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住
職
挨
拶　

　
梅
窓
院
第
二
十
五
世
　

中
島 

真
成

法
然
上
人
の
八
百
年
大
遠
忌
の
年
を
迎
え
、
は
や
三
月
に
な
り
ま

す
。
四
月
に
は
大
本
山
増
上
寺
で
、
浄
土
宗
宗
祖
法
然
上
人
へ
の
報

恩
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
大
法
要
が
一
日
か
ら
九
日
ま
で
行
な
わ
れ

ま
す
。
ま
さ
に
浄
土
宗
に
と
っ
て
は
記
念
す
べ
き
年
に
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
年
の
元
旦
、
梅
窓
院
で
は
二
度
目
の
修
正
会
が
行
な
わ

れ
、
千
人
を
超
え
る
方
の
お
参
り
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
輪
島
塗
り

の
器
で
の
お
せ
ち
料
理
や
雑
煮
が
好
評
な
の
は
嬉
し
い
限
り
で
す

が
、
法
要
あ
っ
て
の
修
正
会
で
す
。
本
堂
で
阿
弥
陀
様
に
新
年
の
ご

挨
拶
を
し
て
、
決
め
ら
れ
た
時
間
か
ら
の
ご
会
食
を
心
が
け
て
い
た

だ
け
る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

今
号
で
、
墓
地
管
理
費
改
定
へ
の
皆
さ
ま
か
ら
の
質
問
、
そ
し
て

そ
の
回
答
を
特
集
致
し
ま
し
た
。（
四
、
五
面
を
ご
覧
下
さ
い
。）

改
定
の
理
由
や
新
し
い
算
定
方
法
、
今
後
の
方
針
な
ど
、
お
寺
の

現
状
と
考
え
方
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
一
助
に
な
る
か
と
思
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
一
読
下
さ
い
。
ま
た
、
も
う
す
で
に
新
墓
地
管
理
費

の
納
付
書
が
届
い
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
墓
地
整
備
に
関
し
て
は
、
以
前
か
ら
お
話
し
し
て
参
り
ま

し
た
蓮
池
が
二
月
末
に
は
完
成
す
る
予
定
で
す
。
実
際
に
蓮
を
植
え
る

の
は
暖
か
い
時
季
を
待
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
仏
様
の
お
花
で
あ
る

蓮
の
花
を
愛
で
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
楽
し
み
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
蓮
池
の
周
り
に
は
四
十
五
セ
ン
チ
角
の
お
墓
が
建
つ

予
定
で
す
。
新
し
い
お
檀
家
さ
ん
を
お
迎
え
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

梅
窓
院
の
ま
す
ま
す
の
興
隆
に
つ
な
が
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
ま
す
。

二
月
末
に
は
二
階
客
殿
和
室
の
改
修
工
事
も
終
わ
り
ま
す
。
今
ま

で
以
上
に
和
室
ら
し
く
な
る
う
え
に
、
し
っ
か
り
し
た
座
卓
も
入
り

ま
す
の
で
、
よ
り
落
ち
着
い
た
、
使
い
勝
手
の
良
い
客
殿
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
今
年
か
ら
施
餓
鬼
会
は
五
月
の
第
三
土
曜
日
に
行
な
い
ま

す
。
く
れ
ぐ
れ
も
お
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
致
し
ま
す
。
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法
話 

新
宿
区
　
香
蓮
寺
住
職 

　

勝
崎 

裕
彦

六
阿
弥
陀
詣
の
頃

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
13
）

春
の
お
彼
岸
の
頃
に
な
る
と
、
た
し
か

に
寒
さ
は
大
分
や
わ
ら
ぎ
、
随
分
と

暖
か
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
春
本
番
の
う
ら
ら

か
な
、
の
ど
ろ
か
な
駘
蕩
麗
日
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
が
、
お
だ
や
か
な
春
の
気
配

を
身
と
心
に
十
分
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
厚
く
重
ね
着
し
た
冬
着
を
少
し
ず
つ
薄
く

し
て
、
彼
岸
時
分
に
は
も
う
春
の
装
い
で
あ

る
。
冬
物
か
ら
春
物
へ
、
こ
れ
は
衣
類
に
か

ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
新
し
い

春
着
を
着
て
、
お
め
か
し
も
う
き
う
き
と
外

出
す
る
の
は
、
だ
れ
し
も
快
い
気
分
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
お
彼
岸
の
寺
参
り
、
墓
参
り
は

実
は
そ
う
し
た
好
季
に
あ
り
、
寒
さ
の
中
で

ふ
る
え
て
縮
ん
で
い
た
身
と
心
を
開
放
し

て
、
春
の
さ
き
が
け
の
外
出
気
分
の
中
で
心

ゆ
か
し
く
受
け
と
め
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
彼
岸
会
に
ま
つ
わ
る
信
仰
習
俗
と
し

て
、
江
戸
を
中
心
に
六
阿
弥
陀
・
六
阿
弥
陀

詣
が
か
つ
て
は
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
。
彼
岸

の
一
日
に
、
あ
る
い
は
中
日
を
は
さ
ん
で
の
前

後
の
六
日
間
に
、
六
か
所
の
阿
弥
陀
如
来
を

順
次
巡
っ
て
参
拝
す
る
こ
と
で
、
西
方
極
楽

浄
土
へ
の
は
る
か
な
る
祈
り
と
願
い
を
込
め

て
、
江
戸
の
庶
民
は
半
分
は
遊
山
参
り
の
楽

し
さ
で
諸
寺
諸
堂
を
巡
拝
し
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
き
び
し
か
っ
た
冬
の
寒
さ
が
ほ
ぐ
れ

て
、
よ
う
や
く
春
の
陽
光
が
あ
ふ
れ
る
頃
、

菜
の
花
が
咲
き
ほ
こ
り
、
げ
ん
げ
田
に
蓮
華

草
が
咲
き
こ
ぼ
れ
、
雲
雀
さ
え
ず
る
野
辺
の

道
を
、
信
心
を
深
め
確
か
め
る
こ
と
に
加
え

て
、
願
っ
て
も
な
い
行
楽
の
折
と
し
た
の
で
あ

る
。

　
六
阿
弥
陀
詣
の
起
こ
り
は
、
行
基
菩
薩
の

作
と
伝
え
ら
れ
る
一
木
六
体
の
阿
弥
陀
如
来

像
を
安
置
す
る
六
か
寺
、
つ
ま
り
、

一
番
　
豊
島
元
木
の
西
福
寺
（
足
立
区
）

二
番
　
下
沼
田
の
延
命
院
（
足
立
区
）

三
番
　
西
ヶ
原
の
無
量
寺
（
北
区
）

四
番
　
田
端
の
与
楽
寺
（
北
区
）

五
番
　
上
野
広
小
路
の
常
楽
院
（
台
東
区
）

六
番
　
亀
戸
の
常
光
院
（
江
東
区
）

を
巡
拝
す
る
こ
と
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
。

江
戸
中
期
の
頃
の
こ
と
で
、
こ
の
六
か
寺
を

と
く
に
江
戸
六
阿
弥
陀
と
称
し
て
尊
崇
し

た
。
な
お
、
木
余
り
の
弥
陀
と
し
て
宮
城
村

の
性
翁
寺
（
足
立
区
）
、
さ
ら
に
末
木
の
弥
陀

と
し
て
西
ヶ
原
の
観
音
昌
林
寺
（
北
区
）
が

加
わ
っ
た
り
し
た
。

　
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
刊
の
『
宝
暦
現
来

集
』
に
は
、
「
彼
岸
春
秋
と
も
、
足
立
郡
の

内
、
六
阿
弥
陀
参
り
け
る
。
文
政
十
亥
年
春

よ
り
、
こ
の
道
記
を
市
中
売
り
広
め
、
こ
れ

ま
で
は
道
記
な
き
こ
と
、
今
は
も
つ
ぱ
ら
彼

岸
前
よ
り
昌
平
橋
詰
ま
た
は
盛
り
場
な
ど
で

売
り
け
り
」
と
記
し
て
い
る
。
六
阿
弥
陀
参

拝
の
道
順
解
説
記
な
ど
も
販
売
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
六
阿
弥
さ
ま
巡
歴
信
仰
が
次
第
に

盛
行
し
た
。

　
後
に
、
西
方
六
阿
弥
陀
（
現
在
の
港
区
、

目
黒
区
）
、
山
の
手
六
阿
弥
陀
（
港
区
、
新
宿

区
）
、
玉
川
六
阿
弥
陀
（
世
田
谷
区
、
川
崎

市
）
、
総
州
六
阿
弥
陀
（
千
葉
県
、
茨
城
県
）

な
ど
が
、
江
戸
中
・
後
期
に
創
始
さ
れ
た
。
昭

和
九
年
に
は
足
立
区
六
阿
弥
陀
が
開
創
さ
れ

た
が
、
い
ず
れ
も
多
く
は
浄
土
宗
寺
院
で

あ
っ
た
。
梅
窓
院
は
、
山
の
手
六
阿
弥
陀
の

第
五
番
札
所
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
仲
春
の
候
の
季
語
欄
に
は
彼
岸

西
風
の
季
題
が
あ
る
。
彼
岸
前
後
に
吹
く
冬

の
季
節
風
の
名
残
と
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
は

肌
に
冷
た
い
、
寒
い
西
風
で
あ
る
。
時
に
、
彼

岸
荒
れ
や
彼
岸
の
大
風
の
こ
と
も
あ
る
が
、

と
も
か
く
春
の
お
彼
岸
と
も
な
れ
ば
、
お
だ

や
か
な
日
和
、
日
柄
に
移
っ
て
い
る
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。
や
わ
ら
か
い
、
や
さ
し
い
春
の

到
来
の
風
を
、
西
方
極
楽
浄
土
か
ら
の
阿
弥

陀
如
来
の
慈
悲
の
風
と
受
け
と
め
て
、
春
の

散
歩
気
分
で
、
寺
参
り
、
墓
参
り
の
好
季
と

し
た
い
。

一
月
の
行
事
報
告

（
大
正
大
学
教
授
）

　
修
正
会
と
お
雑
煮
の
振
舞
い
が
無
事
終

了
致
し
ま
し
た
。
元
旦
か
ら
沢
山
の
方
が

お
参
り
下
さ
い
ま
し
た
。

梅
窓
院
よ
り
絵
馬
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

す
わ

（
亀
玉
）

（
浄
机
子
）

法要

　

毎
年
お
正
月
に
、お
参
り
の
方
に
お
配
り
し

て
い
る
絵
馬
で
す
が
、来
年
よ
り
一
軒
に
一
枚
・
元

旦
の
み
の
お
配
り
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

2
つ
以
上
欲
し
い
方
は
事
前
に
文
書（
Ｆ
Ａ
Ｘ
か

ハ
ガ
キ
）で
お
申
し
付
け
下
さ
い
。2
つ
め
か
ら

有
料
に
て
お
譲
り
い
た
し
ま
す
。

六
阿
弥
陀
居
つ
て
拝
む
人
は
な
し

六
阿
弥
陀
と
て
坂
多
き
埃
路
を

ひ 

が
ん

ひ
ば
り

ひ 

よ
り

ひ 
が
ら

に
　
し

な
ご
り



午後１時～　２階 本堂

午後２時～　２階 本堂

入船亭扇好 師匠

後
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。

２階 本堂

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
道具道具集め集めまでまでまでまでででと幅幅と幅とと 広い。

柳家さん市
1981年　静岡県生まれ　 
2008年　柳家さん喬へ入門
演劇と映画を経て噺家になる。 
お客様に、景色を見せられるような噺家を目指して修行中。

いち

法
然
上
人
の
お
言
葉
に
『
対
治
慢
心
』
が
あ
り
ま
す
。

「
念
仏
者
で
あ
っ
て
も
、
自
分
は
真
実
に
精
進
し
て
い
る

立
派
な
念
仏
者
で
あ
る
と
自
負
す
る
よ
う
に
な
り
、
誰
よ

り
も
勝
れ
て
い
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
は
、
阿
弥
陀
様
の

本
願
に
背
く
こ
と
に
な
り
、
往
生
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
の
よ
う
な
大
僑
慢
な
心
は
慎
ん
で
起
こ
し
て
は
な
ら

な
い
。
」

法
然
上
人
は
『
お
念
仏
は
あ
く
ま
で
も
「
南
無
阿
彌
陀
佛

と
称
え
れ
ば
疑
い
な
く
往
生
で
き
る
」
と
信
じ
て
称
え
る
こ

と
』
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
浄
土
宗
月
訓
カ
レ
ン
ダ
ー
を
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
？
毎
月
お
言
葉
が
変
わ
り
、
心
に
深
く
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
カ
レ
ン
ダ
ー
で
す
。
今
年
三
月
の
お
言
葉
は
『
感
心

　
感
動
　
感
謝
』
で
す
。

法
然
上
人
は
、
黒
谷
で
見
つ
け
ら
れ
た
善
導
大
師
の
『
観

経
疏
』
の
一
節
、

『
一
心
専
念
弥
陀
名
号 

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
』

（
一
心
に
専
ら
阿
弥
陀
様
の
名
を
称
え
、
い
つ
で
も
何
処

で
も
ど
ん
な
状
態
で
も
、
時
間
の
長
さ
に
関
係
な
く
、
常
に

一
念
一
念
を
決
し
て
疎
か
に
せ
ず
心
を
込
め
て
称
え
る
事
が

往
生
へ
の
近
道
で
あ
る
。
そ
れ
が
阿
弥
陀
様
の
本
願
に
順
ず

る
か
ら
で
あ
る
）

と
い
う
お
言
葉
に
、
正
に
『
感
心
』
し
『
感
動
』
し
、
阿

弥
陀
様
の
御
慈
悲
に
『
感
謝
』
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

今
年
は
法
然
上
人
八
百
年
大
遠
忌
の
年
。
今
度
は
私
た

ち
が
、
浄
土
の
御
教
え
を
広
め
て
下
さ
っ
た
法
然
上
人
に

『
感
心
』
し
『
感
動
』
し
『
感
謝
』
し
、
慢
心
せ
ず
に
阿
弥

陀
様
の
本
願
に
適
っ
た
お
念
仏
を
お
称
え
し
て
い
き
た
い
も

の
で
す
。

法
然
法
然
上
人
上
人
の
お
の
お
言
葉
言
葉
に
『
に

対
治
慢
心

「
念
仏
者
で
あ
っ
て
も
、
自
分
は
真

春
彼
岸
に
よ
せ
て

梅窓院通信 No.513

、
慢
心
せ
ず
に
阿
弥

称
え
し
て
い
き
い
き
た
い
た
い
もも

梅窓院通信 No3

（
法
務
部
）

た
い
じ
ま
ん
し
ん

だ
い
き
ょ
う
ま
ん

く
ろ
だ
に

ぎ
ょ
う
し
ょ

はっ
ぴ
ゃ
く
ね
ん
だ
い
お
ん 

き

み  

お
し

ぜ
ん
ど
う 

だ
い
し

か
ん

いっ 

し
ん 

せ
ん 

ね
ん 

み  

だ 

み
ょ
う
ご
う

ね
ん
ね
ん 

ふ  

し
ゃ 

し
ゃ 

ぜ 

み
ょ
う
し
ょ
う
じ
ょ
う
し
ご
う
じ
ゅ
ん
ぴ  

ぶ
つ 

が
ん  

こ

ぎ
ょ
う
じ
ゅ
う 

ざ 

が  

ふ  

も
ん  

じ 

せ
つ  

く  

ご
ん 

春彼岸法要
後１時～　２２階階 本本堂堂

3月21日（月）

後２時 　後２時～
塔婆申込み方法
同封のはがきを使い3月10日（木）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。）

２階 本堂時 　

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。

う経往弥ち陀 ぎ

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。）

ご協力お

※観音堂エントランスにてお呈茶しておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。

彼 岸 寄 席 午後
プロフィーール
入船亭亭扇好 師匠
昭和38年年長野県生まれ 昭

彼 岸 寄 席 郡上物産展
3月20日・21日　観音堂　

今年も郡上市の特産品が
梅窓院にやってきます。
この機会にぜひお求め下さい。春彼岸法要

入船亭扇好 師匠
演劇と映画を経て噺家にな
お客様に、景色を見せられる

午後午後
塔婆申込み方法
同封のはがきを使い3月10日（木）必着ででお申込み下さ
塔婆回向料は 1本7 000円とささせて頂きます

春彼岸法要
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質問
1

区

　

護
寺
費（
檀
家
外
の
方
は
年
会
費
）は
主
に
当

院
が
浄
土
宗
に
納
め
る
課
金
、通
信
費
や
事
務

所
経
費
、及
び
建
物
の
維
持
管
理
費
な
ど
、運
営

者
の
必
要
経
費
に
充
当
さ
れ
て
い
ま
す
。墓
地

管
理
費
は
お
墓
参
り
し
易
く
且
つ
清
楚
な
墓
苑

環
境
を
整
え
る
た
め
の
維
持
管
理
の
必
要
経
費

と
し
て
、人
件
費
や
清
掃
費
・
植
栽
管
理
費
な
ど

に
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　

近
頃
は
ご
高
齢
の
方
だ
け
の
お
参
り
の
方
が

多
く
な
り
ま
し
た
。 

　

時
折
、お
ひ
と
り
で
墓
参
さ
れ
、転
倒
さ
れ
て

負
傷
さ
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。す
ぐ
に

当
墓
苑
備
え
付
け
の
救
急
医
療
用
具
を
用
い
た

応
急
措
置
な
ど
は
行
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、事
故

防
止
の
観
点
か
ら
、車
椅
子
の
移
動
補
助
・
桶
や

お
荷
物
を
お
持
ち
す
る
な
ど
の
お
手
伝
い
を
実

施
す
る
予
定
で
す
。将
来
的
に
は
各
家
の
敷
地

内
の
植
栽
の
お
手
入
れ
の
お
手
伝
い
も
予
定
し

て
い
ま
す
。 護

寺
費（
年
会
費
）と
墓
地
管
理
費
の

違
い
を
教
え
て
下
さ
い
。 

質問
3

　

管
理
費
の
負
担
に
つ
い
て
は
、今
ま
で
は
１
㎡

ご
と
に
基
準
を
設
け
て
き
ま
し
た
が
、お
墓
に
大

小
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
た
め
、今
回
の
見
直
し
の

基
準
は
、マ
ン
シ
ョ
ン
等
で
は
既
に
一
般
的
に
採

用
さ
れ
て
い
る
各
自
の
使
用
面
積
応
分
負
担
を

参
考
に
、公
平
平
等
の
原
則
に
則
り
採
用
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。 

墓
地
管
理
費
の
金
額
が一律
で
な
く
、墓

地
の
面
積
に
よ
っ
て
金
額
が
違
う
の
は

ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
？ 

質問
4

　

今
回
よ
り
昔
か
ら
の
方
々
も
新
し
い
方
々
も
、

ま
っ
た
く
同
じ
計
算
式
で
平
等
に
お
願
い
し
て

い
ま
す
。 昔

か
ら
の
利
用
者
と
新
し
い
利
用
者
で

価
格
が
違
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

質問
5

　

今
後
諸
物
価
の
急
激
な
変
動
そ
の
他
経
済
事

情
の
変
動
が
な
い
限
り
、10
年
間
ほ
ど
は
護
寺

費（
年
会
費
）ま
た
は
墓
地
管
理
費
の
値
上
げ
は

せ
ず
と
も
運
営
が
で
き
る
よ
う
に
努
力
い
た
し

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

護
寺
費（
年
会
費
）・
墓
地
管
理
費
の 

こ
れ
以
上
の
改
定
は
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
？ 

質問
2
高
齢
化
に
伴
う
人
的
サ
ー
ビ
ス
向
上

と
は
、具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
か
？

皆
さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

　
　
　
主
な
ご
質
問
ご
意
見
と
、当
院
よ
り
の
お
答
え 

  
墓
地
管
理
費
改
定
に
つ
い
て

（
同
意
書
ご
返
送
へ
の
お
礼
と
ご
質
問
へ
の
お
答
え
） 

中
島 

真
成

墓
地
管
理
責
任
者 

梅
窓
院
住
職

　

昨
年
11
月
に
墓
地
管
理
費
改
定
の
案

内
を
墓
苑
利
用
の
全
員
の
皆
様
に
発
送

し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
ま
で
に
過
半
数
を

は
る
か
に
超
え
る
約
75
％
の
方
々
か
ら

同
意
書
の
ご
返
送
が
あ
り
（
発
送

2
1
3
8
通
・
返
送
1
5
9
6
通
）、そ

の
内
98
％
以
上
の
賛
同
の
ご
記
入（
返

送
1
5
9
6
通
中
同
意
1
5
7
4
通
）

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。諸
情
勢
が
厳
し

い
中
、誠
に
感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。心
よ

り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

　

梅
窓
院
墓
苑
の
墓
地
管
理
費
は
、墓

地
管
理
支
出（
墓
地
内
共
用
部
分
の
清

掃
、植
栽
の
手
入
れ
、そ
の
他
墓
苑
整
備

等
に
掛
か
る
費
用
）を
賄
う
た
め
、檀

家
・
檀
家
外
の
使
用
者
様
か
ら
墓
地
面

積
に
応
じ
て
ご
負
担
い
た
だ
い
て
い
る

も
の
で
す
。 

　

そ
の
収
支
は
毎
年
本
誌
に
同
封
し
て

お
り
ま
す「
宗
教
法
人
梅
窓
院
よ
り
の

会
計
の
ご
報
告
」に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

常
に「
墓
地
管
理
費
収
入
で
は
管
理
支

出
を
賄
い
切
れ
ず
、梅
窓
院
か
ら
の
繰

入
金
に
て
補
填
」さ
れ
て
い
る
状
態
で

す
。（
平
成
15
年
度
か
ら
平
成
21
年
度
の

7
年
間
の
梅
窓
院
よ
り
の
補
填
総
額
は

1
億
8
2
0
0
万
円
に
上
っ
て
お
り
ま

す
） 

　

梅
窓
院
で
は
墓
地
の
永
代
使
用
料
を

そ
の
繰
入
財
源
と
し
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、今
後
は
こ
れ
ま
で
同
様
の
補
填
を

続
け
る
こ
と
は
困
難
な
状
況
と
な
り
ま

す
。 

　

こ
の
現
状
と
皆
様
よ
り
の
ご
意
見
を

踏
ま
え
、檀
家
総
代
・
役
員
と
相
談
の

上
、誠
に
心
苦
し
い
限
り
で
す
が
今
年

よ
り
墓
地
管
理
費
を
改
定
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

　

何
と
ぞ
諸
事
情
を
ご
賢
察
い
た
だ

き
、墓
地
管
理
費
改
定
に
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 （
も
し
も
上
記
会
計
報
告
書
が

お
手
元
に
無
い
方
は
、お
申
し
出
い
た

だ
け
れ
ば
最
近
３
年
分
に
つ
い
て
再
送

付
い
た
し
ま
す
） 

　

ま
た
、こ
の
青
山
紙
面
に
皆
様
よ
り

い
た
だ
い
た
同
意
書
の
ご
意
見
欄
に
あ

り
ま
し
た
各
種
ご
質
問
ご
意
見
に
お
答

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 
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現在改修工事中の車いす用スロープ。

工事完成後車いすでのお参りが可能となる墓地列。

　

昨
年
よ
り
の
墓
地
の
治
水
工
事
も
無
事

完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
参
拝
の
方
々
に
安
心
し
て
お

参
り
い
た
だ
け
る
墓
所
を
目
指
し
て
ま
い

り
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
意
見
ご
要
望
等
、ご
遠
慮
な

く
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

合
掌

12区

8区

3区

5区

11区
10区

15

13区

9区

6区
7区

4区

2区

1区

青山家の墓
六地蔵

水琴窟

水の苑

浄苑観音

東屋

最勝
宝塔 旧本堂

相輪

歴
代
上
人
墓

車いす対応済の墓所
車いす対応のための工事中の墓所
車いす未対応の墓所

梅
窓
院
受
付

質問
6

　

恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、墓
地
管
理
費
は
全

員
の
応
分
の
負
担
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
の
で

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

　

但
し
、護
寺
費
に
つ
き
ま
し
て
は
、減
額
措
置

が
ご
ざ
い
ま
す
。原
則
と
し
て
は
生
活
保
護
受

給
者
・
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
等
が
対
象

で
す
。詳
細
は
、檀
信
徒
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 年

金
生
活
で
収
入
が
少
な
く
生
活
が

困
難
で
す
。墓
地
管
理
費
を
安
く
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

質問
9

　

皆
さ
ま
よ
り
の
ご
意
見
を
元
に
、い
た
だ
い
た

管
理
費
の
一
部
を
財
源
に
し
て
、墓
地
参
道
の
車

い
す
対
応
を
進
め
て
い
ま
す
。 

現
在
本
堂
横
の

車
い
す
ス
ロ
ー
プ
の
拡
張
工
事
を
実
施
中
で
、予

定
で
は
今
年
の
3
月
よ
り
約
１
３
０
軒
の
お
墓

が
車
い
す
で
の
お
参
り
可
能
と
な
り
ま
す
。 

　

今
後
参
道
の
舗
装
と
併
せ
て
さ
ら
に
整
備
を

進
め
て
い
き
、将
来
的
に
は
全
墓
地
を
車
い
す
対

応
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

　

車
い
す
対
応
の
現
状
図
を
記
し
ま
す
の
で
ご

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

墓
苑
整
備
が
改
定
の
理
由
と
の
こ
と

で
す
が
、墓
地
が
階
段
下
の
方
に
あ

り
、車
い
す
で
お
参
り
で
き
ま
せ
ん
の

で
、足
腰
が
悪
く
将
来
の
墓
参
が
心
配

で
す
。ま
た
参
道
も
荒
れ
て
い
て
、目
の

悪
い
者
に
は
心
配
で
す
。 

質問
7

　

墓
地
の
縮
小
・
移
転
希
望
の
場
合
、基
本
的
に

ご
負
担
の
無
い
形
で
ご
要
望
に
お
応
え
し
ま
す
。

檀
信
徒
部
ま
た
は
墓
苑
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

墓
地
が
広
い
の
で
改
定
金
額
が
高
額
に

な
り
驚
き
ま
し
た
。こ
の
機
会
に
小
さ

く
し
た
い
の
で
す
が
、可
能
で
す
か
？ 

費
用
は
か
か
り
ま
す
か
？

質問
8

　

梅
窓
院
の
檀
家
に
な
る
ご
検
討
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？ 

年
会
費（
5
万
円
）が
護
寺
費（
3

万
円
）と
な
り
年
額
2
万
円
の
減
額
と
な
り
ま

す
。 

他
寺
で
は
慣
例
に
な
っ
て
い
る
寄
付
の
事

実
上
の
強
制
な
ど
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。一
度
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

檀
家
外
利
用
者
で
す
。年
会
費
と
墓
地

管
理
費
の
両
方
を
払
う
の
は
困
難
で

す
。減
額
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
？ 
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　今回は合同の団体参拝旅行を企画実践している傳通院
の貫主、そしてその境内にある淑徳学園の理事長でもある

上人にお話を伺った。学校教育の在り方がよく話
題にのぼる中、新たな学問の場を作ろうと大きな改革に乗り
出された理事長として、その想いをお聞かせいただいた。

◆本日は新しく生まれ変わろうとしている淑徳学園につい
てお話を伺いますので 貫主ではなく 理事長と
呼ばせていただきますので、よろしくお願い致します。
さっそくですが、理事長に就任されて5年目を迎えられ
る学校法人淑徳学園、淑徳SC中等部・高校部は、来年120
周年を迎えるとても歴史のある学校なのですね。

理事長（以下、理事長）　もともと傳通院は江戸時代に
は関東十八檀林のひとつでした。檀林とは僧侶の学問所、僧
侶養成所のことで、なかでも徳川家康が決めた関東一円に
広がる十八のお寺を特別に関東十八檀林といいましたが、
その中でも傳通院は紫衣檀林という格のある檀林でした。
◆そうした檀林という学問所だった伝統が淑徳学園につ
ながっているということですか。
理事長　はい、ですが十八檀林がすべて学校をつくった訳
ではありません。今の中学校や高校になる学校を作ったの
は増上寺と傳通院の二か寺です。そして昔から増上寺を男
寺、傳通院を女寺ということもあり、増上寺が男子校の芝学
園を、傳通院が女子校の淑徳学園を建学したのです。
◆男寺と女寺ですか？
理事長　増上寺は徳川家康が中興開基となり、秀忠をはじ
めとする将軍が、傳通院は家康が母於大の方の為に建て、
徳川家の女性たちが眠っていることからそう呼ばれていま
す。
◆女寺と呼ばれた傳通院が女子校の淑徳学園を設立し
た建学の精神とは何ですか？
理事長　淑徳学園は明治25年に輪島聞声（わじまもんじょ
う）という浄土宗の尼僧さんによって創設されました。江戸時
代生まれの方で、廃仏棄釈運動で混乱する仏教界を支え
た一人で、特に尼僧教育の先駆者かつ実践者でした。輪
島先生は、女性は良い徳を身につけることが大切だというこ
とで校名を淑徳とし、教育の基本に仏教を据えました。この
建学の精神は新生淑徳学園に引き継がれていきます。

◆ところで、淑徳という名前の学校はここ小石川の傳通院
の境内にある淑徳学園のほかにも、巣鴨とか埼玉の与野
にもありますね。
理事長　ええ、昔の話しになりますが、昭和20年5月の大空
襲で傳通院も淑徳学園も焼失しました。再建を願う

校長が青空学校という訳にもいかないので、板橋区前
野町の農地を取得して学校を移転させたのです。ところが、
当時の淑徳の女学生たちの中には傳通院のある小石川が
よいという生徒も多く、新学校から看板を小石川に持って
帰ってきたこともあり、分かれてしまったのです。その時に看
板を持ってきた生徒さんが現職の理事さんにいらっしゃいま
すよ。
◆女学生が移転に反対し実力行使に出たのですね、すご
い。そしていままさに小石川の淑徳学園が、淑徳SC（サク
セス　キャリア）と校名を変え生まれ変わろうとしている。
理事長　ええ、生徒の減少や学校内部の問題もあり、理事
長就任から2年間はそうした様子を見ていたのですが、3年
目から自分の手で改革に着手しました。
◆具体的にはどういうことを変えていらっしゃるのですか。
理事長　まず人事の刷新です。これは校長から事務局長、
そして教員までもですから、大改革です。そして理事や評議
員を無給にしました。私立学校はそれこそ倒産もありえます
から、とにかく底が抜けないようにという準備をしました。
◆大変な決断ですね。人事刷新には抵抗もあったかと思
いますが……。
理事長　ええ、それは覚悟の上でした。たとえばお寺はお
寺の世界だけで通じる論理で動いている、同様に学校も学
校という世界だけで通じる論理で動く。そうしたものを取り払
い、あえて傳通院の学校ということを土台に据えた改革に理
解を求めたのです。
◆どんな学校を目指されるのでしょうか？
理事長　私は女子の美しさは躾（しつけ）にあると思ってい
ます。学校の大小に関係なく生徒と向き合える寺子屋のよう
な学校、女子教育の原点に戻る学校を目指しています。で
すから仏教の教え、論語なども授業に入れています。そして、
同時に先生方の教育力も必要で、新しい校長先生やこの
方針に賛同していただける先生に手伝ってもらっています。
　100年先を見据えて、淑徳へ来て良かったと生徒も先生
も思える学校を目指そうということで、ひとことでまとめれば寺
子屋ルネッサンスへの挑戦です。
◆仏教の学校の復活、寺子屋ルネッサンスですね。どんな
学校になるのかとても楽しみです。本日はお忙しい中、大
変ありがとうございました。

上
人

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

傳
通
院
貫
主
・
淑
徳
学
園
理
事
長

平成20年に建てられた淑徳ＳＣの新校舎は傳通院を向いている。

かん す

、 、

昭和16年神奈川県鶴見区の宗泉寺の五男として生まれる。一般企業勤
務の後、傳通院に入山し浄土宗僧侶となる。昭和43年神奈川県にある尼
僧寺・麻生山浄慶寺を継ぐと同時に山号の麻生に改姓する。昭和55年傳
通院執事に就任、平成元年同執事長になり、同18年4月に学校法人淑徳
学園理事長、7月に傳通院貫主（住職）を浄土宗門主より拝命する。
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俳
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中
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時
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通
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い
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い
ま
す
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え
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前

に
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語
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入
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詠
む
と
、ダ
メ
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い
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。し
か
し
、わ
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自

然
通
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」を
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切
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て
い
ま
す
の
で
、（
極
端
に
季
節
は
ず
れ
に
な
る
の
は
困
り
ま
す

が
）半
月
程
度
前
後
す
る
の
は
許
容
し
て
い
ま
す
。ま
た
地
方
に
よ
っ
て
季
節
の
ず
れ
が

あ
り
、歳
時
記
通
り
に
は
い
か
な
い
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
立
場
で
す
。み
な
さ
ん
も
そ

の
辺
の
と
こ
ろ
を
ご
自
分
で
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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肌をつややかにし、ふさふさの黒髪
を生じ、精力を回復するとして注目さ
れている「ごまハニー」。毎日食べ続
けると10歳若返るといわれます。誰
にでも簡単に作ることができ、しかも
食べて美味しい健康食。練りごまとハ
チミツを混ぜ合わせただけのもので
すが、この二つの組み合わせが抜群
の効果をもたらすのです。
ごまは、肝と腎の機能を高めて、衰
弱を治し、便通をよくし、精力をつけ、
皮膚を潤し、血液の循環をよくすると
古くからいわれています。現代の研究
でも、老化を防ぎ、肝臓の働きを助
け、アルコール分解を促進し、造血を
促すことがわかっています。さらに、ご
まには脂肪とタンパク質、それに皮膚
を美しくする脂溶性（油に溶ける）の
成分が含まれています。一方、ハチミ
ツには皮膚を美しくする水溶性（水に
溶ける）の成分が含まれています。そ
のため、この二つの食品を同時に食
べることで、肝臓に必要な栄養を完璧
に補給することができるのです。
1000年も前に編まれた中国・宋

代の薬物書に「静神丸」という薬が出
てきます。ハチミツの水分を蒸発させ
てアメ状にし、練りごまを混ぜた丸薬
です。まさに「ごまハニー」です。天然
の総合栄養剤ともいえる「ごまハ
ニー」の効用は、古代から注目され、
薬として珍重されてきたわけです。
練りごま3に対してハチミツ2位を

目安に混ぜ合わせるだけです。朝食
のパンに塗ったり、ミルクに溶かした
り、そのままお茶請けにしたり、ごま和
えにしたり…、と作りおきしておくと
いつでも美味しく食べられます。1日
大さじ1～2杯を毎日食べてピカピカ
の美肌と健康を体の中から作りませ
んか。

食
養
研
究
家

武
鈴
子

若
返
り
の
特
効
薬

「
ご
ま
ハ
ニ
ー
」

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『お盆号』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

　
今
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い
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家
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好
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ご
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十
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イ
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修
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さ
れ
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星
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ス
ト
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「
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ィ
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リ
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ン
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イ
タ
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。二
〇
〇
六
年
に
自
身
の
ブ
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Ｓ
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」を
立
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げ
ら
れ
ま
し
た
。

店
内
に
並
ぶ
ケ
ー
キ
や
焼
き
菓
子
は
ど

れ
も
優
し
い
甘
さ
で
、素
朴
な
味
わ
い
。そ

の
美
味
し
さ
の
評
判
を
聞
き
つ
け
て
求
め

に
く
る
お
客
さ
ん
も
多
い
そ
う
。

皆
さ
ん
も
法
要
の
際
は
ぜ
ひ
お
召
し
上

が
り
く
だ
さ
い
。

第
四
十
二
回

営業時間／11：00～20：00
定休日／日曜日
住所／東京都港区六本木7-21-8-101
TEL・FAX／03-3403-6711
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崎
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夫
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青山霊園

外苑
西通
り

六本木通り

千代田線乃木坂駅
6番出口

六本木ヒルズ
日比谷線
六本木駅2番出口

外
苑
東
通
り

六本木
トンネル

パスティッチェリア
イソオ

東
京

ミ
ッ
ド
タ
ウ
ン

法要お茶菓子のクッキー▶

▲入口の立て看板が目印

▲オーダーケーキはご予算に合わせて

▲ご主人の さん
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総本山知恩院第八十六世門跡

3月21日（月）
寄席　午後1時～　本堂
法要　午後2時～　本堂
※詳しくは3面をご覧下さい。

春彼岸会法要

行事予定

5月21日（土）
※詳細は施餓鬼号にてお知らせ致します。

遠忌法要・大施餓鬼会法要

6月17日（金）
時間　12時半～（受付12時より開始）
法話：「阿彌陀様の救いを戴く」

【講師】宮城教区　往生寺住職
豊嶋　瑞俊 上人

※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

第53回 念仏と法話の会

はなまつり
4月2日（土）～ 8日（金）
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。

まご

我我我 がががが家の
まごままままま

ののののの
ままままままままままま

宝宝宝宝宝物物物物物!

編 集 部 よ り

投 稿 者 よ り

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
でどしどしお送り下さい。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）掲載させて頂いた方には御礼として
梅窓院煎餅を差し上げます。
〒107-0062 港区南青山2-26-38

青山文化村「我が家の宝物」募集係

お写真大募集!！

ま ご

秋彼岸写真コンクール開催のお知らせ　今年もお彼岸ライブにて、写真コンクールを開催致します。ライ
ブ会場をみなさんのお写真で飾りませんか？当日会場にて人気投票を行い、1位の方には景品を差し上げ
る予定です。テーマを含めた詳細については6月1日発行の『青山』お盆号にてお知らせ致します！

　梅窓院では4月より平成23年度前期仏教講座を開講します。今年度も5名の
講師でお送り致します。どうぞお気軽にご参加ください。
※詳しくは別紙チラシをご覧ください。

平成23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／唐の善導大師について

第1回…5月16日（月） 善導大師の生涯
第2回…8月12日（金） 善導大師の思想①  ─『観経疏』を中心に─
第3回…9月15日（木） 善導大師の思想②  ─大師と法然上人─

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

第1回…4月19日（火） 発心、遁世の話 ─発心出家と遁世
第2回…5月25日（水） 念仏、極楽往生の話 ─念仏と往生
第3回…7月27日（水） 種々な霊験譚 ─霊験の功罪

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

第1回…6月23日（木） 華厳経の世界
第2回…7月21日（木） 華厳経を読むⅠ ─善財童子の物語①─
第3回…8月18日（木） 華厳経を読むⅡ ─善財童子の物語②─

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25日（月） 『選択集』第３章① ─救いの本願─
第2回…5月30日（月） 『選択集』第３章② ─すごい・かんたんお念仏─ 
第3回…6月27日（月） 『選択集』第４章① ─ただひたすらに─ 

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／宗教と現代文化論

第1回…5月  6日（金） 女人禁制と裸祭り
第2回…7月  1日（金） 水子供養と代理母出産
第3回…8月26日（金） 『おくりびと』と直葬

全講座▶午後6時～8時（受付は午後5時から） 受講料▶無料 場所▶祖師堂（Ｂ2Ｆ）

初めての女の孫なので御土産を持って行くのにどうし
ても女の子の洋服とか雑貨に目がとまってしまい上の男
の子には何を買っていいやら何時も困ってしまいます。

(祖母・ )

大きなサンダルを履いている ちゃんを幸せそうに見て
いる さんの笑顔に、こちらの顔もほころびます。

ちゃん （3歳）




