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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
。

今
年
は
、
法
然
上
人
が
極
楽
往
生
さ
れ
て
八
百
回
忌
を

迎
え
ま
す
。
浄
土
宗
で
は
八
百
年
大
遠
忌
の
年
と
し
て
い

く
つ
も
の
法
要
を
行
な
い
ま
す
が
、
梅
窓
院
で
も
五
月
に

移
る
施
餓
鬼
会
（
二
十
一
日
）
と
併
修
し
て
大
法
要
を
執
り

行
な
い
ま
す
。
記
念
す
べ
き
年
を
運
よ
く
こ
う
し
て
迎
え

ら
れ
る
こ
と
に
感
謝
し
、
上
人
へ
の
報
恩
感
謝
の
法
要
に
で

き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
秋
に
お
願
い
致
し
ま
し
た
墓
地
管
理
費
の
改
訂
に

つ
き
ま
し
て
は
、
多
く
の
檀
家
の
皆
様
の
ご
理
解
を
い
た
だ

き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
紙
面
か
ら
で
す
が
、

衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
今
号
で
第
五
十
号
を
迎
え
た
梅
窓
院
の
広
報
紙

『
青
山
』
で
す
が
、
施
餓
鬼
会
の
五
月
移
行
に
伴
い
、
昨
年

ま
で
の
年
五
回
発
行
を
、
今
年
か
ら
年
六
回
の
発
行
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。『
青
山
』
は
お
寺
か
ら
お
知
ら
せ
し

た
い
こ
と
を
お
伝
え
す
る
と
と
も
に
、
梅
窓
院
な
ら
で
は

の
紙
面
展
開
を
し
て
参
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し

く
ご
愛
読
下
さ
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

な
お
、『
青
山
』
は
檀
家
さ
ん
と
信
徒
さ
ん
に
お
届
け
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
信
徒
さ
ん
で
お
読
み
に
な

ら
な
い
と
い
う
方
は
、
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
お
届
け
を

止
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
で
す
が
、
お
寺
か
ら
の
お
知

ら
せ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
で
き
れ
ば
お
読
み
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
記
念
す
べ
き
第
五
十
号
の
表
紙
は
第
一
回
秋
彼

岸
写
真
展
コ
ン
ク
ー
ル
で
人
気
投
票
第
一
位
の
写
真
で
飾

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
毎
年
続
け
て
い
き

ま
す
の
で
、
多
く
の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
平
成
二
十
三
年
が
皆
様
に

と
っ
て
良
い
一
年
に
な
り
ま
す
よ
う
に
心
よ
り
祈
念
申
し

上
げ
ま
す
。

迎く移行きき衷まくら止ら岸らまと

今年も第2回秋彼岸写真展コンクールの開催が
決定致しました。詳細は夏ごろ発表します。

第1回秋彼岸写真展コンクールグランプリ作品
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な
す
び

た
か
ら
ぶ
ね
う
り

め

で

た

お
り
え

ぼ

し

か
ざ

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

う
ち
で

ほ
て
い

お
わ

ひ
よ
り

し
ち
ふ
く
じ
ん
ま
い
り

さ
ん
が
に
ち
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法
話

新
宿
区
　
香
蓮
寺
住
職
　

勝
崎
裕
彦

七
福
神
参
り
点
描

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
12
）

初
夢
に
心
を
踊
ら
せ
た
子
供
時
代
が

な
つ
か
し
い
。
新
春
正
月
の
め
で
た

さ
の
中
で
、
両
親
や
家
族
の
お
だ
や
か
な
笑

顔
の
中
で
、
な
に
が
な
し
、
う
き
う
き
と
し

た
正
月
二
日
の
初
夢
。
昔
か
ら
い
わ
れ
る

「
一
富
士
二
鷹
三
茄
子
」
。
初
夢
に
見
る
と
縁

起
の
よ
い
吉
夢
の
順
序
次
第
で
あ
る
。
も
っ

と
い
え
ば
、
「
一
富
士
二
鷹
三
茄
子
四
葬
式
五

雪
隠
」
、
あ
る
い
は
「
一
富
士
二
鷹
三
茄
子
四

扇
五
煙
草
六
座
頭
」
な
ど
な
ど
。
と
も
か
く

初
夢
に
は
よ
い
夢
を
見
た
い
と
だ
れ
し
も
思

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
よ
い
初
夢
が
み
ら
れ
ま
す
よ
う
に
…
…
、

と
願
い
を
込
め
て
、
枕
の
下
に
宝
船
の
図
を

敷
い
た
り
し
て
寝
る
の
も
昔
な
つ
か
し
い
習

俗
で
あ
っ
た
。
宝
船
と
は
、
宝
物
を
山
と
積

ん
だ
帆
掛
け
船
で
、
笑
顔
い
っ
ぱ
い
の
七
福

神
が
勢
揃
い
し
て
乗
っ
て
い
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
吉
運
・
開
運
を
招
く
初
夢
を
見
る
た

め
に
、
宝
船
の
図
絵
を
敷
い
て
寝
る
習
慣
は

江
戸
時
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
宝
船
・
宝

舟
・
宝
船
敷
く
・
宝
船
敷
き
寝
・
宝
船
売
な

ど
の
季
語
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

な
か
き
よ
の
と
を
の
ね
ふ
り
の
み
な
め
さ
め

　
な
み
の
り
ふ
ね
の
を
と
の
よ
き
か
な

　
上
か
ら
読
ん
で
も
、
下
か
ら
読
ん
で
も

ま
っ
た
く
同
じ
、
有
名
な
回
文
歌
で
あ
る
。

こ
の
め
で
た
い
一
首
を
宝
船
の
図
に
書
き
添

え
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

初
夢
の
思
ひ
し
こ
と
を
見
ざ
り
け
る

宝
舟
目
出
度
さ
限
り
な
か
り
け
り

　
さ
て
お
正
月
の
初
参
り
に
人
気
の
高
い
七

福
神
、「
恵
比
寿
大
黒
毘
沙
門
天
弁
財
福
禄
寿

寿
老
人
布
袋
」
の
組
み
合
わ
せ
で
、
と
く
に
福

徳
長
寿
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
七
尊
で
あ
る
。

　
恵
比
寿
（
恵
比
須
）
は
蛭
子
・
夷
・
戎
と

も
書
い
て
、
「
え
び
す
さ
ま
」
「
え
べ
す
さ

ま
」
「
え
べ
っ
さ
ま
」
。
海
上
航
海
・
漁
業
漁

労
の
神
で
、
商
売
繁
昌
の
神
で
も
あ
る
。
風

折
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
、
大
鯛
を
釣
り
上
げ

る
円
満
顔
の
姿
で
知
ら
れ
る
。

　
大
黒
天
は
梵
名
が
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ
。
イ
ン

ド
神
話
の
主
神
シ
ヴ
ァ
神
の
化
身
で
、
本
来

は
武
神
・
戦
闘
神
で
あ
っ
た
が
、
財
福
神
と

な
り
、
や
が
て
厨
房
に
祀
っ
て
飲
食
・
食
糧

の
守
護
神
。
大
国
主
命
と
同
体
視
さ
れ
、
右

手
に
打
出
の
小
槌
を
持
っ
て
大
き
な
袋
を
背

負
い
米
俵
を
踏
ま
え
、
大
黒
頭
巾
を
か
ぶ
っ

た
円
満
な
像
容
も
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　
毘
沙
門
天
は
多
聞
天
の
こ
と
で
、
北
方
守

護
の
武
神
で
あ
る
が
、
富
貴
財
宝
を
司
る
福

徳
神
と
し
て
も
慕
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
弁
財
天
は
弁
才
天
と
も
書
き
、
古
代
イ
ン

ド
以
来
の
水
の
女
神
で
、
豊
穣
・
福
徳
を
司

る
女
神
と
し
て
知
ら
れ
る
。
弁
財
天
と
書
い

て
財
福
・
財
宝
に
、
弁
才
天
と
書
い
て
音

楽
・
芸
術
・
学
問
に
霊
験
を
現
し
た
。

　
福
禄
寿
は
、
福
・
禄
・
寿
を
合
わ
せ
て
神

格
化
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
中
国
の
道
士
と

も
い
わ
れ
る
。

　
寿
老
人
は
、
中
国
宋
代
の
杖
を
携
え
た
長

頭
長
寿
の
老
人
。

　
布
袋
は
、
後
梁
の
禅
僧
布
袋
和
尚
の
こ
と

で
、
太
鼓
腹
に
大
袋
を
か
か
え
た
福
姿
は
有

名
で
あ
る
。

七
福
神
め
ぐ
り
了
ん
ぬ
日
和
得
て

　
七
福
神
詣
（
七
福
神
参
り
）
は
七
福
詣
と

か
福
神
詣
・
福
詣
と
も
い
い
、
正
月
元
旦
か

ら
七
日
ま
で
の
間
に
七
福
神
を
巡
拝
す
る
の

で
あ
る
。
一
日
か
ら
七
日
ま
で
に
一
日
一
尊

ず
つ
お
参
り
す
る
七
日
七
福
詣
、
あ
る
い
は

元
旦
や
三
箇
日
の
一
日
七
福
詣
な
ど
、
巡
拝

の
形
式
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
福
徳
や
長
寿

や
開
運
に
心
を
寄
せ
る
庶
民
信
仰
の
正
月
の

定
番
で
あ
る
。

　
江
戸
・
東
京
で
は
、
谷
中
七
福
神
が
も
っ

と
も
古
い
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
、

浅
草
七
福
神
、
下
谷
七
福
神
、
深
川
七
福

神
、
山
の
手
七
福
神
、
日
本
橋
七
福
神
、
隅

田
川
七
福
神
、
亀
戸
七
福
神
、
港
七
福
神
、

品
川
七
福
神
、
な
ど
、
多
く
の
七
福
神
詣
が

行
な
わ
れ
た
が
、
梅
窓
院
弁
財
天
は
青
山
七

福
神
の
一
福
尊
と
し
て
広
く
信
仰
を
集
め
た

の
で
あ
る
。

（
子
規
）

（
虚
子
）

（
大
正
大
学
教
授
）

九
・
十
・
十
一
月
の

行
事
報
告

M・ファン・デン・フック
ピアノリサイタル
11月13日（土）

秋彼岸法要の様子

十夜法要の様子

秋彼岸会法要・
彼岸寄席
9月23日（木）

お彼岸ライブ
9月25日（土）十夜法要・芋煮会

11月20日（土）

熱弁をふるう残間氏

文化講演会
10月24日（日）

（
秋
櫻
子
）

第51回
念仏と法話の会
10月19日（火）



修正会法要
午前10時～　2階　本堂

お雑煮
午前11時～　1階　観音堂エントランス

2011年1月1日（土）

※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（先着400食）。

今年も新年を迎えることができました。楽しいお正月をお過ごしの方も多くいらっしゃ
るのではないでしょうか。或いは、昨年、ご家族・親しい方に先立たれ、寂しい思いのな
かに新年を迎えた方もいらっしゃるかと思います。
改めて、お正月の過ごし方について考えてみますと、お正月というとただ、晴れやかに

お祝いすることばかりだと考えてしまいがちです。
もちろんお祝いも大切ですが、それだけではなく先立たれた方々に思いをはせ、この
お正月、「その方 と々共に過ごしているんだ」ということを感じて頂く機会でもあるのでは
ないかと思います。
やがて必ず尽きるこの命、明日尽きるかもしれないこの命が今こうしてあり、今年も新
年を迎えることが出来たことの尊さ、有難さに気づくことが大切です。
昨年は、テレビや新聞を見ておりますと、人を傷つけたり、命を奪ったりといった心の

痛む事件が報じられない日はありませんでした。せめて今年は、こういった事件等が少
ない平和な一年であることを切に願うばかりです。 （法務部）

新年に寄せて

梅窓院通信 No.503

平成22年元旦に行なわれた修正会。
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念
仏
は
な
ぜ
声
に
出
す
の
で
す
か
？

法
然
上
人
以
前
の
念
仏
の
考
え
方
に
は
、
念

仏
を
一
心
に
「
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
を
念
ず
る
こ

と
」だ
と
考
え
る
人
た
ち
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
こ
こ
ろ
の
中
に
浄
土
を
想
い
浮
か
べ
る

（
観
想
）
こ
と
が
念
仏
の
本
筋
と
と
ら
え
る
高

僧
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

極
楽
に
往
生
す
る
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
自
身
が

お
選
び
に
な
っ
た
の
が
、「
口
で
仏
の
名
を
称

え
る
こ
と
」
な
の
で
す
。
往
生
す
る
た
め
に
、

仏
像
や
塔
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た

ら
金
銭
が
な
い
も
の
は
往
生
で
き
ま
せ
ん
。
智

慧
が
必
要
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
智
慧
が
な
い
も

の
は
往
生
で
き
ま
せ
ん
。
戒
律
を
保
て
る
人
の

み
が
往
生
で
き
る
な
ら
ば
、
破
戒
の
も
の
は
往

生
で
き
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
仏
は
、
た
だ
、
口
で

南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
さ
え
す
れ
ば
、
い
か
な

る
人
で
も
、
必
ず
往
生
す
る
と
断
言
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

念
仏
を
称
え
る
教
え
に
行
き
つ
い
た
理

由
は
な
ん
で
す
か
？

仏
道
修
行
の
基
本
的
な
行
な
い
と
し
て
戒
・

定
・
慧
の
三
学
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
法

然
上
人
は
私
の
よ
う
な
愚
か
な
も
の
に
は
こ
れ

ら
の
修
行
を
行
な
え
る
能
力
は
な
い
と
自
覚
さ

れ
、
そ
う
し
た
私
の
よ
う
な
も
の
で
も
救
わ
れ

て
い
く
教
え
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
自
分

に
あ
っ
た
教
え
と
実
践
方
法
を
も
と
め
て
比
叡

山
や
奈
良
仏
教
の
智
者
を
訪
ね
、
教
え
を
請
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
解
決
方
法
を
教
え
示

し
て
く
れ
る
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
再
び
黒

谷
の
報
恩
蔵
に
籠
り
、
多
く
の
経
典
・
論
疏
を

改
め
て
読
み
返
し
た
の
で
す
。
そ
こ
で
唐
の
善

導
大
師
の
『
観
経
疏
』
に
あ
る
「
た
だ
ひ
た
す

ら
に
心
を
寄
せ
て
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
、
い
つ

も
忘
れ
る
こ
と
な
く
称
え
る
こ
と
が
、
ま
さ
し

く
阿
弥
陀
仏
が
選
定
さ
れ
、
往
生
が
定
ま
っ
た

行
、
す
な
わ
ち
正
定
の
業
と
名
づ
け
る
、
な
ぜ

な
ら
阿
弥
陀
仏
が
本
願
に
誓
わ
れ
た
行
だ
か
ら

で
あ
る
」
と
い
う
文
に
出
合
い
ま
す
。

末
法
の
世
で
あ
る
今
、そ
し
て
機
根
が
劣
り
、

ま
さ
に
罪
悪
を
か
さ
ね
て
い
る
私
が
救
わ
れ
て

ゆ
く
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
信
じ
、
そ
の

み
名
を
称
え
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
に
往
生

す
る
こ
と
が
唯
一
の
生
死
を
離
れ
る
道
だ
と
確

信
さ
れ
、念
仏
の
教
え
に
行
き
つ
い
た
の
で
す
。

【回答者紹介】
新井俊定（あらい・しゅんじょう）
埼玉県・杉戸・天然寺住職。
大正大学出版会主管。
☆五名の講師の中で一番長く仏教講座
の講師を担当して下さっています。そ
の年なんと約十一年

【回答者紹介】
中島真成（なかじま・しんじょう）
梅窓院第二十五世住職。
大本山清浄華院東京出張所長。
☆梅窓院の中興上人で、新生梅窓院の
活性化に専念されています。

質問
1

質問
2

法然上人プロフィール
1133（長承2年）　美作国（現岡山県）に生まれる
1141（保延7年）　菩提寺に入山し仏教を学び始める
1145（天養2年）　比叡山に入山する
1147（久安3年）　出家受戒する
1175（承安5年）　専修念仏の教えにたどり着く
1188（文治2年）　大原問答で、念仏の教えを確立する
1207（建永2年）　讃岐に流される
1212（建暦2年）　入寂

大遠忌特集

宗
祖
法

然 上 人80
0
年平

成
二
十
三
年
は
法
然
上
人
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
八
百
年
目
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
も
し
、
法
然
上
人
が
今
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
し
て
、
ぜ
ひ
聞
い
て
み

た
い
質
問
を
い
く
つ
か
用
意
し
て
、
そ
れ
を
檀
信
徒
（
念
仏
と
法
話
の
会
の
参

加
者
）
さ
ん
に
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
質
問
に
、
梅
窓
院

の
仏
教
講
座
の
先
生
方
を
中
心
に
お
答
え
い
た
だ
い
た
の
が
、
本
特
集
で
す
。

八
百
年
目
の
年
、大
遠
忌
に
法
然
上
人
の
教
え
に
触
れ
直
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

七
つ
の
質
問
で
わ
か
る
浄
土
宗
の
教
え

教
え
て
法
然
上
人

☆は編集部コメント、以下同。

!!

え

じ
ょ
う

か
い

か
ん
ぎ
ょ
う
し
ょ

か
ん
そ
う
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お
念
仏
は
い
つ
、何
回
称
え
た
ら
い
い

の
で
す
か
？

結
論
か
ら
申
し
ま
す
と
、「
い
つ
で
も
、
ど

こ
で
も
、
何
回
で
も
お
称
え
下
さ
い
」
で
す
。

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
に
で
も
で
き
る
こ

と
だ
か
ら
こ
そ
、
法
然
上
人
は
お
念
仏
の
お
宗

旨
を
開
か
れ
た
の
で
す
。

「
い
つ
で
も
」
と
い
っ
て
も
、
社
会
常
識
上
、

生
活
の
制
約
上
の
こ
と
は
ご
判
断
に
お
任
せ
し

ま
す
。
し
か
し
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
仏
事

に
限
ら
ず
、
起
き
ふ
し
に
、
お
食
事
の
前
後
に
、

う
れ
し
い
と
き
、
悲
し
い
と
き
、
美
し
い
も
の

に
出
会
っ
た
と
き
、
何
で
も
な
い
と
き
、
お
念

仏
を
申
す
の
は
い
つ
で
も
良
い
の
で
す
。

「
回
数
」
に
つ
い
て
は
、「
お
十
念
」
と
い
う

浄
土
宗
共
通
の
作
法
が
あ
り
ま
す
の
で
、
十
回

が
一
つ
の
め
や
す
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し

何
十
回
で
も
何
千
回
で
も
、
お
気
の
す
む
ま
で

で
結
構
で
す
し
、
時
間
が
な
け
れ
ば
一
回
で
も

構
い
ま
せ
ん
。

大
切
な
の
は
回
数
よ
り
も
、
そ
う
し
て
ゆ
く

中
で
、
常
に
阿
弥
陀
様
と
親
し
く
さ
せ
て
頂
く

こ
と
で
し
ょ
う
。

【回答者紹介】
阿川正貫（あがわ・しょうかん）
東京・赤坂・浄土寺住職。
大正大学講師。
☆中国仏教を専門に教えられています。
　親しみやすい語り口が人気の先生です。

【回答者紹介】
林田康順（はやしだ・こうじゅん）
大正大学准教授。大本山増上寺布
教師。神奈川・生麦・慶岸寺副住職。
☆笑顔が素敵な林田先生。法然上人の
教えを分かりやすく解説してくれる仏
教講座はとても人気です。

念
仏
を
称
え
る
と
な
ぜ
極
楽
へ
生
ま
れ

変
わ
れ
る
の
で
す
か
？ 

そ
し
て
生
ま

れ
変
わ
る
極
楽
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
す
か
？

最
初
の
質
問
で
す
が
、
そ
れ
は
、
極
楽
を
建

立
さ
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
が
、
菩
薩
で
あ
ら
れ
た

時
、こ
ん
な
お
誓
い
を
た
て
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

「
も
し
も
、
あ
な
た
が
私
の
建
立
し
た
極
楽
浄

土
に
生
ま
れ
た
い
と
望
む
の
で
あ
れ
ば
、「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
念
仏
を
称
え
な
さ
い
。
そ

う
す
れ
ば
、
あ
な
た
が
命
終
え
る
時
に
は
必
ず

私
が
迎
え
に
行
き
、
そ
の
望
み
を
叶
え
ま
し
ょ

う
。
も
し
こ
の
願
い
が
叶
わ
な
け
れ
ば
、
私
は

決
し
て
仏
に
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
。
阿
弥
陀
さ

ま
は
、
こ
の
誓
願
を
成
就
さ
れ
て
仏
と
な
ら
れ

た
方
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
が
お
念

仏
を
称
え
れ
ば
、
必
ず
極
楽
浄
土
へ
生
ま
れ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

次
の
質
問
で
す
が
、
極
楽
で
は
、
目
に
見
え

る
も
の
、
耳
に
聞
こ
え
る
も
の
な
ど
、
私
た
ち

の
五
感
に
ふ
れ
、心
に
届
く
も
の
の
す
べ
て
が
、

自
然
と
私
た
ち
を
悟
り
の
境
地
へ
と
誘
っ
て
く

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
先
立
た
れ
た
大
切
な
方
と

の
再
会
も
叶
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私
た
ち
は
、

そ
こ
で
行
を
修
め
て
、
速
や
か
に
悟
り
を
開
き

仏
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

質問
3

質問
4

法然上人の称名念仏、実際に大きな声を出して念仏
を称えられるのが、梅窓院で年3回行っている「念仏と   
法話の会」（「念法会」）です。
実際に念仏をおよそ1時間称えることで気付くこと、 
体験して感じることは多いものです。皆さんもぜひご参
加いただき、一緒に念仏を称えてみませんか。

◀2階の本堂へ、お念仏を
称えながら僧侶に続いて移
動します。

▶お香の入った象の入れ物をまた
いで本堂に入ります。これは触香と
いい、心身を清める意味があります。

▲毎回梅窓院に
ご縁のあるご僧侶
に法話をお願いし
ています。

▲最後は茶話会です。お菓子をつまんだ
りしながら、ご僧侶と和やかな雰囲気で
お話ができます。

▲本堂に入ると電気を落とし、
ろうそくの火だけがうっすらと
見える中、ひたすらお念仏を称
えます。

法然上人の念仏に出合う
「念仏と法話の会」

およそ4時間強の
　行事となります。

※「念法会」の日時は本号8Pの行事予定をご覧下さい。

ことは
緒に念

行 

道

は多いものです。皆さ
せん

の
が
す

は多いものです。皆
念仏を称えてみませ

ぎ
ょ
う

せん

の
なが
ます

念仏を称えてみませ

◀2階
称えな
動しま

行行行行行
道道道道

ぎ
ょ
う
ど
う

茶
話
会

さ

わ

茶茶茶茶茶
話話話話話話話
会会会会会会会会

さ

わ

か
い

▲毎 梅窓院

法 

話
ほ
う法法法法法法

話話話話話話話話
ほ
う

わ

し
ょ
う
み
ょ
う 

ね
ん  

ぶ
つ

し
ょ
うう
み
ょ
う
ねね
ん
ね
ん
ね
ん
ね
ん
ねね
ん
ぶ
つつつつ

称
名
念
仏

触 

香
そ
っ触触触触触触

香香香
そ
っ

こ
う

い
ざ
な
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宗
祖
法

然 上 人80
0
年

教
え
て
法
然
上
人  

七
つ
の
質
問
で
わ
か
る
浄
土
宗
の
教
え

辛
い
こ
の
世
か
ら
一
日
も
早
く
離
れ

て
、
極
楽
へ
行
き
た
い
の
で
す
が
、
ど

う
し
た
ら
よ
い
で
す
か
？

私
た
ち
は
、
今
、
奇
跡
の
よ
う
な
確
率
の

中
か
ら
、
人
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
み
教
え
に
出
会
い
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
い
か
な
る
苦
し
み
が
あ
ろ
う
と

も
、
最
後
ま
で
人
生
を
ま
っ
と
う
し
、
念
仏

を
日
課
と
し
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
救
い
を
信
じ

き
る
こ
と
が
大
切
と
思
わ
れ
ま
す
。
自
分
の

い
の
ち
は
、
決
し
て
自
分
だ
け
の
も
の
で
は

な
い
。
仮
に
自
ら
い
の
ち
を
捨
て
る
こ
と
が

あ
れ
ば
、
悲
し
み
苦
し
む
人
が
い
る
こ
と
を

思
い
起
こ
し
て
下
さ
い
（
医
療
の
進
歩
に

よ
っ
て
起
こ
っ
て
き
た
、
末
期
の
過
剰
医
療

の
問
題
は
別
で
す
が
）。
私
た
ち
が
、
ど
ん

な
に
絶
望
し
よ
う
と
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
あ

な
た
を
見
捨
て
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

往
生
す
る
為
に
念
仏
を
称
え
る
と
聞
き

ま
し
た
が
、
念
仏
を
称
え
る
こ
と
で
、

こ
の
世
で
の
ご
利
益
や
よ
い
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
？
　
ま
た
、
あ
れ
ば
そ
れ
は
ど
ん
な
こ
と
で

す
か
？

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏
を
称
え
る
こ

と
は
、
西
方
極
楽
浄
土
の
仏
さ
ま
で
あ
る
阿

弥
陀
仏
を
帰
依
し
、
信
仰
す
る
こ
と
を
表
す

大
切
な
お
こ
な
い
で
す
。
念
仏
を
称
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
ひ
た
す

ら
な
祈
り
や
ひ
た
む
き
な
願
い
が
、
は
っ
き

り
と
確
か
め
ら
れ
、
し
っ
か
り
と
で
き
る
こ

と
に
な
る
の
で
す
。
し
か
も
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
と
称
名
す
る
繰
り
返
し
の
な
か
で
、
た

と
え
ば
、
現
実
の
時
間
の
経
過
や
、
場
所
の

共
有
と
い
う
こ
と
の
な
か
で
、
身
体
も
精
神

も
落
ち
着
い
て
、
そ
こ
に
生
き
方
や
暮
ら
し

方
の
よ
い
意
味
で
の
安
定
が
も
た
ら
さ
れ
る

の
で
す
。
　
　

か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
の
安
ら
ぎ
に
ま
さ
る
よ

い
こ
と
が
、
ほ
か
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
　

　「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
称
名
念
仏
の
実
践

は
、
日
々
の
生
活
の
な
か
で
よ
い
時
間
を
過

ご
し
、
人
間
の
生
き
方
と
し
て
よ
い
あ
り
方

で
あ
る
と
感
ず
る
こ
と
に
、
き
っ
と
な
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。

質問
6

質問
7

【回答者紹介】
勝崎裕彦（かつざき・ゆうげん）
東京・四ツ谷・香蓮寺住職。
大正大学仏教学部長・教授。
☆幅広い仏教の知識をお持ちで、仏
教にまつわる本も出版されていま
す。『青山』の法話も好評連載中。

【回答者紹介】
川添崇祐（かわぞえ・そうゆう）
梅窓院広報部副部長。
元小石川淑徳学園校長。
☆大正大学時代、梅窓院の学寮
に在籍されていました。教師時
代の専門は社会科。

現
世
で
悪
い
こ
と
を
し
て
も
お
念
仏
を

称
え
た
ら
罪
が
消
え
て
、
亡
く
な
る
と

往
生
し
て
極
楽
へ
行
け
る
の
で
す
か
？

「
光
明
は
隈
な
く
そ
そ
ぐ
」
阿
弥
陀
佛
の
十

三
光
の
中
、
特
に
清
浄
光
、
歓
喜
光
、
智
慧
光

に
浴
し
て
三
毒
（
貪
、
瞋
、
痴
）
の
罪
が
浄
化

さ
れ
る
。
而
し
て
、
仏
の
光
、
大
慈
悲
の
前
に

は
悪
人
も
善
人
も
あ
り
ま
せ
ん
。
悪
人
が
往
生

す
る
の
は
納
得
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
一
般

的
に
は
当
然
な
考
え
で
す
が
、
仏
の
力
は
人
間

の
尺
度
で
測
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
で

な
い
と
道
を
は
ず
し
た
者
に
救
い
が
無
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

果
し
て
、
悪
人
が
救
わ
れ
な
い
宗
教
に
存
在

価
値
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
悪
人
を
見
捨
て

た
宗
教
が
真
実
の
教
え
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う

か
。
人
に
は
誰
に
で
も
仏
性
が
備
わ
り
、
よ
き

人
と
の
出
会
い
や
、仏
縁
に
よ
り
深
い
反
省
で
、

改
心
が
望
め
る
も
の
で
す
。

法
然
上
人
は
「
我
浄
土
宗
を
立
て
る
趣
意
は

凡
夫
の
報
土
に
生
ま
る
る
を
示
さ
ん
が
為
也
」

と
云
っ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
が
報
土（
極
楽
）

を
造
ら
れ
た
理
由
は
、
十
悪
五
逆
の
極
悪
の
罪

人
を
も
救
済
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
誓
願
に
よ

る
も
の
で
す
。

そ
れ
に
、
内
省
す
れ
ば
誰
で
も
人
は
多
く
の

罪
を
犯
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
法
然
は
愚
痴
、

親
鸞
は
愚
禿
、
良
寛
が
大
愚
と
称
し
、
自
覚
し

て
い
た
こ
と
で
も
わ
か
り
ま
す
。「
観
経
下
下

生
品
」
で
は
、
五
逆
十
悪
の
諸
悪
を
な
し
、
不

善
を
具
す
る
者
を
愚
人
と
云
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
救
い
な
き
輩
を
対
象
と
し
た
の
が
、
阿
弥

陀
仏
の
本
願
で
す
。
浄
土
門
は
愚
痴
に
帰
り
、

称
名
念
仏
に
て
極
楽
に
生
ま
る
と
い
う
、
善
導

大
師
か
ら
学
ば
れ
た
法
然
の
確
信
の
教
え
で

す
。
し
か
し
、
妙
薬
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
毒

を
好
ん
で
飲
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

法
然
上
人
は
「
小
罪
を
も
犯
さ
じ
と
思
い
て

念
仏
道
に
精
進
せ
よ
」
と
戒
め
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

【回答者紹介】
藁谷真敬（わらがい・しんきょう）
梅窓院副住職。元淑徳学園および東亜
学園教師。専門は仏教文学。
☆先々代から梅窓院の学問的支柱となり、
資料編纂などに携わってこられました。

質問
5

と
ん

じ
ん

ち

ち

ぐ

ぐ

ぐ

と
く

た
い



銀座線
外苑前駅
4a出口   

青山通り 至赤坂

参
道

梅窓院

カッシーナ・イクスシー

レンガ通り

松屋

ローソン

赤坂消防署

ス
タ
ジ
ア
ム
通
り

銀
杏
並
木伊藤忠商事

Belly亀吉

◎
特
選

竿
灯
を
引
き
継
ぐ
差
し
手
し
な
や
か
に 

◎
入
選

御
句
碑
に
一
句
授
か
り
天
高
し 

晩
翠
の
住
み
し
庵
や
竹
の
春 

蹲
の
み
な
も
に
浮
ぶ
紅
葉
か
な 

秋
日
和
石
け
ん
に
ほ
ふ
路
地
の
あ
り 

柿
た
わ
わ
秋
の
終
り
の
会
津
線 

頬
杖
の
無
言
の
暫
し
秋
深
し 

新
し
き
墓
所
と
な
り
ぬ
て
秋
彼
岸 

川
舟
の
流
れ
に
添
ひ
て
秋
の
蝶 

銀
杏
黄
葉
よ
り
降
り
注
ぐ
光
の
粒 

◎
選
者
詠

秋
蝶
の
近
江
の
風
に
の
り
に
け
り

大
崎
　
紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

　
吟
行
に
い
く
と
、ま
ず
気
に
な
る
の
は
季
語
で
す
。何
か
花
は
咲
い
て
な
い
か
、季
語

に
な
る
鳥
や
虫
の
姿
は
な
い
か
、と
か
に
気
を
使
い
ま
す
。そ
れ
も
大
事
な
こ
と
で
す

が
、も
う
一
方
で
、自
分
は
い
ま
ど
ん
な
自
然
や
季
節
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
の
か
、と

心
静
か
に
思
う
こ
と
も
大
切
で
す
。そ
う
し
た
思
い
の
中
で
選
び
と
っ
た
季
語
を
詠
み

込
む
こ
と
で
、自
分
と
自
然
や
季
節
と
の
静
か
な
つ
き
合
い
が
で
き
る
の
か
と
思
わ
れ

ま
す
。

おせちの三点セットといえば、ごま
め、かずのこ、黒豆など。ふっくらと
甘く煮た黒豆には“まめで達者”であ
るようにとの祈願がこめられている
といわれる。漢方の面から見ると、黒
豆は利尿、解毒にすぐれ、腎臓、肝臓
の働きを補う大切な食品です。
江戸時代は、明暦の大火（1657）

のあと、浅草に「奈良茶飯」の店がで
きて、豆腐汁、煮しめ、煮豆などとと
もに売出されて大繁盛したといいま
す。奈良茶飯は、茶の煎じ汁で炊く
茶飯に炒り大豆などを加えて炊き上
げ、茶汁をかけて食べるもののこと。
『本朝食鑑』によると、奈良の東大
寺、興福寺などの僧舎で作られたの
が始まりで、茶飯に炒り黒豆、小豆、
焼き栗などを混ぜてもよく、感冒、頭
痛、気うつ症などに効くとあります。
作り方は、「米2升に煎じ茶汁を普
通の水加減にしかけ、盃1杯の酒を
加えて炊く。ご飯がほどよく炊けて
きたら盃1杯の醤油を入れる。ご飯
に塩気を入れる場合、始めから入れ
ると、ご飯が固くなって煮えにくいの
で、よく煮立ってから入れるのがよ
い。茶飯のときは、茶ばかりで炊く。
奈良茶の場合は、炒った黒豆の皮を
取って入れる。また、さっと湯煮して
入れる方法もある。」「江戸料理事
典」（松下幸子著）と書かれていま
す。
中医学では、冬季は腎臓が、春季

は肝臓の負担が多くなるといいま
す。冬から春への移行期は特に、奈
良茶飯でも食べて肝腎を補養しま
しょう。

食
養
研
究
家

武
鈴
子

奈
良
茶
飯
で
肝
腎
を

補
養
し
よ
う

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23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

　
変
わ
っ
た
店
名
の
看
板
に
惹
か
れ
て
扉

を
潜
る
と
、着
物
姿
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
が
迎

え
て
く
れ
る
。す
き
や
き
で
有
名
な『
銀
座

せ
き
て
い
』の
姉
妹
店『
ベ
リ
ー
亀
吉
』だ
。

驚
い
た
の
は
メ
ニュ
ー
の
豊
富
さ
。ラ
ン
チ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、お
弁
当
か
ら
蕎
麦
、

し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
、す
き
や
き
、そ
し
て
歌
手
で

あ
る
オ
ー
ナ
ー
さ
ん
の
案
で
始
ま
っ
た
カ
タ

ブ
ラ
ー
ナ
御
膳
等
…
…
。店
名
同
様
、興
味

の
湧
く
内
容
だ
。ち
な
み
に
店
名
は
オ
ー

ナ
ー
の
ペッ
ト
の
ミ
ド
リ
ガ
メ
の
名
前
か
ら
。

落
ち
着
い
た
店
の
雰
囲
気
に
マッ
チ
し
た

遊
び
心
が
食
事
の
ひ
と
時
を
よ
り
和
や
か

な
も
の
に
し
て
く
れ
る
。

料
理
長
お
ス
ス
メ
の
鯛
鍋
は
、骨
を
抜
い

て
お
腹
に
赤
飯
を
詰
め
て
お
り
、出
汁
が
と

ろ
と
ろ
と
絡
ま
って
、こ
れ
か
ら
の
季
節
に
は

嬉
し
い
一
品
だ
。

名
物
の「
一
口
い
ち
ご
大
福
」も
是
非

第
四
十
一
回

営業時間／ランチ  （平日）11：30～14：30
（日・祝）11：30～16：00

ディナー（平日）17：30～23：00
（日・祝）17：30～22：00

定休日／年中無休　　席数／55席
住所／東京都港区南青山2-18-20 南青山コンパウンドB1
TEL／03-5771-6275　FAX／03-3479-7252

大
崎
紀
夫

モ
ダ
ン
懐
石
　
ベ
リ
ー
亀
吉

地下にお店があります。

鯛の小鍋。単品での注文もできます。

個室は4名～。 人気のお好み弁当（2700円）

・
・
・
・

！！
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総本山知恩院第八十六世門跡

◆修正会
1月1日(土)

◆第52回 念仏と法話の会
2月22日（火）

◆春彼岸会法要・寄席・物産展　
3月21日（月）

◆はなまつり
4月2日(土)～8日(金)

◆800年大遠忌法要・大施餓鬼会法要
5月21日（土）

◆第53回 念仏と法話の会
6月17日（金）

◆盂蘭盆会法要
7月13日（水）

◆団体参拝旅行 ～岐阜　高山・郡上～
8月上旬予定

◆秋彼岸会法要・寄席
9月23日（金）

◆お彼岸ライブ
9月24日(土)

◆文化講演会
10月中旬予定

◆十夜法要・芋煮会
11月19日（土）

◆ファンデンフックピアノリサイタル
11月25日(金)  会場：サントリーホール

※予定は変更になる場合もございます。ご了承下さい。

物産展

お彼岸ライブ

修正会

彼岸寄席

大施餓鬼会法要

梅窓院よりお知らせ  ＿護寺費・年会費・管理費の振込について＿

梅窓院では、護寺費・年会費・管理費の郵便振替またはコンビニ振込につきまして、平成23年4月
ご入金分以降は、「振込控え」を請書の替わりとさせていただきます。
ご事情により当院の請書が必要な方は、郵便振替の方は通信欄に、コンビニ振込の方はお手数
ですがお手紙にてお申し付け下さい（ご持参される方には、これまで同様に請書を発行致します）。
皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。
尚、コンビニ振込された場合、梅窓院へ入金連絡がくるまで約10日掛かります。郵便振込された場
合は、約２～４日掛かりますので3月までにご納付予定の方はご了承の上、請書返送をお待ち下さ
いますようお願い申し上げます。

十夜法要・芋煮会

年年年年年 間間 行行行行行 事事事事事 予予予 定定定平成
年年23年

平成
23年

行事予定

第52回 念仏と法話の会
2月22日（火）12時半～
（受付は午後12時より）

法話「阿彌陀様の救いを戴く」
豊嶋瑞俊上人
（宮城教区 往生寺住職）

仏教講座
全講座　午後6時～8時
（受付は午後5時より）
受講無料・祖師堂

※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。

江南の古都と仏教

阿川正貫先生
（浄土寺住職 大正大学講師）
③3/4（金）蘇州・杭州を中心に

恵心僧都源信の生涯とその教え

新井俊定先生
（天然寺住職 大正大学出版会主管）
③3/10（木）恵心僧都の教えⅡ

大乗仏教を読む

勝崎裕彦先生
（香蓮寺住職 大正大学仏教学部長・教授）
②1/6（木）般若経を読むⅣ＿『金剛般若経』の教え
③2/10（木）般若経を読むⅤ＿『仁王般若経』の教え

法然上人のみ教え ̶ 『選択集』を読む ̶

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）
③1/24（月）『選択集』第２章②＿二行の得失＿

ブータン・スタイル ̶ 幸福のカタチ ̶

本林靖久先生
（真宗大谷派僧侶、大谷大学･佛教大学講師）
③2/18（金）豊かな死をめざして




