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住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世   

中
島 

真
成

今
年
の
梅
窓
院
は
修
正
会
と
い
う
、
年
の
初
め
に
行
う
法
要
で
始
ま
り

ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
元
旦
の
行
事
に
四
百
人
を
超
え
る
方
の
参
拝
を
い
た
だ

き
、
初
め
て
の
修
正
会
が
無
事
か
つ
盛
大
に
執
り
行
え
ま
し
た
こ
と
を
大

変
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

昨
年
の
正
月
に
振
る
舞
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
雑
煮
が
好
評
で
、
今
年

お
参
り
い
た
だ
い
た
方
の
中
に
は
お
雑
煮
が
食
べ
た
い
か
ら
修
正
会
に
参

列
し
よ
う
、
と
い
う
方
も
い
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
大
変
あ

り
が
た
い
こ
と
で
す
。

昔
か
ら
神
社
仏
閣
の
参
拝
に
は
そ
の
前
後
で
の
お
楽
し
み
が
つ
き
も
の

で
し
た
。
門
前
の
お
店
で
お
土
産
を
買
っ
た
り
、
特
産
品
を
味
わ
っ
た
り
、

道
中
の
宿
屋
で
温
泉
に
つ
か
っ
た
り
、
参
拝
に
は
こ
う
し
た
楽
し
み
が
な

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

梅
窓
院
で
は
、
数
年
前
か
ら
始
め
た
十
夜
法
要
で
も
芋
煮
を
振
る
舞
っ

て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
だ
い
ぶ
定
着
し
て
き
て
お
り
、
参
拝
も
増
え
て
い
ま

す
。
そ
し
て
今
年
か
ら
の
修
正
会
の
お
雑
煮
と
、
梅
窓
院
の
法
要
に
は
美

味
し
い
お
椀
が
い
た
だ
け
る
、
こ
う
し
た
こ
と
で
参
拝
の
方
が
ひ
と
り
で

も
多
く
来
て
く
だ
さ
れ
ば
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
、
ど
ち
ら
も
参
列
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
方
も
、
お
椀
に
惹
か
れ
て

で
も
結
構
で
す
の
で
、
一
度
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
四
階
に
新
し
く
法
堂
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。
こ
れ
は
檀
信
徒
の

み
な
さ
ん
の
年
忌
法
要
や
葬
儀
式
な
ど
で
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
お

堂
で
、
広
さ
は
約
二
十
畳
で
、
控
室
も
あ
り
ま
す
。

最
近
は
ご
家
族
を
中
心
と
し
た
葬
儀
や
法
要
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
改
修
に
踏
み
切
り
ま

し
た
。
四
階
は
寺
務
所
と
な
っ
て
お
り
、
職
員
の
出
入
り
も
あ
り
ま
す

が
、
法
堂
は
落
ち
着
い
た
空
間
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
こ
の
『
青
山
』
が
お
手
元
に
届
く
頃
に
は
で
き
あ
が
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
希
望
の
方
は
一
度
お
問
い
合
わ
せ
を
お
願
い
し

ま
す
。

住
職

梅

今
年
今

ま
しし
た

そそ
し

き
、
き
、
初

変
嬉
変
嬉
し

昨昨
年

お
参参
り

列
しし
よ

り
が
り
が
た

昔昔
か

で
しし
た

道
中中
の

く
てて
は

梅梅
窓

て
いい
ま
す

す
。。
そ

味
しし
い

も
多多
く
多多まま

だ

でで
もも
結

さ
て

みみ
な
さ

堂堂
で
、
広

最
近

そそ
う
し

し
た
し

。

が
、
法
堂

く
だ
さ

と
思
い
ま

ま
す
。
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勝
崎 

裕
彦 

上
人

彼
岸
時
分
の
山
野
草

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
９
）

植
物
図
鑑
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
俳
句
に
親
し
み
、
歳
時
記
に

親
し
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
俳
句

の
季
題
に
樹
木
草
花
が
多
い
の
は
、
俳
諧
歳

時
記
の
季
語
区
分
に
「
植
物
」
の
項
が
あ
り
、

た
く
さ
ん
の
植
物
名
が
列
挙
さ
れ
、
し
か
も

そ
れ
ぞ
れ
の
植
物
の
季
節
に
応
じ
た
姿
や
形

に
よ
っ
て
、
各
季
の
季
語
と
し
て
配
分
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
仏
教
の

も
ろ
も
ろ
に
ま
つ
わ
る
名
前
を
持
っ
た
植
物

名
が
随
分
と
あ
り
、
季
語
の
世
界
を
豊
か
に

ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
。

今
回
は
、
仏
教
語
に
由
来
す
る
植
物
名
を

春
の
季
語
の
中
か
ら
選
び
出
し
、
図
鑑
の
植

物
図
を
お
見
せ
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る

が
、
彼
岸
時
か
ら
春
の
盛
り
へ
の
山
野
草
の

点
景
を
綴
り
た
い
。

春
は
草
木
が
芽
吹
き
、
茎
葉
も
伸
び
、
新

し
い
生
命
の
息
吹
き
を
強
く
感
じ
る
季
節
で

あ
る
。
山
野
の
小
さ
な
草
花
も
、
冬
の
寒
さ

冷
た
さ
の
試
練
に
耐
え
て
、
新
し
い
春
の
到

来
を
喜
ん
で
、
芽
を
出
し
、
葉
を
つ
け
、
花

を
咲
か
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
早
春
か

ら
爛
漫
の
春
に
か
け
て
、
梅
、
桃
、
桜
と
華

や
か
に
咲
き
揃
う
名
花
・
大
花
と
は
趣
き
を

変
え
て
、
ひ
そ
や
か
に
、
ま
た
誇
ら
し
げ
に

咲
く
、
春
の
野
山
の
草
花
で
あ
る
。

木
の
芽
の
芽
立
ち
、
芽
張
り
に
目
を
向
け

て
、
楤
の
芽
・
た
ら
め
を
ま
ず
取
り
上
げ
る

が
、
こ
れ
は
落
葉
低
木
ウ
コ
ギ
科
の
楤
木
の

新
芽
で
山
野
草
と
は
い
い
が
た
い
。
た
だ
多

羅
の
芽
の
別
称
が
あ
り
、
仏
典
ゆ
か
り
の
多

羅
樹
（
タ
ー
ラ
樹
）、
あ
る
い
は
新
芽
が
幹
の
て

っ
ぺ
ん
に
つ
く
と
こ
ろ
か
ら
仏
鉢
の
鉢
多
羅

　
　
　
　
　 

に
由
来
す
る
名
前
で
あ
り
、
紹

介
し
た
次
第
。

　
の
芽
の
仏
に
似
た
る
瀬
の
ひ
か
り

蓮
華
草
は「
れ
ん
げ
そ
う
」と
読
む
が
、「
れ

ん
げ
ば
な
」と
読
ん
で
も
よ
く
、
古
く
は
砕
米

薺
と
書
い
た
り
し
た
。
翹
揺
・
紫
雲
英
の
こ

と
で
、
げ
ん
げ
ん
・
げ
ん
げ
花
・
五
形
花
な

ど
と
も
い
う
。
晩
秋
、
稲
刈
り
の
終
わ
っ
た

枯
れ
田
に
種
を
播
き
、
早
春
の
緑
の
草
葉
の

後
に
、
三
、
四
月
頃
、
一
面
に
薄
紅
色
の
絨

毯
を
敷
き
つ
め
た
よ
う
に
美
し
い
花
を
咲
か

せ
る
。
小
花
を
輪
状
に
つ
け
た
あ
り
さ
ま
が

蓮
の
花
に
似
て
い
る
こ
と
と
、「
げ
ん
げ
」
と

「
れ
ん
げ
」
の
音
の
似
通
い
か
ら
、
蓮
華
草
の

呼
称
と
な
っ
た
と
い
う
。

華
鬘
草
は
ケ
シ
科
の
多
年
草
で
、
四
月

頃
、
淡
紅
色
の
花
を
提
灯
を
並
べ
た
よ
う
に

房
状
に
垂
れ
て
咲
か
せ
る
。
華
鬘
と
は
、
生

花
を
糸
で
綴
っ
た
り
、
結
び
合
わ
せ
た
り
し

て
作
っ
た
花
か
ず
ら
の
こ
と
。
ク
ス
マ
・

マ
ー
ラ
ー
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
義

訳
語
で
あ
り
、
音
訳
語
で
も
あ
る
。
首
飾
り

な
ど
の
装
飾
品
と
し
て
、
や
が
て
仏
に
供
養

す
る
品
物
と
し
て
、
さ
ら
に
仏
前
・
仏
堂
の

荘
厳
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
仏
の
頭
飾
り
も
華
鬘
と
い
い
、
こ
れ
に

似
て
い
る
の
で
華
鬘
草
の
名
が
つ
い
た
と
も

い
う
。

布
袋
さ
ま
の
円
満
腹
に
似
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
布
袋
草
は
、
熊
谷
次
郎

直
実
の
母
衣
に
由
来
す
る
熊
谷
草
・
ほ
ろ
か

け
ぐ
さ
の
別
称
で
あ
る
。
瑠
璃
草
は
玻
璃
草

と
も
い
い
、
仏
典
に
た
び
た
び
説
か
れ
る
七

宝
に
ま
つ
わ
る
植
物
名
で
あ
る
。
座
禅
草
は

サ
ト
イ
モ
科
の
多
年
草
で
、
そ
の
名
も
仏
炎

苞
と
称
さ
れ
る
肉
穂
花
序
を
包
む
大
形
の
苞

を
持
ち
、
こ
れ
が
仏
の
姿
、
座
禅
姿
に
似
て

い
る
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
。
達
磨
禅
師

に
擬
し
て
達
磨
草
と
も
い
う
。
ま
た
勿
忘
草

の
別
称
に
、
青
色
を
ふ
り
ま
い
た
よ
う
な
花

の
具
合
か
ら
藍
微
塵
の
名
が
あ
る
。
仏
教
語

に
い
う
微
塵
と
は
、
き
わ
め
て
小
さ
い
も
の

の
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
晩
春
に
白
く
咲

く
葱
の
花
は
葱
坊
主
・
葱
宝
珠
・
葱
の
擬
宝

な
ど
と
称
さ
れ
る
。

山
野
草
の
新
し
い
芽
、
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び

た
茎
、
小
さ
な
葉
、
可
憐
な
花

│
、
い
ず

れ
も
、
い
の
ち
の
か
ぐ
わ
し
い
香
り
と
か
が

や
か
し
い
光
り
輝
き
を
示
し
て
い
る
。
小
さ

き
い
の
ち
を
尊
び
、
や
さ
し
い
思
い
を
育
ん

で
、
は
る
か
に
山
野
の
草
花
に
心
を
寄
せ
る

こ
と
で
あ
る
。

（
角
川
源
義
）

（
大
正
大
学
教
授
）

雑煮

食事風景

行
事
報
告

今
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
新
法
要
・
修
正

会
と
お
雑
煮
の
振
舞
い
が
無
事
終
了
致
し
ま

し
た
。
沢
山
の
方
が
清
々
し
い
気
持
ち
で
新

年
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
来
年
も
行
い
ま
す
の

で
、
皆
様
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。

元旦の朝10時から修正会が本堂で行われた。

（
パ
ー
ト
ゥ
ラ
）
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塔婆申込み方法
同封のはがきを使い3月10日（水）必着でお申込み下さい。
塔婆回向料は 1本 7,000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
●3月18日～24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。

寒
さ
の
中
に
も
早
春
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る
春
の
お
彼
岸
の
季
節
と
な
り

ま
し
た
。

皆
様
、
お
彼
岸
に
は
、
御
先
祖
様
や
縁
者
の
方
の
為
に
お
墓
参
り
に
行
か
れ

る
予
定
の
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
墓
参
り
の
際
に
は
、
お
墓

を
掃
除
し
た
り
、
お
線
香
を
上
げ
、
お
墓
の
前
で
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。そ

の
中
で
も
手
を
合
わ
せ
る
し
ぐ
さ
、
い
わ
ゆ
る
合
掌
と
い
い
ま
す
が
、
私

た
ち
は
、
仏
様
の
前
や
お
墓
の
前
に
立
つ
と
自
然
と
手
を
合
わ
せ
る
し
ぐ
さ
を

し
ま
す
。
葬
儀
や
法
要
の
際
に
も
、
必
ず
こ
の
合
掌
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

普
段
、
何
気
な
く
し
て
い
る
合
掌
で
す
が
、
こ
の
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う
仕

草
の
意
味
を
説
明
し
ま
す
と
、
右
手
は
仏
の
象
徴
で
、
清
ら
か
な
も
の
や
知
恵

を
あ
ら
わ
し
、
左
手
は
衆
生
、
つ
ま
り
自
分
自
身
を
表
し
て
い
ま
す
。
両
手
を

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
と
一
体
に
な
る
こ
と
や
仏
へ
の
帰
依
を
示
す
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
一
句
、
行
基
菩
薩
様
が
こ
ん
な
お
歌
を
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。

ほ
ろ
ほ
ろ
と
鳴
く
山
鳥
の
声
を
聞
け
ば
、
父
か
と
ぞ
思
う
母
か
と
ぞ
思
う

こ
れ
は
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
鳴
く
山
鳥
の
声
を
聞
い
て
い
る
と
、
山
鳥
の
声
で

あ
っ
て
も
父
が
呼
ぶ
声
・
母
が
呼
ぶ
声
で
は
な
い
か
と
思
い
惑
う
よ
う
に
な

る
」
と
い
う
こ
と
を
歌
っ
た
お
歌
で
す
。

父
や
母
を
亡
く
し
た
人
、
又
は
大
切
な
人
を
亡
く
し
た
方
は
子
供
で
あ
ろ
う

と
、
年
を
重
ね
た
人
で
あ
ろ
う
と
、
ふ
と
そ
の
方
の
顔
を
思
い
出
す
こ
と
が
あ

る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
お
歌
の
よ
う
に
、
大
切
な
方
と
の
お
別
れ
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
ま
で

も
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
大
き
な
出
来
事
で
す
。

「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
と
い
い
ま
す
が
、
仏
様
や
お
墓
の
前
に
立
っ
た
時

な
ど
、
又
は
自
宅
に
お
仏
壇
が
あ
る
場
合
な
ど
は
是
非
、
小
さ
な
お
子
様
の
頃

か
ら
自
然
と
手
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
習
慣
が
出
来
る
環
境
に
し
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

近
い
将
来
、
殺
伐
と
し
た
日
本
で
は
な
く
、
温
も
り
の
あ
る
日
本
で
あ
る
よ

う
に
、
拝
む
姿
と
い
う
も
の
を
子
供
や
お
孫
さ
ん
に
見
せ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

右
仏
　
左
は
我
と
合
わ
す
掌
の
　
仲
ぞ
ゆ
か
し
き
　
南
無
の
一
声

午後１時～　２階 本堂
プロフィール
入船亭扇好 師匠
昭和38年長野県生まれ。
昭和60年入船亭扇橋に入門。
平成10年真打昇進。
古典落語を中心に活動。永六輔氏
主催の「永住亭」レギュラーメンバー
でもある。趣味はスキー、日本舞踊、
小唄から古道具集めまでと幅広い。

柳家 小んぶ
平成18年9月柳家さん喬に入門。
186cmと落語界一の長身。

彼岸寄席
午後１時～ ２階 本

プロフィール

彼岸寄席

る
」
と
い

父
や
母

と
、
年
を

る
か
と
思

こ
の
お

も
忘
れ
る

「
三
つ

な
ど
、
又

か
ら
自
然

と
思
い
ま

近
い
将

う
に
、
拝

右
仏

午後２時～　２階 本堂
春彼岸法要

186cmと落語界一

午後２時～ ２階 本堂
春彼岸法要

入船亭扇好 師匠

春彼岸法要
3月21日（日）

申申
て頂き
申
きます。

申込
頂き
申込込み下さい。
きます
込み下さい。

今春の彼岸も梅窓院有縁の方たちの特別展を開きます。
ご先祖さまのお参りに合わせ、お楽しみ下さい。

が
っ
し
ょ
う

春
彼
岸
に
よ
せ
て

※18日より寺院棟1階にてお数珠・お線香（浄土宗・寺院用）を販売致し
　ます。

春彼岸特別展
院有縁の方たちの特別展を開き窓院窓窓窓岸も梅窓岸岸今今春の彼岸彼彼今春の
に合わせ、お楽しみ下さい。りに参り参参まのお参ままのごご先祖さままご先祖さ

春彼岸特別展

こ

（
法
務
部
）

郡上物産展・太王漆器展・螺鈿展
～3月20日・21日～
1階　観音堂
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ぶ
ら
り
門
前
膝
栗
毛
特
別
編

平
成
の
大
改
修
で
生
ま
れ
変
わ
る
名
刹

　

浄
土
宗
を
開
い
た
法
然
上
人
、
そ
の
弟
子
で
浄
土
宗
の
第
二
祖

と
な
っ
た
鎮
西
上
人
。
法
然
上
人
の
説
い
た
念
仏
を
九
州
に
広

め
、
さ
ら
に
浄
土
宗
の
第
三
祖
と
な
る
良
忠
上
人
に
そ
の
教
え
を

伝
え
た
鎮
西
上
人
は
、
福
岡
の
久
留
米
に
善
導
寺
と
い
う
お
寺
を

創
建
し
ま
し
た
。
今
か
ら
お
よ
そ
八
百
年
前
の
こ
と
で
す
。

　

そ
の
善
導
寺
の
第
六
十
七
世
の
法
主
台
下
（
大
本
山
住
職
の
尊

称
）
を
平
成
十
三
年
か
ら
務
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
梅
窓
院
の
中

島
家
三
代
と
親
交
の
あ
る
東
京
赤
坂
の
浄
土
寺
住
職
で
あ
っ
た

上
人
で
す
。
今
回
は
そ
の

台
下
と
の
ご
縁
か
ら
、
遠

く
九
州
の
大
本
山
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

上
人
が
善
導
寺
の
法
主
台
下
に
な
ら
れ
た
の
が
平
成
十
三

年
、
そ
の
二
年
後
の
平
成
十

五
年
か
ら
、
善
導
寺
は
第
二

次
平
成
大
修
築
に
入
っ
て
い 善

導
寺

大
本
山

九
州・久
留
米

そ
の
格
式
と
大
き
さ
が
日
本
一
の
釜
屋（
写
真
　
）

　

平
成
二
十
年
三
月
末
に
復
原
完
成
し
た
釜
屋
に
は
発

掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
巨
大
カ
マ
ド
が
復
原
さ
れ
て
い

ま
す
。
昔
の
工
法
同
様
、
二
十
年
間
寝
か
せ
た
黒
漆
喰

で
仕
上
げ
た
カ
マ
ド
で
は
実
際
に
火
を
焚
き
け
ん
ち
ん

汁
を
作
り
ま
し
た
。
国
指
定
重
要
文
化
財
建
物
内
の
格

式
あ
る
こ
の
よ
う
な
大
き
な
カ
マ
ド
で
実
際
に
炊
き
出

し
が
で
き
る
の
は
日
本
唯
一
。

風
流
な
音
を
奏
で
る
日
本
一（
写
真
　
）

　

発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
水
琴
窟
は
、
江
戸
時
代
の

庭
師
が
考
案
し
た
も
の
で
、
甕
を
逆
さ
に
埋
め
て
水
滴

の
落
ち
る
音
を
楽
し
む
日
本
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
庭
園
装

飾
品
。
善
導
寺
の
水
琴
窟
は
一
緒
に
植
え
た
と
思
わ
れ

る
も
み
じ
の
年
輪
が
三
百
三
十
三
年
と
い
う
こ
と
か
ら

日
本
一
古
い
も
の
の
よ
う
で
す

日
本
一
古
い
徳
川
家
康
公
の
墓（
写
真
　
）

　

最
初
に
家
康
公
の
墓
を
建
立
し
た
の
は
百
か
日
目
に

筑
後
の
田
中
吉
政
領
主
が
善
導
寺
に
建
て
た
お
墓
。
実

際
に
納
骨
は
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
素
早
さ
と
供

養
心
に
五
百
石
の
禄
が
つ
き
、
本
堂
屋
根
の
五
つ
の
三
つ

葉
葵
が
そ
の
証
し
。
久
能
山
、
日
光
両
東
照
宮
の
立
派

な
墓
と
は
一
味
違
う
日
本
一
古
い
家
康
公
の
お
墓
で
す
。

筝
曲
発
祥
の
地
は
こ
こ
久
留
米
の
善
導
寺（
写
真
　
）

　

善
導
寺
に
い
た
浄
土
宗
僧
侶
、
賢
順
師
が
筑
紫
筝
を

編
み
出
し
、
こ
れ
を
源
流
と
し
て
八
橋
検
校
が
出
て
、

さ
ら
に
そ
の
後
、
生
田
流
と
山
田
流
に
わ
か
れ
現
在
の

筝
に
と
続
い
て
い
ま
す
。
筝
の
単
独
演
奏
を
確
立
し
た

賢
順
師
の
名
前
を
冠
し
た
大
会
が
今
も
開
か
れ
、
多
く

の
筝
奏
者
が
こ
こ
久
留
米
に
集
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。

日
本
最
長
の
大
鋸
は
長
さ
二・六
メ
ー
ト
ル（
写
真
　
）

　

大
鋸
と
は
二
人
で
挽
く
大
き
な
片
刃
の
ノ
コ
ギ
リ
の

ま
す
。
平
成
三
年
、
台
風
被
害
を
受
け
た
本
堂
と
大
門
の
修
理
が

第
一
次
平
成
大
修
築
で
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
六
年
十
二
月
に
大

庫
裏
・
釜
屋
・
書
院
・
役
寮
及
び
対
面
所
・
中
蔵
が
重
要
文
化
財

の
指
定
を
受
け
、
よ
う
や
く
大
庫
裏
他
六
棟
の
本
格
的
な
修
復
工

事
が
始
ま
り
ま
し
た
。
平
成
二
十
五
年
の
完
成
に
向
け
現
在
も
進

行
中
で
す
が
、
発
掘
作
業
や
解
体
作
業
の
中
で
色
々
な
物
や
歴
史

が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
最
古
級
の
水
琴
窟
の
発
見
、
日
本
一
大
き
い
大
鋸
、
文
化

財
史
初
と
な
る
江
戸
時
代
中
期
の
本
堂
と
庫
裏
の
同
時
完
全
復

原
、
弥
生
時
代
の
甕
棺
の
発
掘
な
ど
で
す
。
今
回
の
大
修
築
で
、

善
導
寺
は
魅
力
あ
る
新
し
い
顔
を
持
つ
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

　

ぶ
ら
り
、
と
簡
単
に
は
訪
れ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
梅
窓
院
の
団
参

で
お
参
り
し
た
い
大
本
山
善
導
寺
の
素
顔
を
日
本
一
尽
く
し
で
紹

介
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

電車：JR久大本線善導寺駅より徒歩約15分
車：九州自動車道久留米インターより約15分

1

1

2
3

45

2

3

！！

ほ
っ
す
だ
い
か

か
め
か
ん

福岡県

大分県佐賀県

福岡

久留米

善導寺
★

お

か
め

そ
う
き
ょ
く

や
つ
は
し
け
ん
ぎ
ょ
う

こ
と

が

善
導
寺
の
　
　
　
　
　
尽
く
し

日

尽尽尽
一

日
本



こ
と
。
善
導
寺
の
本
堂
の
縁
板
に
は
厚
み
十
セ
ン
チ
、

長
さ
二
メ
ー
ト
ル
、
最
大
幅
一・
四
メ
ー
ト
ル
の
楠
の
木

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
製
材
し
た
の
が
、
こ

の
大
鋸
。
日
本
に
現
存
す
る
十
五
本
の
大
鋸
の
中
で
は

一
番
大
き
い
も
の
で
す
。

鎮
西
上
人
お
手
植
え
の
大
楠
は
樹
齢
八
百
年（
写
真
　
）

　

佐
賀
や
鹿
児
島
に
あ
る
数
千
年
と
い
う
古
木
の
大
楠

に
は
及
び
ま
せ
ん
が
、
善
導
寺
の
大
楠
は
三
本
に
見
え

る
う
ち
二
本
の
根
が
融
合
し
て
い
て
、
一
本
の
木
と
認

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
夫
婦
の
大
楠
、
日
本
一
の

お
し
ど
り
大
楠

安
産
祈
願
が
年
間
三
千
件
。七
五
三
も
善
導
寺
で（
写
真
　
）

　

昔
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
今
で
も
善
導
寺
に
は
年

間
三
千
件
の
安
産
祈
願
が
申
し
込
ま
れ
ま
す
。
そ
の
数

は
日
本
一
か
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
門
を
く
ぐ
っ

た
妊
婦
さ
ん
が
三
門
ま
で
の
間
で
最
初
に
会
っ
た
人
と

同
じ
性
別
の
子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
言
い
伝
え
は
今

も
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
信
心
深
さ
は
日
本
一
。

江
戸
中
期
の
建
物
の
完
全
復
原
日
本
一（
写
真
　
）

　

お
よ
そ
二
百
五
十
年
前
の
庫
裏
を
再
現
す
る
た
め

に
、
日
光
、
久
能
山
両
東
照
宮
な
ど
に
し
か
見
ら
れ
な

い
銅
瓦
葺
の
屋
根
に
花
瓜
の
寺
紋
が
金
色
に
輝
く
勅
使

門
、
茅
葺
屋
根
の
広
間
、
本
瓦
葺
の
広
間
、
両
脇
壁
が

朱
漆
塗
り
の
真
っ
赤
な
壁
と
な
る
玄
関
を
再
現
し
、
使

え
る
部
材
は
芯
を
詰
め
直
す
な
ど
、
こ
の
完
全
な
復
原

は
日
本
一
。

華
麗
な
宝
冠
の
日
本
一
お
し
ゃ
れ
な
阿
弥
陀
さ
ま（
写
真
　
）

　

観
音
様
を
は
じ
め
、
色
々
着
飾
っ
た
り
、
様
々
な
物

を
持
っ
て
い
る
仏
さ
ま
が
多
い
中
、
衣
一
枚
だ
け
が
阿

弥
陀
さ
ま
の
特
徴
。
だ
が
、
こ
の
阿
弥
陀
さ
ま
、
土
地

柄
も
あ
り
キ
リ
シ
タ
ン
の
改
宗
用
に
き
ら
び
や
か
な
宝

冠
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
日
本
一
お
し
ゃ
れ
な
阿

弥
陀
さ
ま
は
一
見
の
価
値
が
あ
り
ま
す
。

実際の炊き出しにも使うことのできる大型のカマド。国指定重要文化財の建物内で火が燃やされ
るのは珍しい。
江戸時代の庭師が考案した水琴窟は日本独自のもの。一緒に植えられた木の年輪から善導寺で
見つかった水琴窟が日本最古の可能性がある。
以前は建物があったが、今は露座になっている徳川家康公の墓。奥の本堂の屋根には五つの葵
の紋が見えるが、これが建墓への褒章の証。
境内の筝曲発祥の地の記念碑。この筑紫筝は現在の生田流、山田流の源で、多くの愛好者、演
奏者にとっての聖地。
日本一の大鋸を説明してくれた 師。善導寺は大改築にともない宝物の整理も行われて
いる。充実する宝物館が楽しみだ。
左側の光のあたっている楠とその奥の楠は仲良く根が一緒。それにしても見事な枝ぶりだ。
安産祈願が行われる参道の正面にある三祖堂（善導・法然・聖光の三祖）。善導寺は昔から本山
さんと呼ばれ、宗派を問わずの多くのお参りがある名刹。
復原中の伽鑑の説明をして下さる能登原執事長。右手の白いテントが茅葺の屋根となる書院だ。
順調な工事も全国のお寺や檀信徒の応援あってのことだそうだ。
余計なものを身につけないのが阿弥陀仏像だが、キリシタンの改宗用にと見事な宝冠をつけられ
ている善導寺の珍しい阿弥陀さま。（宝物館蔵）

梅窓院通信 No.465

6
7

8

9

1

2

3

4

5

6
7

8

9

4

7

8

9

56

！？

め
お
と

（
文
責
／
編
集
部
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　今回は平成13年、梅窓院と同じ東京教区赤坂組の浄土
寺のご住職から、福岡は久留米にある浄土宗大本山善導
寺のご法主台下になられた 大僧正台下にご登場
いただきました。

◆この囲む人々では初めて大本山のご法主台下にご登
場いただきます。よろしくお願いします。
台下（以下、台下）　遠くこの久留米に皆さんでようこ

そ。青山の香りを運んでいただき、ありがたいことです（笑）。
◆台下は善導寺のご法主になられる前は赤坂の一ツ木
通りに面した浄土寺のご住職でしたが、ご出身は善導
寺のある九州の大分とお伺いしていますが……。

台下　はい、大分です。別府湾の南にある大分港から近い
所で浄土寺という同じ寺名のお寺に生まれました。不思議
な御縁をいただきました。
◆そうですか、そうしたこともあってでしょうか。この九州
の大本山に入られたのですね。この一月から善導寺の
台下になられ三期目とお聞きしていますが。

台下　はやいもので、二期八年が過ぎ、これで三期目ですね。
◆一期目の途中から善導寺の平成大修築工事が始まった
のですから、色 ご々苦労もおありでしたかと思いますが。
台下　はい、大正大学時代の後輩でもある福岡出身の

執事長がいてくれますので助かります。工事は予
定通り順調に進んでいます。国の指定文化財になったこと
で、当初、関係者のみなさんは大変な事業になったと思われ
たようですが、調査が進む中で色 な々発見や発掘があり、善
導寺にとって歴史文化が明らかになったように思います。
◆そうですか、なかでも善導寺の伽藍が二百五十年前同
様に復原されるのは、画期的なことのようですね。平成
二十年八月に発行された、こちらの寺報『聖光』の第二
次平成大修築特集号の特別寄稿を拝読させていただ
き、今回の復原工事がいかに貴重かつ歴史的意義の
あるものなのかがわかりました。
台下　復原というのは、とても丁寧な仕事の積み重ねのよう
で、柱一本、床板一枚でも使えるところは全部活かして再使
用するようです。職人さんだからできる作業の連続のようです。
◆平成二十五年の完成時には大きな評判を呼ぶことにな
りそうですね。梅窓院でも団体参拝を組んでお参りに
来ないといけませんね。

台下　ぜひ、お出かけ下さい。楽しみに待っていますから。
◆ありがとうございます。大正大学時代からの旧友である
台下と執事長の二人三脚のご努力の結晶、ぜひ参拝さ
せていただきます。
ところで、大正大学といえば、台下の経歴を拝見する

と学問一筋ですね。
台下　大学では浄土学を学び、大学院時代には法然上人
のご生涯を著した四十八巻伝等の伝記類を勉強しました。
そして、教授になってからは選擇集を始め、法然上人関係
の著作等を求心に研究していましたから、伝記と思想を通
してずっと法然上人のお姿を追って参りました。
◆その法然上人の八百回目の法要となる八百年大遠忌
が、いよいよ来年にせまりましたが、感慨深いものがあ
るのではないでしょうか？
台下　そうですね、振り返れば七百五十年の遠忌の時には
浄土学の研究室にいましてね、昭和三十年代の半ばです。
その時は記念事業として『絵で見る法然上人』と
『三経と礼讃』という二冊の本を出版しました。

浄土学研究室の七人組の先生方で作った本です。
◆七人組ですか、七人の侍みたいで素敵な響きですね。
台下　七人組とは、当時の浄土学研室の先生方である浄
土寺の 師、極楽寺の 師、心光院の

師が先輩、善教寺の 師、専称院の
師、重願寺の 師が後輩、私を入れてこの七人が
浄土学研究室の七人組でした。
　その時、五十年後の八百年遠忌を迎えられるだろうかと、
みんなで話していましたが、今は私以外はもうみんなお浄土
に往生されてしまいました。残されているのは私だけですか
ら、みんなの分まで頑張らないといけません。
◆五十年という月日は短くありませんからね。ですが、今の
台下のお言葉、極楽で皆さんが笑顔で聞いていらっ
しゃるに違いありませんね。
台下　そうですね、聞いてくれていると嬉しいですね。
　ともかく今日まで命をいただき八百年遠忌を迎えられるの
ですから、法然上人が何のために念仏の教えを広めたの
か、それは凡入報土、即ちすべての人が救われる教えとい
うことですから、この上人の教えを一人でも多くの人が理解
し、身につけていただくために専心努力することが、法然上
人の後ろ姿を追い続けてきた私の使命だと思っています。
◆力強いお言葉をありがとうございます。私たちも新たな
気持ちで法然上人の教えにふれたいと思います。本日
は大変ありがとうございました。大

本
山
善
導
寺
　
法
主
　

台
下（

だ
い
か
）

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

昭和4年大分市生まれ。大正大学大学院博士課程仏教学科浄
土学満期退学、浄土宗教学院理事、大正大学浄土学主任教授、
大正大学名誉教授、大本山善導寺第６７世法主、浄土宗勧学院
院長。著書に『聖光上人伝と末代念仏授手印』など多数。

大本山善導寺の謁見の間で、左から善導寺 執事長、
梅窓院中島住職、善導寺法主 台下 夫人。

ぼんにゅうほうど

二度目の遠忌を迎えられる
台下。八十歳となられ、

なおご壮健だ。

、
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　「
春
の
海
ひ
ね
も
す
の
た
り
の
た
り
か
な
」は
朝
か
ら
夕
方
ま
で
の
長
い
時
間
を
詠
ん

だ
句
。「
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」は
目
の
前
に
あ
る
風
景
の
今
を
詠
ん
だ
句
。こ
の

よ
う
に
時
間
の
幅
を
詠
み
こ
ん
だ
句
と
今
だ
け
を
詠
み
こ
ん
だ
句
が
あ
り
ま
す
。俳
句

を
作
る
と
き
、こ
の「
俳
句
内
時
間
」を
ど
う
す
る
か
、を
時
ど
き
考
え
て
み
る
こ
と
も

必
要
で
す
。

梅窓院通信 No.467

婦人病の妙薬
春の食卓を彩る緑鮮やかな菜の花

料理。辛し和え、お浸し、菜の花漬け、
そして菜の花チラシは蛤のお吸い物
とともに雛祭りのうれしい一品です。
春のおぼろ月を「菜種月」といい、菜
の花の咲くころに降る長雨を「菜種梅
雨」と呼ぶように、菜の花は春を象徴
する野菜です。茶の湯では利休忌に
利休にこの花を捧げてから、使うよう
にと教えられているようです。
菜の花や月は東に日は西に（蕪村）

の句に郷愁を覚える人は多いのでは
ないでしょうか。私は薬膳の研究で訪
れた四川省の春の行けどもいけども
果てしなく続く菜の花畑に目を奪わ
れた日のことが思い出されます。菜の
花は、古血の滞りを除いて血液循環
をよくする働きにすぐれ、乳腺炎や急
性熱毒病症、悪性のできものなどに
用いられてきました。現代栄養学で
も、ビタミンCやカロテンなどの抗酸
化物質やカリウムが豊富で、高血圧や
動脈硬化を予防し、血液循環を改善
する効果があることが確認されてい
ます。
葉菜類中、最も脂肪に富んでいる

ため、それだけ美味とされます。菜の
花にちりめんじゃこを組み合わせた
春のチラシ。急な来客のおしのぎに
いかがでしょうか。

菜の花の五色ちらし
菜の花は固めに茹でて適宜切り、

塩をふっておきます。レンコンは酢バ
スに、しいたけ、にんじん、ささがきご
ぼうは濃い目の味付けで煮ふくめま
す。卵は薄焼きにして細切りに。カリ
カリ梅は細かく刻んでおきます。すべ
ての具を酢飯に混ぜ、最後に白ゴマ
をふりかけます。白、黒、赤、緑、黄の
五色が揃う華やかで味も見た目もバ
ランスのよい一品です。

食
養
研
究
家

武
鈴
子

菜
の
花
は

　
血
流
を
よ
く
す
る

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

　次回は「春の季語」でご自由にお詠み下さい。4月6日
を締切り、6月発送の『施餓鬼号』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
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ご
家
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で
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で
友
人
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で
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舗
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味
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み
し
め
た
い
。

第
三
十
八
回

営業時間／11：00～21：30（LO20：45）
土曜11：00～15：00
定休日／日曜日・祝日
住所／東京都港区北青山2-3-1 CIプラザB1
TEL／03-3470-5782
FAX／03-3470-5782

▲人気のそば弁当、950円。

◀お店のアイドル一休さん。
周りにはお賽銭がたくさん。

▲外観

大
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山
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薬ヒグチ

銀座線
外苑前駅
4a出口   

青山通り 至赤坂
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CIプラザ B1
青山 やぶ
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第八十六世門跡
表紙写真撮影／青山幸文

行事予定

6月10日（木） 
時間　12時半～（受付12時より開始）
法話　「念仏と禅」
川添崇祐上人
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

第50回 念仏と法話の会

春彼岸会法要
3月21日（日） 寄席　午後1時～　本堂

法要　午後2時～　本堂
※詳細は3面をご覧下さい。

増上寺 御忌大会（ぎょきだいえ）
4月2日（金）～7日（水）
　増上寺において御忌法要（浄土宗の宗
祖法然上人の忌日法要）が盛大に執り行わ
れます。3日は御忌詠唱奉納大会が開かれ、
梅窓院詠唱会の皆様が参加致します。
　皆様も是非
参詣され、法
然上人をしの
び、ご恩徳に
感謝いたしま
しょう。

はなまつり
4月3日（土）～8日（木）
寺院棟2階　本堂
　お釈迦様の誕生をお
祝いする「はなまつり」。寺
院棟2階本堂エントランス
に花御堂を、休憩所には甘茶をご用意して
おります。皆様どうぞご参拝下さい。

団体参拝旅行
日光　輪王寺
5月15（土）～16日（日）
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

郡上おどり
6月中旬開催予定
※詳細は次号でお知らせ致します。

　梅窓院では4月より平成22年度 前期 仏教講座を開講します。昨年度
より引き続き5名の講師の講座となります。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。

平成22年度　　  仏教講座のご案内

講  師／阿川 正貫 先生（浄土寺住職　大正大学講師）
講  題／古都洛陽と仏教

第1回…5月12日（水） 後漢を中心に
第2回…8月11日（水） 北魏を中心に
第3回…9月14日（火） 隋・唐を中心に

講  師／新井 俊定 先生（天然寺住職　大正大学出版会主管）
講  題／『四十二章経』を読む

第1回…5月27日（木） 戒をまもる
第2回…7月 1日（木） 巧みな比喩
第3回…9月 7日（火） 生きた教訓

講  師／勝崎 裕彦 先生（香蓮寺住職　大正大学仏教学部長・教授）
講  題／大乗仏教を読む

第1回…6月17日（木） 般若経の世界①
第2回…7月29日（木） 般若経を読むⅠ─常啼菩薩の教え
第3回…8月26日（木） 般若経を読むⅡ─法上菩薩の教え

講  師／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）
講  題／法然上人のみ教え ―『選択集』を読む―

第1回…4月19日（月） 『選択集』撰述の背景─建久九年の法然上人─
第2回…5月17日（月） 『選択集』第１章①─聖道門─
第3回…6月21日（月） 『選択集』第１章②─浄土門─

講  師／本林 靖久 先生（真宗大谷派僧侶　大谷大学・佛教大学等講師）
講  題／ブータン・スタイル ―幸福のカタチ―

第1回…4月30日 （金） GNHとGNP
第2回…6月 4日 （金） 衣・食・住
第3回…8月 6日 （金） 仏教世界観

全講座▶午後6時～8時　 受講料▶無料　 場所▶祖師堂（Ｂ2Ｆ）

スープの冷めない位置に住んでいて、二人でたのしくピア
ノのレッスンに通っています。暖かくなったらバレエのおけい
こも始めるつもりです。音楽と踊りが大好きですから……。自
他共に認めるババ馬鹿ちゃんりんです。 （祖母・ ）

投 稿 者 よ り

笑顔がとっても可愛い ちゃん。おばあちゃんとのおす
ましポーズもバッチリです。

編 集 部 よ り
ちゃん（3歳）

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予めご了承下さい）

〒107-0062 港区南青山2-26-38　青山文化村「我が家の宝物（まご）」募集係

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。
詳細は次号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！

お写真大募集!！

秋彼岸写真展開催




