魅
力
を

も
っ
と
お
伝
え
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。

副
住
職　

そ
う
で
す
ね
、一
般
的
な
寺
報
は
、

住
職
が
一
人
で
作
る
こ
と
も
あ
り
、
一
年
に

一
回
出
す
の
が
精
一
杯
。し
か
も
、内
容
は
仏

教
の
話
と
お
寺
の
行
事
報
告
だ
け
と
い
う
の

が
普
通
で
す
。

住
職　

も
と
も
と『
長
青
』と
い
う
寺
報
を
発

行
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の『
青
山
』は
よ
り

幅
広
い
内
容
で
読
み
や
す
い
紙
面
作
り
を
心

掛
け
て
い
ま
す
。

司
会　

私
た
ち
編
集
部
も
八
百
年
大
遠
忌
に

向
け
、紙
面
を
工
夫
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

住
職　

本
来
お
寺
は
檀
信
徒
さ
ん
が
、
布
施

と
い
う
形
で
お
坊
さ
ん
や
お
寺
さ
ん
の
面
倒

を
み
て
、
法
施
と
い
う
教
え
を
も
ら
っ
て
い

た
も
の
で
す
が
、
時
代
の
変
化
や
お
寺
を
取

り
巻
く
環
境
が
変
わ
り
、
そ
の
変
化
が
よ
り

激
し
い
都
心
で
は
、
そ
う
い
う
形
態
の
お
寺

が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
梅
窓
院
も
同
様
で
す
が
、
今
は
新
本

堂
を
建
設
し
て
六
年
目
、
色
々
な
意
味
で
過

渡
期
か
と
思
い
ま
す
が
、少
し
で
も
身
近
な
お

寺
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。そ
う
い
う
意
味
で
、
遠
慮
な
く
ご
意

見
を
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

司
会　

こ
の『
青
山
』も
大
事
な
役
割
を
担
え

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　ご自慢のお孫さんと『青山』に載りませんか？
　お孫さんと一緒のお写真と推薦者のおじい
ちゃん・おばあちゃんのコメント（30～150字程
度）を青山文化村までお送り下さい。お孫さんの
お名前、お年も忘れずに。（お送り頂いたお写真は返
却できませんのでご了承下さい。）

　沢山のご応募お待ちしております。

〒107-0062 港区南青山2-26-38

青山文化村「我が家の宝物」募集係

少し照れている姿がとても可愛いですね。おじい
ちゃんと仲良しなのが伝わってきます。

編 集 部 よ り

まご

自慢のお

我我我 ががが家の
まごまままま

のののの
まままままままままま

宝物物物!

ま  ご

※今回は見本として、梅窓院職員である さんの
お子さんと、おじいちゃんのお写真を掲載致しました。
※次号からはカラー頁で紹介いたします。

投 稿 者 よ り

信州在住のた
め、埼玉に暮らす
孫とはなかなか
会うことができ
ず、あっという間
に大きくなってし
まうのが寂しいよ
うでもあり、嬉し
いようでもある今
日この頃です。会 ちゃん（3歳）

えない分、今は孫の送ってくれる手紙が楽しみで
す。何はともあれ、孫が元気であれば私たちも頑張
らねばと精が出るものです。 （祖父・ ）



◎
特
選

頭
陀
袋
繕
ふ
秋
の
深
ま
り
に 

◎
入
選

放
牧
の
丘
に
ひ
ろ
が
る
鰯
雲 

旬
の
も
の
山
に
供
へ
て
秋
彼
岸 

霧
裾
に
身
延
の
山
は
立
ち
に
け
り 

秋
晴
れ
や
御
苑
の
森
の
色
づ
き
て 

天
高
し
団
地
の
干
も
の
と
り
ど
り
に 

い
が
栗
の
絨
毯
さ
つ
と
通
り
け
り 

虫
の
音
や
弾
む
会
話
の
暫
し
止
み 

◎
選
者
詠

庄
内
の
夕
日
小
豆
を
干
す
庭
に

大
崎
　
紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

　
「
朝
顔
市
」「
酉
の
市
」「
羽
子
板
市
」と
か
の
行
事
。ま
た
は「
神
田
祭
」「
三
社
祭
」

と
か
の
祭
り
の
句
を
詠
む
場
合
、よ
く
売
り
手
の
声
が
嗄
れ
て
い
る
と
か
、男
女
が
ね
じ

り
ハ
チ
マ
キ
を
し
て
い
る
と
か
、あ
る
い
は
神
輿
の
か
つ
ぎ
手
が
汗
を
か
い
て
い
る
と
か
を

詠
ん
だ
句
が
出
ま
す
が
、こ
う
い
う
事
柄
を
詠
ん
だ
句
は
ゴ
マ
ン
と
あ
り
ま
す
。そ
こ
で

少
し
ず
ら
し
た
と
こ
ろ
で
詠
ん
で
新
味
を
出
す
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。わ
た
し
は
か

つ
て「
熊
手
ゆ
く
あ
と
を
手
ぶ
ら
で
歩
き
け
り
」「
裏
門
に
す
ら
り
出
で
け
り
酉
の
市
」

な
ど
と
詠
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

梅窓院通信 No.457

お正月の祝い肴の一つ黒豆は、昭
和の初めまでは「座禅豆」と呼ばれて
いました。座禅豆の名は僧侶が座禅
をするときにこの豆を食べると小水
に立つのが少なくなるところからの
呼び名です。また、煮しめた黒豆のこ
とをもいい、江戸時代には醤油で煮
た固く塩からいものと、砂糖を加えて
甘く煮たものと二通りありました。
座禅豆を正月に食べる風習は、江

戸後期のころから。三つ肴と呼ばれる
かずのこ、黒豆、ごまめの三種は、徳
川幕府がとくに奨励した祝い肴であ
るといわれます。徳川時代の庶民の
台所はかなり簡素なもので、一般に
はわずかな祝い肴で新年を迎えるの
が普通でした。貧しい農家でもこの三
つ肴があれば、立派に正月は迎えら
れると信じていたようです。そして数
の子は子沢山に恵まれるように、黒豆
は健康でまめに農事に励むことがで
きるように、ごまめ（五万米）はお米を
ごまんと収穫できるようにとの願いが
こめられていました。
なぜお正月に黒豆を食べるので

しょうか。それには、黒豆に、①血液の
滞りをなくして血行をよくし、②水分
代謝を促進してむくみを取り除き、③
食べ物や薬の毒（中毒）を解毒する、
働きがあるからです。家の中でたくさ
んのご馳走を食べたりお酒を飲んだ
りする機会が多いお正月にピッタリの
食べ物なのです。
また、黒豆は黒砂糖と一緒に煮る

と、咳を鎮め、声のかすれをなくする
効果があります。寒い冬場の風邪薬
といえましょう！　薬効を活かすには、
黒豆を煮るときに浮いてくる泡は取
り除かないほうがよいでしょう。泡は
豆のもっとも大事な栄養素であり、旨
みでもあります。見た目のよさより栄
養価・効用を大切にしたいですね。ま
めで元気な一年でありますように！！

食
養
研
究
家

武
鈴
子

ご
ち
そ
う
の
害
を

　
　
解
く「
座
禅
豆
」

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

　次回は「冬の季語」でご自由にお詠み下さい。1月15日
を締切、平成22年3月発送の『春彼岸号』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

外
苑
西
通
り
の
裏
路
地
に
ひ
っ
そ
り
と

店
を
構
え
る
天
ぷ
ら『
元
吉
』さ
ん
。

店
先
や
店
内
は
季
節
の
草
花
で
上
品
に

彩
ら
れ
、時
期
に
合
わ
せ
桜
や
紅
葉
の
枝
を

飾
り
日
々
変
わ
り
ゆ
く
表
情
を
楽
し
む
事

が
出
来
る
。

素
材
を
最
も
生
か
し
た
調
理
法
は
天
ぷ

ら
と
話
す
ご
主
人
の
お
す
す
め
は
季
節
の

お
野
菜
。今
の
時
期
は
蓮
根
だ
そ
う
だ
。

そ
の
ほ
か
カ
ウ
ン
タ
ー
の
木
箱
に
は
選
り

す
ぐ
り
の
お
野
菜
が
納
め
ら
れ
目
を
楽
し

ま
せ
て
く
れ
る
。

出
来
上
が
り
を
耳
で
楽
し
め
る
の
も
天

ぷ
ら
の
醍
醐
味
の
一
つ
。

ラ
ン
チ
は
限
定
十
四
食
で
、か
き
揚
げ
と

穴
子
の
天
丼
と
小
エ
ビ
の
か
き
揚
げ
丼
の
二

種
類
か
ら
選
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。そ
の
内

穴
子
は
五
食
の
み
な
の
で
お
早
め
に
。

お
家
で
は
味
わ
え
な
い
職
人
の
味
を
味

わ
い
に
是
非
足
を
運
ん
で
頂
き
た
い
お
店
だ
。

第
三
十
七
回

営業時間／ランチ（水・木・金限定）11：30～13：30
　（無くなり次第終了）
ディナー17：30～24：00（LO 23：00）

定休日／日曜　　席数／9席
住所／東京都港区南青山3-2-4  セントラルNo.6  B-A
TEL・FAX／03-3401-0722

▶季節ごとに変わる
店内のディスプレイ
も楽しみの一つ。

◀毎朝ご主人が
仕入れている
こだわりのお野菜。

▲穴子天丼1600円。

大
崎
紀
夫

天
ぷ
ら
　
元
吉

梅窓院

青山通り

銀座線
外苑前駅
1a出口

青山ベルコモンズ
至渋谷

スキーショップ
ジロー

参
道

外
苑
西
通
り

リビエラ
スポーツクラブ

天ぷら 元吉

至赤坂
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編

集
後

記

　

梅
窓
院
通
信
誌『
青
山
』読
者
ア

ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
頂
き
ま
し
て

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。こ
れ
に
限

ら
ず
ご
意
見・ご
要
望
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、是
非
と
も
青
山
文
化
村
宛

ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。ま
た
、

今
回
か
ら
始
ま
り
ま
し
た「
我
が

家
の
宝
物
」の
ご
応
募
も
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す 

◆修正会
1月1日（金）

◆第49回 念仏と法話の会　
2月4日（木）

◆春彼岸会法要・寄席・物産展　
3月21日（日）

◆はなまつり
4月3日（土）～8日（木）

◆団体参拝旅行 ～日光 輪王寺～
5月15日（土）～16日（日）

◆第50回 念仏と法話の会
6月10日（木）

◆郡上おどり ｉｎ 青山
6月26日（土）・27日（日）

◆盂蘭盆会法要
7月13日（火）

◆大施餓鬼会法要
7月21日（水）

◆秋彼岸会法要・寄席
9月23日（木）

◆お彼岸ライブ
9月25日（土）

◆文化講演会
10月中旬予定

◆十夜法要・芋煮会
11月20日（土）

はなまつり

郡上おどり

お彼岸ライブ

大施餓鬼会法要

十夜法要・芋煮会

彼岸寄席

彼岸会風景

行事予定

2月4日（木）
時間　12時半～
（受付12時より開始）
法話　「自分が分かる仏教」
川添崇祐上人

第49回 念仏と法話の会

古都長安と仏教

『四十二章経』を読む

法然上人のみ教え ̶ 入門編 ̶

個人と社会の民俗
̶ 結婚儀礼をめぐって ̶

仏教講座

仏・菩薩 ̶ その教えと信仰

全講座　午後6時～8時
受講無料・祖師堂

勝崎裕彦先生
（香蓮寺住職 大正大学教授）
③2/18（木）仏・菩薩観総説

阿川正貫先生
（浄土寺住職 大正大学講師）
③3/4（木）　善導大師を中心に

新井俊定先生
（天然寺住職 大正大学出版会主管）
②1/22（金）欲望について
③2/26（金）心の垢を取り除く

本林靖久先生
（真宗大谷派僧侶、大谷大学･佛教大学講師）
②1/29（金）婚姻儀礼
③3/29（月）厄年・年祝い儀礼

林田康順先生
（大正大学准教授 大本山増上寺布教師 慶岸寺副住職）
②2/8（月）お念仏の日暮らし
③3/16（火）お念仏のご功徳

※各講座第3回目の最終講座は、後半、茶話会とな
ります。講師の先生方や受講生同士、この機会に
交流を深めてください。

　今年の秋彼岸に行う予定のお彼岸ライブにて、写真
展を開催致します。そこで皆さんの撮られたお写真を展
示してみませんか？ライブ会場に皆様のお写真を飾らせ
て頂きます。今回のテーマは「青山」です。「青山」にまつ
わるお写真でしたらカラーでもモノクロでも構いません。
ライブ当日に人気投票を行い、一位の方には景品を差し
上げる予定です。詳細は施餓鬼号にてお知らせ致します
ので、それまで皆さんお写真を撮りためて置いて下さい！

　
今
年
も
元
旦
に
お
雑
煮
を
振

舞
い
ま
す
。修
正
会
も
行
い
ま
す

の
で
、ご
家
族
皆
様
で
お
参
り
く

だ
さ
い

元
　 

旦

修
正
会
／
午
前
10
時
〜

　
場
所
　
本
堂

お
雑
煮
／
午
前
11
時
〜

　
場
所
　
観
音
堂
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

☆
材
料
が
な
く
な
り
次
第
終
了

と
な
り
ま
す
。

梅

窓

院
だ

よ

り
当日のお雑煮の内容は、写真と異なる
場合があります。

今年の秋彼岸に行う予定のお彼岸ライブにて、写
を開催致します。そこで皆さんの撮られたお写真を展
してみませんか？ライブ会場に皆様のお写真を飾ら
頂きます。今回のテーマは「青山」です。「青山」にま

煮
を
振

い
ま
す

参
り
く

ラ
ン
ス

第
終
了

り

秋彼岸写真展開催

※予定は変更になる場合も
　ございます。ご了承下さい。

年 間 行 事 予 定
平成22年

ま   

ご

！！

！！




