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住
職
挨
拶

　
梅
窓
院
第
二
十
五
世
　

中
島
真
成

皆
さ
ま
、こ
ん
に
ち
は
。

ご
挨
拶
の
前
に
、東
日
本
大
震
災
物
故
者
の
方
々
の
ご
冥

福
を
祈
念
し
、ご
供
養
の
お
念
仏
を
申
し
上
げ
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

ま
た
、被
災
者
の
皆
様
に
は
衷
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上

げ
ま
す
。

梅
窓
院
に
は
被
害
の
大
き
か
っ
た
陸
前
高
田
を
は
じ
め
、

東
北
地
方
に
六
軒
の
お
檀
家
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、

皆
さ
ん
と
連
絡
が
と
れ
、ご
無
事
が
確
認
で
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、梅
窓
院
で
も
数
基
の
墓
石
が
倒
れ
た
も
の
の
、幸
い

大
き
な
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、紙
面
よ
り
ご
報

告
申
し
上
げ
ま
す
。

今
回
の
大
震
災
で
多
く
の
行
事
が
延
期
な
ら
び
に
中
止

に
な
り
ま
し
た
が
、浄
土
宗
で
も
宗
祖
法
然
上
人
の
八
百

回
目
の
年
忌
法
要
に
あ
た
る
御
忌
法
要
が
延
期
と
な
り
ま

し
た
。増
上
寺
が
来
年
、知
恩
院
が
今
秋
へ
の
延
期
で
す
。

知
恩
院
は
法
要
の
御
堂
と
な
る
御
影
堂
が
来
年
に
は
修
復

工
事
に
入
る
た
め
、今
秋
へ
の
延
期
に
な
っ
た
と
聞
い
て
お
り

ま
す
。

梅
窓
院
の
行
事
は
予
定
通
り
行
な
い
ま
す
が
、十
月
の
文

化
講
演
会
は
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
、義
援
金
と

し
て
被
災
地
に
お
く
ら
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
お
り
ま
す
。

皆
さ
ま
も
す
で
に
色
々
な
形
で
支
援
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

思
い
ま
す
が
、梅
窓
院
も
中
長
期
で
支
援
を
し
て
い
き
た
い

と
思
って
お
り
ま
す
の
で
、よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

お
寺
の
話
で
は
、蓮
池
が
完
成
し
ま
し
た
。今
夏
に
花
を

咲
か
せ
て
く
れ
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。ま
た
、

六
月
十
一日
に
は
初
め
て
と
な
る
開
山
忌
、そ
し
て
七
月
の

お
盆
法
要
と
な
り
ま
す
。

天
災
地
変
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
を
供
養
す
る
お
経
を
私

た
ち
僧
侶
は
日
常
の
お
勤
め
の
中
で
普
段
か
ら
称
え
て
い
ま

す
が
、自
然
と
気
持
ち
が
こ
も
って
い
ま
す
。

お盆号
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法
話

新
宿
区
　
香
蓮
寺
住
職
　

勝
崎
裕
彦

月
遅
れ
盆
と
盆
踊

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
14
）

夏
の
暑
さ
を
凌
ぐ
方
法
は
昔
か
ら
い
ろ

い
ろ
あ
っ
た
。
と
く
に
江
戸
時
代
の

庶
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
思
い
を
馳
せ
て
み
る

と
、
今
は
な
つ
か
し
い
暑
さ
対
策
が
あ
っ
た
。

暑
さ
を
凌
ぐ
団
扇
や
扇
子
、
あ
る
い
は
葦
簀

や
簾
と
い
っ
た
涼
具
は
も
と
よ
り
、
風
鈴
や

釣
忍
・
軒
忍
の
涼
し
気
な
音
や
さ
ま
に
暑
気

を
忘
れ
よ
う
と
し
た
。

　
と
り
わ
け
、
日
中
の
猛
暑
か
ら
い
さ
さ
か

と
も
解
放
さ
れ
た
夏
の
夕
べ
。
そ
れ
で
も
し

つ
こ
い
暑
さ
の
残
る
中
、
縁
側
や
門
口
、
軒
下

に
出
た
り
、
河
畔
や
池
辺
、
橋
上
に
涼
し
い

場
所
を
求
め
て
、
さ
さ
や
か
な
涼
を
取
る
習

い
が
あ
っ
た
。
納
涼
で
あ
る
。
歳
時
記
で
は

「
す
ず
み
」
と
読
む
の
が
普
通
で
あ
る
。
晩

夏
の
季
題
と
し
て
、
涼
む
・
涼
み
台
、
夕
涼

み
・
宵
涼
み
・
夜
涼
み
、
縁
涼
み
・
門
涼
み
・

磯
涼
み
・
土
手
涼
み
・
橋
涼
み
な
ど
多
く
の

季
語
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
小
林
一
茶
の
軽
妙
な
句
を
一
つ
味
わ
っ
て
か

ら
、
今
回
は
お
盆
時
分
の
夕
涼
み
の
一
景
に

心
を
寄
せ
な
が
ら
、
旧
盆
・
月
遅
れ
盆
の
風

情
を
味
わ
っ
て
み
た
い
。

　
旧
盆
と
は
、
文
字
通
り
旧
暦
・
陰
暦
で
営

む
盂
蘭
盆
行
事
で
あ
る
。
月
遅
れ
盆
（
月
後

れ
盆
）
と
は
、
七
月
を
一
か
月
遅
ら
せ
た
次
の

月
、
八
月
十
三
、
十
四
、
十
五
日
（
あ
る
い
は

十
六
日
）
の
盂
蘭
盆
行
事
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
大
方
は
、
八
月
の
月
遅
れ
盆
の

こ
と
を
広
く
旧
盆
と
呼
称
し
て
、
な
つ
か
し

い
ふ
る
さ
と
へ
の
帰
省
休
暇
の
意
味
を
含
め

た
「
お
盆
休
み
」
の
国
民
休
暇
の
ふ
う
が
定

着
し
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
お
盆
休
み
の
夕
景
に
、
家
族
や

知
人
友
人
と
浴
衣
着
・
浴
衣
掛
け
に
く
つ
ろ

い
で
、
身
と
心
を
安
ら
げ
る
の
は
、
今
は
亡

き
精
霊
へ
の
供
養
が
も
た
ら
す
大
い
な
る
功

徳
と
受
け
と
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し

て
、
み
ん
な
連
れ
立
っ
て
盆
踊
に
足
を
運
び
、

踊
り
の
輪
の
中
に
笑
顔
を
分
け
合
う
の
も
楽

し
い
こ
と
で
あ
る
。
現
今
の
盆
踊
は
、
ふ
る
さ

と
の
お
寺
の
境
内
で
行
な
わ
れ
る
ば
か
り
で

な
く
、
都
市
部
で
も
郊
外
で
も
、
地
域
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
大
切
な
催
事
と
し
て
全
国

各
地
に
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
一
般
に
盆
踊
と
は
、
櫓
を
取
り
囲
ん
で
丸

く
輪
に
踊
る
こ
と
が
多
い
。
一
方
、
阿
波
踊
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
勢
が
集
ま
っ
て
群
れ

て
踊
り
歩
く
群
行
に
よ
る
形
式
も
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
輪
踊
型
と
群
行
型
の
踊
り
の
さ
ま
の

二
形
式
で
あ
る
。

　
元
来
群
行
型
の
踊
り
は
、
新
盆
の
家
々
を

巡
歴
し
な
が
ら
踊
り
歩
く
こ
と
か
ら
は
じ
ま

り
、
精
霊
を
迎
え
る
祖
霊
来
臨
形
式
の
盆
踊

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
空
也
・
一
遍
に
由

来
す
る
踊
念
仏
の
流
行
が
、
年
々
定
期
的
に

繰
り
返
さ
れ
る
お
盆
行
事
と
習
合
し
、
念
仏

踊
に
よ
る
盆
踊
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
民
俗
学

的
に
は
、
群
行
型
盆
踊
と
念
仏
踊
型
盆
踊
の

二
様
に
分
類
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
俳
諧
で
は
、
盆
踊
の
こ
と
を
単

に
踊
と
称
し
て
、
初
秋
の
季
題
と
し
て
い
る
。

以
下
、
関
連
す
る
季
語
を
並
べ
て
お
き
た
い

―
―
供
養
踊
・
精
霊
踊
・
燈
籠
踊
、
踊
子
・
踊

手
・
踊
場
・
踊
の
輪
、
踊
唄
・
音
頭
取
・
踊
太

鼓
・
踊
浴
衣
・
踊
帷
子
・
踊
笠
、
な
が
し
・
ぞ

め
き
・
盆
や
つ
し
、
お
け
さ
踊
・
さ
ん
さ
踊
・

切
子
踊
・
豊
年
踊
な
ど
な
ど
。

　
小
林
一
茶
は
、
「
六
十
年
踊
る
夜
も
な
く

過
し
け
り
」
と
作
句
し
て
い
る
。
飄
逸
な
句

風
の
一
茶
ら
し
か
ら
ぬ
淋
し
さ
を
感
じ
な
く

も
な
い
が
、
こ
れ
が
ま
た
恬
淡
と
し
た
一
茶
の

一
句
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

こ
で
は
現
代
の
俳
人
の
二
句
を
鑑
賞
し
た

い
。

　
高
田
風
人
子
の
句
は
、
ふ
る
さ
と
へ
心
を

寄
せ
る
人
な
ら
ば
お
の
ず
か
ら
共
感
す
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
西
本
一
都
の
句
は
、
遠
い

昔
、
私
が
体
験
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。

（
大
正
大
学
教
授
）

芭
蕉
様
の
臑
を
か
じ
っ
て
夕
涼
み

（
一
茶
）

ふ
る
さ
と
は
好
き
よ
〳
〵
と
踊
り
を
り

（
風
人
子
）

踊
子
に
や
は
ら
か
に
足
踏
ま
れ
け
り（
一
都
）

行
事
予
定

二
月・三
月
の

第52回念仏と法話の会
2月22日（火） 

地震の影響により物産展は行なわず、
法要・彼岸寄席のみ執り行いました。

平成23年 春彼岸法要
3月21日（月） 

し
の

よ
し
ず

す
だ
れ

つ
り
し
の
ぶ

の
き
し
の
ぶ

す
ね

ゆ
か
た

ぎ

お
ど
り

ぼ
ん
お
ど
り

ひ
ょ
う
い
つ

ぐ
ん
こ
う

わ
お
ど
り

お
ど
り
ね
ん
ぶ
つ

ふ
う
り
ん
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お
盆
　
七
月
十
三
日（
水
）

盂
蘭
盆
会
法
要
　
　
午
前
十
時
半
〜　

本
堂

御
棚
経
　  

七
月
十
三
日
〜
十
六
日

※
新
盆
で
希
望
す
る
方
の
み

　
な
お
、
棚
経
に
つ
い
て
は
同
封
の
別
紙
「
お
盆
に
つ
い

て
」
を
ご
覧
下
さ
い
。
ま
た
、
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら

梅
窓
院
法
務
部
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

先
日
の
東
日
本
大
震
災
の
後
、
東
京
都
内
で

は
「
買
占
め
」
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
円

滑
な
物
流
を
妨
げ
る
結
果
を
招
き
ま
し
た
が
、

身
近
な
家
族
を
必
死
に
守
ろ
う
と
し
た
行
動

だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
お
盆
」
の
ご
由
来
で
あ
り
ま
す
、
目
蓮
尊

者
の
逸
話
か
ら
も
同
じ
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
目
蓮
尊
者
の
家
庭
は
、
他
者
か

ら
施
し
を
受
け
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
ほ
ど

貧
し
い
家
庭
で
し
た
。
そ
し
て
、
目
蓮
尊
者
の

母
親
は
生
前
、
息
子
可
愛
さ
の
あ
ま
り
に
周
り

が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
人
で
し

た
。
そ
れ
故
母
親
は
、
他
者
か
ら
の
有
難
い
施

し
を
必
要
以
上
に
貯
め
込
ん
で
し
ま
い
、
息
子

で
あ
る
目
蓮
尊
者
だ
け
に
与
え
て
お
り
ま
し

た
。
こ
れ
が
悪
因
と
な
り
、
目
蓮
尊
者
の
母
親

は
貪
り
の
世
界
で
あ
る
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
し
ま

い
ま
す
が
、
目
蓮
尊
者
の
こ
と
を
第
一
に
想
っ

て
い
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
物
を
必
要
以
上
に
蓄
え
る

こ
と
は
本
当
に
必
要
と
す
る
人
々
を
苦
し
め
て

し
ま
い
ま
す
。
家
族
で
は
な
い
か
ら
と
思
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
は
ご
先
祖
様
を
介

し
て
互
い
に
親
戚
関
係
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い

る
も
の
で
す
。
自
分
た
ち
だ
け
で
な
く
、
み
ん

な
で
少
し
ず
つ
「
我
慢
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、

今
困
っ
て
い
る
人
々
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
れ
こ
そ
お
釈
迦
様
の
唱
え
た
、
「
助
け

合
い
」
の
心
な
の
で
す
。
復
興
を
願
い
、
心
掛

け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

お
盆
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て

◆お盆会回向お申込み方法

 回向紙  御回向料  ……… 1枚／3,000円

・同封の回向紙にご記入の上、受付へお持ち下さい。
・一枚につき、一霊のご回向とさせて頂きます。
・今年よりお導師さまのご回向は新盆の方のみとさせていただきます。

 御塔婆  御回向料  ……… 1本／7,000円

・お塔婆をご希望の方は、直接受付までご連絡下さい。
・御回向料は、同封の振込用紙で郵便局にてお支払頂くか、受付まで
お持ち下さい。（銀行・コンビニでのお支払いは出来ません。）
・御塔婆のお申込みは7月1日（金）までに受付にご連絡ください。

回向料のお申込み方法とお知らせ

（
法
務
部
）
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京
都
四
箇
本
山
の
ひ
と
つ

寺
宝「
泣
不
動
縁
起
絵
巻
」

　

宅
間
法
眼
筆
の
室
町
時
代
の
作
と
さ
れ
、
浄
土

宗
の
教
義
と
は
直
接
繋
が
ら
な
い
不
動
信
仰
が
縁

起
絵
巻
の
主
題
に
な
っ
て
い
る
。
泣
き
不
動
説
話

の
原
形
は
平
安
時
代
の
『
今
昔
物
語
』
で
、
当
初

は
陰
陽
師
で
あ
る
安
倍
晴
明
の
験
力
を
語
る
も
の

だ
っ
た
が
、
三
井
寺
の
常
住
院
の
不
動
尊
と
結
び

つ
き
、
不
動
が
証
空
の
報
恩
利
他
の
心
に
感
じ
て

涙
し
、
師
弟
ど
ち
ら
も
助
け
る
と
い
う
利
益
話
に

変
わ
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
泣
不
動
縁
起
絵
巻
」
に
登
場
さ
れ
る
お
不
動

さ
ま
を
お
祀
り
し
て
い
る
の
が
、
大
遠
忌
に
合
わ

せ
平
成
二
十
二
年
に
復
興
さ
れ
た
不
動
堂
。
泣
不

動
尊
が
ご
本
尊
で
あ
る
が
、
秘
仏
の
た
め
平
成
二

十
三
年
三
月
に
新
た
な
不
動
尊
坐
像
が
安
置
さ

れ
、
二
十
五
日
に
開
眼
式
が
行
な
わ
れ
た
ば
か

り
。
証
空
の
苦
し
み
を
代
わ
っ
て
受
け
た
と
い
う

こ
と
か
ら
「
身
代
わ
り
不
動
」
と
呼
ば
れ
信
仰
さ

れ
て
い
る
。
毎
月
二
十
八
日
に
は
お
不
動
さ
ま
の

縁
日
が
行
な
わ
れ
る
。

「
泣
不
動
縁
起
絵
巻
」あ
ら
す
じ

　

三
井
寺
の
智
興
内
供
が
重
病
に
か
か
り
、
陰
陽

師
の
安
倍
晴
明
に
占
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
弟

子
の
中
で
身
代
わ
り
に
な
る
者
が
あ
れ
ば
助
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
た
。
智
興
に
は
多
く
の

弟
子
が
あ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
は
誰
も
申
し
出
が
な

清
浄
華
院

大
本
山

京
都
御
所
脇

　
古
都
、
京
都
の
シ
ン
ボ
ル
は
？
　
京
都
タ
ワ
ー
、
京
都
御
所
、
そ

し
て
知
恩
院
…
…
。

　
知
恩
院
は
少
々
我
田
引
水
だ
が
、
仏
教
諸
宗
派
の
本
山
は
ほ
と
ん

ど
が
京
都
に
あ
り
、
そ
の
ど
こ
も
が
京
都
の
魅
力
の
ひ
と
つ
に
な
っ

て
い
る
。
中
で
も
浄
土
宗
は
四
つ
の
本
山
が
京
都
に
あ
る
。

　
総
本
山
の
知
恩
院
、
大
本
山
の
知
恩
寺
、
金
戒
光
明
寺
、
清
浄
華

院
の
四
つ
だ
。

　
今
回
訪
れ
た
清
浄
華
院
は
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
清
和
天
皇
の
勅

願
に
よ
り
、
天
台
宗
慈
覚
大
師
円
仁
が
京
都
御
所
内
に
建
立
し
、
天

台
・
真
言
・
仏
心
・
戒
律
の
四
宗
兼
学
の
道
場
だ
っ
た
が
、
法
然
上

人
の
教
え
に
触
れ
た
後
白
河
天
皇
・
高
倉
天
皇
・
後
鳥
羽
上
皇
の
三

天
皇
が
、
法
然
上
人
を
戒
師
と
し
て
こ
の
道
場
で
受
戒
し
た
こ
と
か

ら
浄
土
宗
寺
院
に
な
っ
た
と
寺
伝
に
記
さ
れ
る
古
刹
で
あ
る
。

　
と
同
時
に
今
年
の
二
月
に
清
浄
華
院
が
発
行
し
た
『
法
然
上
人
八

百
年
大
遠
忌
記
念
　
清
浄
華
院
│
そ
の
歴
史
と
遺
宝
│
』
に
よ
る

と
、
開
山
は
第
五
世
の
向
阿
上
人
で
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）

頃
、
隣
地
の
寄
進
を
受
け
た
時
の
寄
進
状
の
宛
名
に
「
浄
華
院
」
と

あ
り
、
こ
れ
が
史
料
に
最
初
に
清
浄
華
院
の
名
前
が
出
た
も
の
と
い

う
記
述
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
清
浄
華
院
は
今
春
知
恩
院
に
あ
が
ら
れ
た
伊
藤
唯
眞

猊
下
が
台
下
時
代
に
企
画
編
纂
さ
れ
た
本
の
中
で
歴
史
を
見
直
し
て

い
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
関
東
か
ら
見
る
と
、
古
さ
や
格
式
の
高
さ

は
別
格
も
の
だ
。

　
格
式
で
い
え
ば
清
浄
華
院
は
四
箇
本
山
の
中
で
は
最
も
皇
室
と
の

関
係
が
深
く
今
も
天
皇
皇
后
陛
下
が
京
都
御
所
を
訪
れ
る
と
き
に
は

清
浄
華
院
の
法
主
（
住
職
）
が
迎
え
に
出
る
と
い
う
。
ま
た
墓
地
内

に
は
僧
侶
も
一
般
の
人
も
立
ち
入
れ
な
い
宮
内
庁
管
轄
の
墓
苑
が
い

く
つ
か
あ
り
、
勅
使
門
も
残
っ
て
い
る
。

　
仏
像
、
掛
け
軸
、
古
文
書
…
…
と
寺
宝
も
数
限
り
な
い
。
法
然
上

人
所
用
の
数
珠
や
袈
裟
、
持
蓮
華
、
そ
し
て
舎
利
（
御
遺
骨
）
な

▲大本山の石碑がそびえる山門。

　
清
浄
華
院
は
京
都
御
所
に
寄
り
添
う
よ
う
に
建
っ
て
い
る

浄
土
宗
の
大
本
山
だ
。
以
前
に
梅
窓
院
住
職
が
御
忌
法
要
に

唱
讃
導
師
を
務
め
た
こ
と
か
ら
、
現
在
梅
窓
院
は
清
浄
華
院
の

東
京
出
張
所
と
な
っ
て
い
る
う
え
に
、
梅
窓
院
の
先
代
や

先
々
代
と
ご
縁
の
あ
る
新
し
い
法
主
が
こ
の
春
に
あ
が
ら
れ

た（「
囲
む
人
々
」参
照
）。
そ
こ
で
京
都
へ
と
足
を
の
ば
す
こ

と
に
し
た
。

し
ょ
う

じ
ょ
う

け

い
ん



か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
が
代
わ
り
に
な
り
ま

し
ょ
う
と
、
最
も
若
い
証
空
が
申
し
出
た
。
身
代

わ
り
を
決
心
し
た
も
の
の
証
空
は
帰
郷
し
年
老
い

た
母
に
説
明
を
し
た
後
、
泣
く
泣
く
師
の
も
と
へ

帰
っ
て
い
く
。

　
晴
明
の
祈
祷
に
よ
り
智
興
内
供
は
無
事
助
か
っ

た
。
師
の
病
を
受
け
た
証
空
は
自
坊
に
帰
り
、
年

来
信
仰
し
て
い
た
不
動
明
王
に
後
生
を
祈
る
と
不

動
明
王
が
血
の
涙
を
流
し
「
汝
は
師
に
代
わ
る
、

我
は
汝
に
代
わ
ら
ん
」
と
言
っ
て
檀
の
上
に
落

ち
、
た
ち
ま
ち
証
空
の
病
は
回
復
し
た
。

梅窓院通信 No.535

祈祷する安倍晴明と式神が描かれている。手前の黒い服
を着た人物が安倍晴明とされ、悪霊や魔物と対決する陰
陽師・安倍晴明のイメージを作った絵の一つとされる。

（浄土宗大本山清浄華院蔵）

不動明王が死ぬはずだった証空の身代わりになったこと
を、不動明王が地獄へ行くという図様で描かれている。意
外な仏の出現に平伏する閻魔王が印象的な図である。

（浄土宗大本山清浄華院蔵）

ど
、
浄
土
宗
の
信
者
に
は
一
度
は
見
て
み
た
い

超
お
宝
で
あ
る
。
ま
た
山
門
脇
に
あ
る
不
動
堂

に
関
わ
る
泣
不
動
の
縁
起
絵
巻
が
残
っ
て
い

て
、
陰
陽
師
の
安
倍
晴
明
が
登
場
す
る（
下
の

欄
参
照
）な
ど
、
こ
ち
ら
も
見
逃
せ
な
い
。

　
大
震
災
の
影
響
で
、
旅
行
も
控
え
気
味
だ

が
、
京
都
へ
行
く
機
会
が
あ
っ
た
ら
ぜ
ひ
立

ち
寄
っ
て
も
ら
い
た
い
本
山
で
あ
る
。
な

お
、
そ
の
時
は
梅
窓
院
の
檀
信
徒
で
あ
る
こ

と
を
告
げ
て
み
て
欲
し
い
。
お
も
て
な
し
が

グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

▲大きな法要が執り行われる大殿。法然上人像が内陣正面に、
不動明王と皇室の尊牌が両脇陣に祀られている。

◀向阿上人を祀る是心堂では
仏花に松を飾っている。これ
は向阿上人の著作『三部
仮名抄』によるもので「念仏
の教えは、永く変らず緑であ
りつづける松のようなもの
だ」という意味が込められて
いる。

▲清浄華院の第五世向阿上人
木像。最近、この像が誰の像
かがわかり、寺歴を調べる有力
な手掛かりとなったという

▶大方丈の前で花を咲かせ
る桜の横には、篤姫の曾
祖母にあたる薩摩藩第
八代藩主の側室・智満方
の墓が建立されている。

ちまのかた

【勅使門】
清浄華院の本来の正門にあたる門。江戸時代も現在
のように普段は閉じられており、皇族や堂上家の参拝
の時のみ開けられることになっていた。現在の門は昭
和9年に再建されたもの。

【皇室の墓苑】
清浄華院の墓地には、宮内庁管轄の塀で囲われた大
小の墓苑があちこちにあり、多くの皇族の方が眠って
いる。ここに墓参できるのは皇室関係者、または許可を
受けた者に限られ清浄華院の僧侶や関係者ですら許
可なく立ち入ることは禁じられている。

【菊の御紋】
創建以来皇室と同じもの
を使用していたが、明治に
なって現在の葉菊の紋に
変更された。この特別な紋
が瓦などに使われている。

【皇皇室の室の墓苑墓 】】
清浄華院の墓地には、宮内
小の墓苑があちこち
いる。ここに墓参でき
受けた者に限られ清

内庁管轄の塀で囲われた大
、多くの皇族の方が眠って
皇室関係者、または許可を

清浄華院の僧侶や関係者ですら許
は禁じられている。

には、宮内
ちにあり、
きるのは
清浄華院

【菊菊の御の御紋紋】
創建以来皇室と同じもの
を使用していたが、明治に
なって現在の葉菊
変更された この特

和9年に再建された

の正門にあたる門。江戸時代も現在
じられており、皇族や堂上家の参拝
ることになっていた。現在の門は昭

特別な紋
ている。

明治に
の紋に
特別な紋

たもの。

境内に残る皇室のゆかりの数々



　今号で特集した清浄華院は 台下の頃に中島
住職が御忌の唱讃導師を務めたこともあり、梅窓院とは縁
が深い本山のひとつだ。今春から台下にあがられたのが東
京増上寺門前の天光院の 台下。その 台下を
訪れ、お話を伺った。

◆お忙しい中お時間をいただき、ありがとうございます。
台下（以下台下）　いいえ、皆さんこそ東京からよ

うこそお出でいただきました。梅窓院さんは大丈夫でしたか。
◆色々な形で大震災の影響がありますが、幸い少しの被
害ですみました。お心遣いありがとうございます。
　さて、先生は東京のお寺から、88歳というお歳で京都へ
と生活を移されたわけですが、とても大きな決断をされた
のかと思いますが。
台下　私は滋賀で生まれ、小学校2年生から5年生まで京
都の宮津で生活しました。そして小学校６年生からは三重
県の津に、そこで中学校、佛教専門学校（現佛教大学）に
通い、大正大学に進みました。２４歳で増上寺の前にある天
光院に養子縁組、先代の後を継ぎ、長く住職を務めさせて
いただいてきました。
　そして、孫に住職を譲って間もなくお声を掛けていただい
たのですが、今申しましたように関西は故郷みたいなもので
すし、私のことを色 ご々存じの上でお声を掛けていただいた
のですから、お受けした次第です。
◆なるほど 先生といえば、浄土宗の中ではサン
スクリット語の偉い学者さんで、勧学という最高の肩書を
お持ちと聞いています。
　また、先生はご自分のお寺だった天光院で天光院展と
いう美術展を開かれていて、ご自分で描かれた舞妓さん
の絵をよく出展されていると聞いていますが……。
台下　絵を描くのは好きです。よく舞妓さんの絵といわれま
すが、それは下手の横好きですから、富士山の絵を描いて
も誰も見てくれない。でも、下手でも舞妓さんの絵は珍しいか
ら誰でも見てくれる（笑）これが真相です。でも、知恩院の絵
を描いて絵ハガキにしたりしていますから、舞妓さんばかり
ではありませんよ（笑）。

◆天光院ではコーラス部も作られていたと聞いています。
絵画に音楽にとお元気でご活躍ですね。
台下　いまではだいぶ増えましたが、私が入った頃の天光
院は檀家が50～60軒ぐらいで、しかも、先代は身体が弱くて
法事も5分ぐらいでした。そういう意味では時間があり、勉強
に打ち込みながら、色 な々ことをやってみることができました。
◆そうなのですか。次にサンスクリット語との出会いをおき
かせいただけますか。
台下　佛専時代に仏教を学ぶには、梵語－サンスクリット
語－を勉強しなくてはならない、と断言する先生がいて、そ
の言葉に自然と導かれたのですね。確かに仏教はサンスク
リット語が基本で、サンスクリット語を語源とする言葉を私た
ち浄土宗でもよく使っています。南無阿弥陀仏もサンスクリッ
ト語からきていますから。
◆勉強は面白かったですか。
台下　それは楽しかった。仲間うちでは梵語の授業を受け
ることは苦行と敬遠されていましたがその先生の自宅での
講義にも夢中になっていました。
　私は若い頃から足が悪かったので徴兵もされずに戦時中
にも勉強できました。やがて教わる側から教える側になったの
ですが、私が生徒だった時と同じように梵語の学生は一人
か二人しかいない。まるで個人指導でした。今でも龍の会と
いって、当時の院生たちとの会が続いています。
◆台下は英国のランカスター大学に行かれたことがある
と聞きましたが。
台下　私が大正大学に務めている時に三笠宮様がいらし
たことがあって、「これからは英語で発表できるようになりま
しょう」とおっしゃった。それをお寺の彼岸法要で話したら檀
家さんがカンパをして旅費を出してくれた。夢のようでした。
◆台下を応援されていたのですね。
台下　ありがたいことです。お蔭様でランカスター大学で三
笠宮様と一緒に学会発表をすることができました。そして、こ
の経験が活き、大正大学の事務局長時代に埼玉県の松伏
の土地を実践大学から譲り受けるときに役立ちました。
◆宮家とご縁がおありなのですね。こちら清浄華院は元
は御所内にあったお寺ですから、これも引き合わせでしょ
うか。
台下　そうかもしれませんね。
◆梅窓院とのご縁は。
台下　ええ、先代は親友で、天光院が幼稚園を設立するとき
に大変お世話になっています。
　そして今は梅窓院さんに清浄華院の東京出張所になっ
ていただき、現住職がその所長さんです。二代にわたって御
世話になっているということです。
◆いえいえ、こちらこそ御世話になっています。今日は貴
重なお時間をありがとうございました。

梅窓院通信 No.53 6

台
下

イ
ン
タ
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ュ
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浄
土
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清
浄
華
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御
法
主

　今号で特集した清浄華院は 台下の頃に中島
住職が御忌の唱讃導師を務めたこともあり、梅窓院とは縁
が深い本山のひとつだ。今春から台下にあがられたのが東
京増上寺門前の天光院の 台下。その 台下を
訪れ、お話を伺った。

◆お忙しい中お時間をいただき、ありがとうございます。
台下（以下台下）　いいえ、皆さんこそ東京からよ

うこそお出でいただきました。梅窓院さんは大丈夫でしたか。
◆色々な形で大震災の影響がありますが、幸い少しの被
害ですみました。お心遣いありがとうございます。
　さて、先生は東京のお寺から、88歳というお歳で京都へ
と生活を移されたわけですが、とても大きな決断をされた
のかと思いますが。
台下　私は滋賀で生まれ、小学校2年生から5年生まで京
都の宮津で生活しました。そして小学校６年生からは三重
県の津に、そこで中学校、佛教専門学校（現佛教大学）に
通い、大正大学に進みました。２４歳で増上寺の前にある天
光院に養子縁組、先代の後を継ぎ、長く住職を務めさせて
いただいてきました。
　そして、孫に住職を譲って間もなくお声を掛けていただい
たのですが、今申しましたように関西は故郷みたいなもので
すし、私のことを色 ご々存じの上でお声を掛けていただいた
のですから、お受けした次第です。
◆なるほど 先生といえば、浄土宗の中ではサン
スクリット語の偉い学者さんで、勧学という最高の肩書を
お持ちと聞いています。
　また、先生はご自分のお寺だった天光院で天光院展と
いう美術展を開かれていて、ご自分で描かれた舞妓さん
の絵をよく出展されていると聞いていますが……。
台下　絵を描くのは好きです。よく舞妓さんの絵といわれま
すが、それは下手の横好きですから、富士山の絵を描いて
も誰も見てくれない。でも、下手でも舞妓さんの絵は珍しいか
ら誰でも見てくれる（笑）これが真相です。でも、知恩院の絵
を描いて絵ハガキにしたりしていますから、舞妓さんばかり
ではありませんよ（笑）。

◆天光院ではコーラス部も作られていたと聞いています。
絵画に音楽にとお元気でご活躍ですね。
台下　いまではだいぶ増えましたが、私が入った頃の天光
院は檀家が50～60軒ぐらいで、しかも、先代は身体が弱くて
法事も5分ぐらいでした。そういう意味では時間があり、勉強
に打ち込みながら、色 な々ことをやってみることができました。
◆そうなのですか。次にサンスクリット語との出会いをおき
かせいただけますか。
台下　佛専時代に仏教を学ぶには、梵語－サンスクリット
語－を勉強しなくてはならない、と断言する先生がいて、そ
の言葉に自然と導かれたのですね。確かに仏教はサンスク
リット語が基本で、サンスクリット語を語源とする言葉を私た
ち浄土宗でもよく使っています。南無阿弥陀仏もサンスクリッ
ト語からきていますから。
◆勉強は面白かったですか。
台下　それは楽しかった。仲間うちでは梵語の授業を受け
ることは苦行と敬遠されていましたがその先生の自宅での
講義にも夢中になっていました。
　私は若い頃から足が悪かったので徴兵もされずに戦時中
にも勉強できました。やがて教わる側から教える側になったの
ですが、私が生徒だった時と同じように梵語の学生は一人
か二人しかいない。まるで個人指導でした。今でも龍の会と
いって、当時の院生たちとの会が続いています。
◆台下は英国のランカスター大学に行かれたことがある
と聞きましたが。
台下　私が大正大学に務めている時に三笠宮様がいらし
たことがあって、「これからは英語で発表できるようになりま
しょう」とおっしゃった。それをお寺の彼岸法要で話したら檀
家さんがカンパをして旅費を出してくれた。夢のようでした。
◆台下を応援されていたのですね。
台下　ありがたいことです。お蔭様でランカスター大学で三
笠宮様と一緒に学会発表をすることができました。そして、こ
の経験が活き、大正大学の事務局長時代に埼玉県の松伏
の土地を実践大学から譲り受けるときに役立ちました。
◆宮家とご縁がおありなのですね。こちら清浄華院は元
は御所内にあったお寺ですから、これも引き合わせでしょ
うか。
台下　そうかもしれませんね。
◆梅窓院とのご縁は。
台下　ええ、先代は親友で、天光院が幼稚園を設立するとき
に大変お世話になっています。
　そして今は梅窓院さんに清浄華院の東京出張所になっ
ていただき、現住職がその所長さんです。二代にわたって御
世話になっているということです。
◆いえいえ、こちらこそ御世話になっています。今日は貴
重なお時間をありがとうございました。

右より 執事、 執事長、中島住職、 台下、 編集長、
川添上人。

、、

大正11年3月滋賀県生まれ。昭和19年大正大学仏教学部聖語学（現梵
文学）卒業。38年東京教区芝組天光院住職就任。平成22年12月大本
山清浄華院法主就任。昭和46年大正大学教授就任以後、同学長、芝学
園理事長、浄土宗教学院理事、勧学院勧学など宗内外の要職を歴任す
る一方、天光院では幼稚園の運営、そして天光院展（美術展）、コーラス部
創設など趣味も幅広い。平成7年には勲四等旭日小授章されている。
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梅窓院通信 No.537

イチゴはクリスマスケーキの素
材によく使われるため、冬が旬と勘
違いしている人も多いのではない
でしょうか。しかし、露地で栽培され
るイチゴが実を結ぶのは晩春から
初夏。夏が旬なのです。冬に多く出
回るからといって、旬と勘違いして
食べ過ぎるのは問題です。
果物のことを水菓子というよう
に、水分たっぷりのみずみずしいイ
チゴは、体を冷やす涼性の性質で
す。熱を冷ます作用、とくに肝の高
ぶりを抑えて余分な熱を取り除く
働きに優れています。口が渇く方
や肝機能が高ぶっている方、暑気
あたりで食欲のないときなどには
適しますが、冷えやすい人は控え
めに！
ところで、私たちが食べているの
は果実ではなく、めしべの土台とな
る「花托」という部分が発達したも
のだそうです。表面のつぶつぶが
果実で、この一つ一つに種が入っ
ています。
果物としてそのまま食べること
の多いイチゴですが、ときには料
理に応用してみてはいかがでしょ
う。たとえば、イチゴ３個をフォーク
などで粗めにつぶし、マヨネーズ小
さじ１、練りからし小さじ1/3、レモ
ン汁少々、塩少々と混ぜ合わせて
イチゴマヨネーズを作り、ポテトサ
ラダを和えたり、サンドイッチを作
る。また、粗くつぶして白みそと合
わせ、和風ドレッシングに。ワカメや
キュウリのサラダにかけていただ
けば、暑い日にもさっぱりといただ
けます。イチゴの優しいピンク色も
美しいアクセントになるでしょう。

食
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究
家
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子

熱
を
さ
ま
し
、

胃
腸
を
整
え
る
イ
チ
ゴ

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

次回は「夏の季語」でご自由にお詠み下さい。7月6日
を締切り、9月発送の『秋彼岸号』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
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京
都
の
料
亭
で
腕
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磨
き
、料
理
教
室

の
講
師
も
務
め
る
料
理
長
の
巧
み
な
話
術

も
お
楽
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み
の一つ
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法
要
後
の
食
事
に
も
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用
で
き
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進
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に
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れ
る
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も
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な
る
逸
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だ
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第
四
十
三
回

営業時間／ランチ 月～土11：30～14：00
ディナー 月～金17：00～22：30（L.O.21：30）
土17：00～21：30（L.O.20：30）
定休日／日曜日・祝日 　席数／約24席
住所／東京都港区南青山2-14-15五十嵐ビル1F
TEL／03-5772-8539

大
崎
紀
夫

馳
走
　
喜
多
お
か

▲月に二度メニューが変わる
お弁当も人気。

▶人気のそば点心は2100円。

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

馳走 喜多おか

▲カウンター席でご主人に食材を
説明して貰いながらの食事も
また楽しい。

▲外観。
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総本山知恩院第八十六世門跡

行事予定

第53回 念仏と法話の会
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

開山忌法要・能楽奉納
6月11日（土）
法要　午後3時～
能楽　午後3時45分～　本堂
　　　仕舞：「百萬」　能：「経正」

盂蘭盆会法要
7月13日（水）
午前10時半より　本堂
※詳細は3面をご覧下さい。

団体参拝旅行
－岐阜　高山・郡上－
7月31日（日）～8月2日（火）
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

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）

まご

我我我 ががが家の
まごまままままま

のののの
ままままままままま

宝宝宝物物物!
お写真大募集!！

東日本大震災義援金報告
3月11日に発生した東日本大震災に関しまして、
3月16日（水）から寺院受付に募金箱を設置し、
被災者救援のための義援金募金活動を行なって
おります。4月20日（水）までに132,662円の募金
があつまりました。ご協力頂きました皆様、誠にあ
りがとうございました。お寄せ頂きました義援金
は全て日本赤十字社にお送りしております。なお
梅窓院では今後も募金活動を行なっていきます。

講  題／唐の善導大師について
講  師／阿川 正貫 先生（浄土寺住職　大正大学講師）

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

•第3回… 7 月27日（水） 種々な霊験譚 ―霊験の功罪

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

•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  題／法然上人のみ教え ―『選択集』を読む―
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）

•第3回… 6 月27日（月） 『選択集』第4章① ―ただひたすらに―

講  題／宗教と現代文化論
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）

•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

平成23年度　　  仏教講座のご案内年度3年度年度度度度度度 仏 仏 講教講教講講講講座講講 のご座のごのごごごご案ごご平成平成成成成2232成 内案内内
全講座▶午後6時～8時　 受講料▶無料　 場所▶祖師堂

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

秋彼岸写真展開催
新年号よりお伝えして参りました秋彼岸
写真コンクールの応募要項を同封致しま
した。是非皆様ご参加下さい。

毎年6月初旬に『青山』に同封してお
りました会計報告ですが、本年より
秋彼岸号に掲載させて頂くことにい
たします。つきましては、9月上旬に
お送りする秋彼岸号紙面にてご覧下
さい。

梅窓院会計報告について




