
1 梅窓院通信 No.62

今年も第4回秋彼岸写真コンクールの開催が
決定致しました。詳細は後日発表致します。

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
申
し
上
げ
ま
す
。

早
い
も
の
で
平
成
も
二
十
五
年
、四
半
世
紀
と
な
り
ま
す
。

私
が
住
職
に
就
任
し
て
か
ら
も
二
十
一
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。そ

の
間
、浄
土
宗
東
京
教
区
の
役
職
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、昨
年
末
で
一
区
切
り
。今
年
か
ら
四
年
間
は
御
役
御

免
で
す
。

ち
な
み
に
梅
窓
院
は
、浄
土
宗
の
東
京
教
区
、城
西
組
、赤

坂
部
に
属
す
る
寺
院
で
、部
の
役
職
、組
の
長
や
諸
役
、教
区

の
議
員
、理
事
な
ど
と
い
っ
た
役
職
が
あ
り
、多
く
は
住
職
が

そ
の
就
任
資
格
に
な
っ
て
い
ま
す
。役
職
に
就
く
こ
と
で
、他
の

部
や
組
の
方
々
と
の
交
流
や
懇
親
が
図
れ
、ま
た
一
段
広
い
視

野
で
寺
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

さ
て
、落
慶
し
た
新
伽
藍
も
十
年
目
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。今
年
の
秋
口
か
ら
足
場
を
組
ん
で
の
大
規
模
修
繕
を

行
い
ま
す
。ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、ご
理
解
、ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

昨
秋
に
開
催
い
た
し
ま
し
た
文
化
講
演
会
で
す
が
、青
山
家

の
故
郷
で
あ
り
ま
す
郡
上
か
ら
高
橋
教
雄
さ
ん
に
お
越
し
い

た
だ
き
、凌
霜
隊
の
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。明
治
時

代
初
頭
の
忠
義
に
生
き
た
郡
上
藩
士
の
歴
史
に
、六
十
名
を

超
え
る
み
な
さ
ん
が
聴
き
入
り
ま
し
た
。

ご
参
加
い
た
だ
い
た
方
の
中
に
は
青
山
家
の
ご
当
主
と
そ

の
ご
尊
父
、凌
霜
隊
の
ご
子
孫
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、凌

霜
隊
の
知
ら
れ
ざ
る
逸
話
や
凌
霜
精
神
が
そ
の
後
も
形
を
変

え
な
が
ら
も
大
切
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
、一
時
間
半
に
及

ぶ
講
演
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
ま
し
た
。

大
変
興
味
深
い
内
容
に
、こ
う
し
た
梅
窓
院
に
縁
の
あ
る
方

に
お
話
し
い
た
だ
く
の
も
有
意
義
な
こ
と
だ
と
気
付
か
さ
れ

ま
し
た
。皆
さ
ま
が
お
話
を
聴
き
た
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
ら
青
山
文
化
村
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

で
は
、今
年
も
良
い
一
年
に
な
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
し
、新

年
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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は
つ

も
ち
し
ょ
う
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つ

お
な
ご

も
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ょ
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法
話

新
宿
区
　
香
蓮
寺
住
職
　

勝
崎
裕
彦

小
正
月
の
民
俗
誌

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
20
）

歳
時
記
の
時
候
区
分
を
見
る
と
、
〈
新

年
〉
の
部
は
、
新
年
・
正
月
・
元
日

の
一
月
一
日
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
初
三
十
日
の
一

月
末
日
ま
で
の
期
間
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
旧
暦
思
想
で
は
、
一
月
三
十
一
日

は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
春
前

の
節
分
行
事
は
〈
冬
〉
の
部
の
季
語
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
今
回
は
、
新
春
正
月
気
分
を
め
ぐ
っ
て
、

日
本
人
が
ど
の
よ
う
に
心
構
え
て
、
身
心
で

し
っ
か
り
と
受
け
と
め
て
き
た
の
か
と
い
う

一
面
を
、
小
正
月
の
話
を
中
心
に
綴
っ
て
み

た
い
。

　
小
正
月
は
、
一
月
一
日
の
朔
旦
正
月
を
大

正
月
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
一
月
十
四

日
・
十
五
日
（
あ
る
い
は
十
六
日
）
を
指
し

て
称
す
る
。
陰
暦
の
日
読
み
で
は
、
十
五
日

は
満
月
に
当
た
り
、
月
の
満
ち
欠
け
に
よ
っ

て
暮
ら
し
て
い
た
時
代
に
は
正
月
十
五
日

を
、
一
つ
の
大
切
な
節
目
・
区
切
り
目
と
受

け
と
め
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
大
正
月
は
元

日
か
ら
七
日
ま
で
の
松
七
日
と
す
る
こ
と
も

あ
る
。

羽
子
板
に
よ
ほ
ど
疵
あ
り
小
正
月

　
井
原
西
鶴
と
深
い
交
友
を
結
ん
で
、
元
禄

期
の
大
坂
談
林
俳
諧
で
活
躍
し
て
い
た
和
気

遠
舟
の
句
で
あ
る
。
た
し
か
に
十
五
日
に
も

な
れ
ば
、
羽
根
つ
き
遊
び
に
夢
中
に
な
っ
て

興
じ
た
子
供
た
ち
の
羽
子
板
も
、
そ
し
て
羽

根
も
、
大
分
痛
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た

ろ
う
。
古
き
時
代
の
遠
い
正
月
遊
び
の
光
景

を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
、
三
十

年
代
に
子
供
時
代
を
送
っ
た
私
な
ど
に
も
、

実
際
に
経
験
の
あ
る
情
景
で
あ
る
。

　
さ
て
、
小
正
月
の
季
語
欄
を
見
る
と
、
十

五
日
正
月
・
望
正
月
・
望
年
・
若
正
月
・
若

年
・
小
年
・
二
番
正
月
・
女
正
月
・
花
正
月

な
ど
と
類
語
を
挙
げ
て
い
る
。
十
五
日
月
・

満
月
・
望
月
に
因
む
望
正
月
・
望
年
で
あ

る
。
若
正
月
・
若
年
の
若
は
、
小
さ
い
こ
と
・

幼
い
こ
と
の
意
味
で
、
小
正
月
・
小
年
と
同

趣
旨
で
あ
る
。
大
正
月
の
一
番
正
月
に
対
し

て
の
二
番
正
月
、
こ
れ
も
頷
か
れ
よ
う
。

　
女
正
月
あ
る
い
は
女
子
の
正
月
と
は
、
元

日
を
中
心
と
す
る
大
正
月
を
男
正
月
と
呼
ぶ

こ
と
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
地
方

に
よ
っ
て
は
、
一
月
十
五
日
の
頃
に
な
る

と
、
な
に
か
と
忙
し
か
っ
た
正
月
年
始
の
家

事
か
ら
女
性
た
ち
が
よ
う
や
く
解
放
さ
れ

て
、
せ
わ
し
な
さ
を
離
れ
て
ゆ
っ
く
り
と
す

る
女
性
た
ち
の
た
め
の
感
謝
の
女
正
月
と
受

け
と
め
る
解
釈
を
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
花
正
月
と
は
、
小
正
月
か
ら
一
月

の
月
末
ま
で
を
花
の
内
と
呼
び
習
わ
し
て
い

た
東
北
地
方
な
ど
で
の
呼
称
で
あ
る
と
い

う
。
松
飾
り
を
眼
目
と
し
た
大
正
月
に
対
し

て
、
削
り
花
や
粟
や
稗
な
ど
の
雑
穀
の
穂
の

作
り
物
を
飾
っ
た
な
ら
わ
し
か
ら
由
来
し
た

言
い
方
で
あ
る
と
い
う
。
美
し
い
言
い
方
で

あ
り
、
た
と
え
ば
雪
の
内
に
正
月
を
迎
え
る

人
々
の
春
の
花
を
待
ち
わ
び
る
い
と
し
い
思

い
も
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
小
正
月
の
呼
び
名
に
関
し
て
は
、
こ
の
ほ

か
に
も
、
和
歌
山
県
の
中
正
月
、
徳
島
県
の

上
り
正
月
、
対
馬
地
方
の
戻
り
正
月
、
あ
る

い
は
別
に
送
り
正
月
と
か
帰
り
正
月
と
い
う

言
い
習
わ
し
も
あ
る
。
岩
手
県
で
は
つ
か
だ

の
年
取
り
、
長
野
県
で
は
金
物
の
年
取
り
、

ま
た
愛
知
県
で
は
お
百
姓
の
正
月
な
ど
と
い

う
言
い
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
小
正
月
を
祝
っ
て

き
た
。
大
正
月
の
正
式
な
正
月
と
い
う
認
識

に
対
し
て
、
小
正
月
は
地
域
地
方
の
お
国
ぶ

り
の
特
色
を
生
か
し
て
、
か
つ
て
は
ゆ
か
し

い
習
俗
の
伝
統
の
中
で
祝
い
寿
が
れ
て
き
た

わ
け
で
あ
る
。

誰
も
来
よ
今
日
小
正
月
よ
く
晴
れ
し

　
星
野
立
子
の
句
、
と
て
も
よ
い
句
で
あ
る

と
思
う
。
こ
の
一
年
が
明
る
く
晴
れ
渡
り
、
千

客
万
来
、
人
と
人
と
の
な
ご
や
か
な
つ
な
が

り
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
よ
う
に
…
…
。

　
正
月
を
迎
え
て
過
ご
す
日
本
人
の
ゆ
か
し

い
暮
ら
し
方
の
一
面
が
、
こ
こ
ま
で
の
解
説

の
中
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
う
。
仏
教

の
新
年
正
月
に
は
仏
正
月
と
い
う
言
葉
が
あ

り
、
季
語
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
別

の
機
会
に
解
説
す
る
こ
と
に
し
て
、
今
回
は

小
正
月
な
ど
の
伝
統
習
俗
の
心
の
継
承
の
中

に
、
改
め
て
日
本
人
の
心
根
を
読
み
と
り
、

仏
心
の
お
お
ら
か
な
祈
り
と
願
い
を
込
め
て

一
文
を
む
す
び
た
い
。

（
遠
舟
）

（
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25日（日）

秋彼岸会法要の様子

秋彼岸会法要・
彼岸寄席
9月22日（土）

十夜法要・芋煮会
11月17日（土）

（
立
子
）

第57回
念仏と法話の会
10月10日（土）

文化講演会
10月20日（土）

「郡上藩 凌霜隊 －今も伝わる凌霜の
こころ－」高橋教雄氏



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

2013年1月1日（火）

修
正
会
に
よ
せ
て

秋
、錦
の
よ
そ
お
い
を
見
せ
て
く
れ
た
遠
く
の
山
々
も
今
で
は

す
っ
か
り
真
白
に
新
雪
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。皆
様
、初
雪
は

も
う
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
か
？

平
成
二
十
五
年
元
旦
。梅
窓
院
で
は
修
正
会
と
い
う
法
要
が
行

わ
れ
ま
す
。こ
の
修
正
会
は
新
た
な
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、悔

過
を
中
心
に
お
堂
を
清
め
る
と
い
う
儀
式
で
す
。悔
過
と
い
う
の

は
仏
語
で
、自
ら
の
罪（
仏
語
で
、自
ら
が
悔
改
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
行
い
）を
深
く
反
省
す
る
事
を
い
い
ま
す
。

私
た
ち
は
日
々
人
間
の
性
に
ふ
り
回
さ
れ
、迷
い
迷
い
、生
き
て

い
ま
す
。法
然
上
人
も
、作
る
ま
い
と
思
っ
て
も
作
っ
て
し
ま
う
罪

に
つい
て

雪
の
う
ち
に　

仏
の
御
名
を　

称
う
れ
ば　

積
も
れ
る
罪
ぞ　

や
が
て
消
え
ぬ
る

と
い
う
お
歌
を
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
お
歌
で
は
私
た
ち
の
日
々
積
み
重
な
る
罪
を
降
り
積
も
る

雪
と
表
現
し
て
い
ま
す
。降
り
積
も
っ
た
雪
が
消
え
る
に
は
時
間

が
か
か
り
ま
す
。と
け
な
い
雪
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し

阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
、私
た
ち
の
降
り
積
も
っ
た
罪
を
た
ち
ま
ち

消
し
去
る
働
き
が
あ
る
の
で
す
。阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
太
陽
や
月

の
光
を
超
越
し
た
仏
の
光
で
あ
り
、何
も
の
に
も
遮
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。だ
か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
よ
っ
て
の
み
、

厚
く
煩
悩
に
覆
わ
れ
た
私
た
ち
は
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
で
す
。お

念
仏
を
称
え
て
阿
弥
陀
様
の
光
明
に
触
れ
、我
が
罪
を
消
し
去
っ

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

一月
に
行
わ
れ
る
修
正
会
で
は
、是
非
お
孫
さ
ん
を
含
め
ご
家
族

揃
っ
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。そ
し
て
声
高
ら
か
に
お
念
仏
を
お
称

え
し
共
々
に
阿
弥
陀
様
の
光
明
に
触
れ
ま
し
ょ
う
。

平
成
二
十
五
年
も
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

※お雑煮の振る舞いは元旦のみになります。
修正会に参列いただいた方から優先的に
お雑煮の振舞いをさせていただきます。
なお、数に限りがございますので予めご了
承ください。

正
修

会
し
ゅ
し
ょ
う
え

し
ゅ
し
ょ
う
え

け

か

（
法
務
部
）

（絵馬について）
新年のお参りに来ていただいた方にお配りしている絵
馬ですが、昨年より元旦のみ一家に一体のお渡しとさ
せていただくことになりました。
二体以上ご希望の方は事前に文書（FAXかハガキ）で
お申し付けください。二体めから一体千円でお譲りいた
します。

（暦について）
年末に各檀家さまに1部お送りさせていただいており
ます。2部以上ご希望の方はこちらも文書（FAXかハガ
キ）にてお申込みください。
2部目から1部千円でお譲りいたします。

法
然
上
人
御
唱

（
雪
の
降
る
如
く
罪
を
重
ね
て
い
る
間
で
も
、阿
弥
陀
仏
の
名

を
称
え
る
な
ら
ば
、す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
こ
と
よ
）
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甲
子
園
で
の
全
国
高
校
野
球
選
手
権
大
会
の

開
会
式
で
、
球
児
代
表
が
高
ら
か
に
選
手
宣
誓

を
し
ま
す
。
右
手
を
挙
げ
て
呼
吸
を
整
え
て

「
宣
誓
、
私
た
ち
選
手
一
同
は…

…

」

東
日
本
大
震
災
後
の
甲
子
園
で
の
宣
誓
は
多

く
の
人
に
感
動
を
与
え
ま
し
た
が
、こ
う
し
た
、

大
会
や
行
事
の
最
初
に
そ
の
心
意
気
や
趣
旨
を

言
葉
に
す
る
こ
と
は
単
な
る
儀
式
以
上
の
意
味

を
持
っ
て
い
ま
す
。
言
葉
に
魂
が
込
も
る
こ
と

を
言
霊
と
い
い
ま
す
が
、
想
い
を
言
葉
に
し
て

口
に
す
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

そ
し
て
仏
教
に
は
法
要
の
趣
旨
や
そ
の
想
い

を
仏
前
で
述
べ
る
表
白
と
い
う
趣
意
書
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
天
台
宗
開
祖
最
澄
、
真

言
宗
開
祖
空
海
と
い
っ
た
日
本
仏
教
の
基
礎
を

作
っ
た
祖
師
方
の
表
白
は
格
調
高
い
上
に
、
名

文
と
し
て
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

梅
窓
院
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
法
要
で
表
白
が
読

み
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
要
の
最
初
の
頃
に

導
師
が
白
い
紙
を
広
げ
て
読
み
上
げ
て
い
る
の

が
表
白
で
す
。
そ
う
い
え
ば…

…

、
と
思
い
出

さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。

法
要
で
は
、
ま
ず
お
香
を
焚
い
て
我
が
身
を

清
め
る
、
仏
法
僧
の
三
宝
に
帰
依
（
信
仰
し
て

頼
る
）
す
る
、
仏
様
に
お
出
ま
し
い
た
だ
く
、

自
ら
の
罪
を
懺
悔
す
る
と
い
う
偈
文
を
唱
え
て

か
ら
、
こ
の
表
白
を
読
み
上
げ
ま
す
。

表
白
は
言
葉
や
言
い
回
し
な
ど
が
少
し
難
し

い
所
も
あ
り
ま
す
が
、
梅
窓
院
で
の
各
種
法
要

で
の
表
白
を
一
覧
表
に
し
て
、
そ
の
内
容
を
簡

潔
に
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

本
特
集
を
一
度
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
法
要

に
参
列
し
て
住
職
の
読
み
上
げ
る
表
白
に
耳
を

澄
ま
し
た
く
な
る
で
し
ょ
う
。

Ｑ
　
決
ま
り
文
句
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ
　
表
白
の
多
く
は
、「
謹
ん
で
」
と
か
「
慎
み
敬
っ

て
」
と
い
う
言
い
方
で
始
ま
り
ま
す
。
ま
た
こ
の
言

い
方
を
し
な
い
時
は
最
後
に
「
敬
っ
て
白
す
」
と
言

い
ま
す
。
こ
れ
は
仏
さ
ま
な
ど
聴
い
て
い
た
だ
く
方

へ
の
敬
意
を
表
す
表
現
で
、
決
ま
り
文
句
で
す
。
ち

な
み
に
中
島
住
職
は
自
分
の
僧
侶
名
に
続
け
、「
静

誉
真
成
敬
っ
て
白
す
」
と
締
め
く
く
り
ま
す
。

Ｑ
　
表
白
は
誰
に
読
む
の
で
す
か
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梅
窓
院
で
は
一
月
の
修
正
会
か
ら
始
ま
っ
て
十
一
月
の
十
夜
ま
で
十
種
類
の

法
要
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
法
要
で
、
導
師
（
中
島
住
職
）
が
法
要

の
最
初
の
頃
に
ご
本
尊
に
向
か
っ
て
読
み
上
げ
る
文
章
を
表
白
と
い
い
ま
す
。 

今
回
の
特
集
は
こ
の
表
白
を
梅
窓
院
の
法
要
に
即
し
て
特
集
し
て
み
ま
し
た
。

ひ
ょ
う
び
ゃ
く

「慎み敬って……」導師が仏前で読み上げる表白は大切な法要の趣意書

表
白 

Ｑ 

＆ 

Ａ

ひ
ょ
う

び
ゃ
く

表白を読み上げる中島住職。

き

さ
ん

げ
も
ん

げ

ひ
ょ
う
び
ゃ
く

も
う

じ
ょ
う

よ
し
ん
じ
ょ
う

つ
つ
し

う
や
ま

つ
つ
し

え
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Ａ
　
聴
い
て
も
ら
い
た
い
方
の
名
前
が
最
初
に
出

て
き
ま
す
が
、
仏
さ
ま
や
僧
侶
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

に
加
え
て
、
そ
の
法
要
に
参
列
さ
れ
て
い
る
皆
さ

ん
、
そ
し
て
僧
侶
も
聴
い
て
も
ら
う
対
象
で
す
。

Ｑ
　
聴
い
て
い
る
と
難
し
い
言
葉
が
多
い
の
で
す
が
。

Ａ
　
法
要
の
目
的
や
趣
旨
を
伝
え
る
表
白
は
、
昔

か
ら
格
調
の
高
い
言
葉
で
つ
づ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

う
え
に
、
い
ま
で
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
文
語
調
、
し

か
も
同
じ
意
味
で
も
難
し
い
言
葉
を
選
び
ま
す
の

で
、
慣
れ
な
い
と
分
か
り
に
く
い
で
す
ね
。
何
と
な

く
感
じ
と
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
　
内
容
に
共
通
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

Ａ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
法
要
で
趣
旨
が
違
い
ま
す
が
、

共
通
し
て
い
る
の
は
仏
教
、
念
仏
の
教
え
に
出
会
え

た
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
、
こ
れ
か
ら
も
日
々

精
進
し
ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
た
り
前
の
こ
と

で
す
が
、
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
が
な
か
な
か
で
き

な
い
の
が
私
た
ち
で
す
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
言
葉
に
す

る
の
で
す
ね
。

Ｑ
　
表
白
は
ど
う
や
っ
て
聴
く
の
で
す
か
。

Ａ
　
「
○
○
表
白
」
と
い
っ
て
カ
チ
っ
と
音
が
し

て
、
導
師
が
表
白
を
読
み
始
め
ま
す
の
で
、
合
掌
し

て
耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
い
。
今
回
の
特
集
を
お
読
み

い
た
だ
け
れ
ば
、
今
ま
で
難
し
く
感
じ
て
い
た
表
白

が
少
し
わ
か
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
法

要
に
ご
参
列
く
だ
さ
い
。

1月
修正会

2月
念仏と法話の会
（別時念仏会）

3月
春彼岸会

4月
灌仏会

（花まつり）

5月
施餓鬼会

6月
開山忌

7月
孟蘭盆会

8月
 法要なし

9月
秋彼岸会

10月
念仏と法話の会
（別時念仏会）

11月
十夜

12月
 法要なし

とお釈迦さまの弟子の逸話を踏まえた法要とお伝えします。

【施餓鬼会表白の要約】
お釈迦さまの弟子である阿
難尊者を救うために、餓鬼道
に落ちている餓鬼たちに施
す為の法要を同じように行な
います。できれば阿難尊者のように福徳延寿できればと
願います。また、餓鬼への施しとともに私たちのご先祖
の冥福を願います。

とご先祖へのお礼と供養することを述べます。

【孟蘭盆会表白の要約】
お釈迦さまが、弟子の目連尊
者に授けた母親を救うため
の作法にならって、仏と法と
僧の三宝にお香や灯明、そし
てお供え物をいたします。人が父と母あってこの世に生
まれ育つことを忘れずに父や母、そして過去七代にわ
たるご先祖を供養します。

と阿弥陀さまをはじめ多くの仏様にお願いいたします。

■梅窓院の法要と表白の要約　一覧表

【修正会表白の要約】
阿弥陀さま、阿弥陀さまの本
願に出会えたことは嬉しい限
りです。歳が改まるごとにそ
の気持ちも強くなります。そし
て、今年も一年、国が豊かで平和な日々が続きますよう
にお導き下さい。

と阿弥陀さまの本願の行、念仏を唱える心持ちを述べます。

【十夜表白の要約】
阿弥陀さまの本願を中国の
善導大師がわかりやすく説明
され、それを法然上人が私た
ち衆生にお伝えいただきまし
たが、念仏を唱えて往生できるという教えに会えたのは、
広い海に浮かぶ木の枝に目が見えない亀がぶつかる
（盲亀浮木に会う）ぐらい稀なことで、ありがたいこと極ま
りありません。そうした気持ちを忘れずに念仏を唱えるた
めの法要を執り行います。

【開山忌表白の要約】
梅窓院を開かれた南龍上
人、縁あってこの地にお寺を
開かれ、往生の素懐を遂げら
れましたが、その恩徳のおか
げで、今日に至るまでその法灯が受け継がれています。
そしてこれからも有縁の僧俗がともに精進して参ります。

と開山上人の御徳を讃え、これからの精進を誓います。

【秋彼岸会表白の要約】
（春彼岸から続く）
秋彼岸での昼夜が同じ長さ
になる中日を挟む七日におよ
ぶ修行は敏達天皇から始ま
り、桓武天皇が阿弥陀経に説いてある念仏を称える教
えから七日間になりました。それゆえ普段おろそかにな
りがちな慢心を改めるためにこうして法要を行います。

と彼岸法要に成り立ちを含め、修行に励む意思を伝えます。

表白あり（2月と同じです）

表白なし

と特別な時間と場所で念仏を唱えることをお伝えします。

【念仏と法話の会表白の要約】
人の命ははかなく、思わぬこ
とでいつ亡くなってしまうかわ
かりません。そうした私たちの
ために阿弥陀さまが四十八
の願いをたてて救ってくださるとおっしゃいました。その
お約束をかなえてくれる念仏を、これから特別な時間を
作ってお唱えいたします。

と七日間の修行について述べます。（九月の秋彼岸参照）

【春彼岸会表白の要約】
お釈迦さま、お釈迦さまが教
えくださった中道という、極端
を避けて普通の道を行く、左
右に片寄らずに行く、という教
えがあります。今日は昼と夜の長さが同じで、まさに中道
の教えにふさわしい日ですので、修行をおこないます。

（秋彼岸へ続く）
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　多くの檀信徒さんに支えられている梅窓院は法事や法務も
少なくないので、縁のあるお坊さんたちに手伝っていただいて
います。今も１０人近くのお坊さんがいて、自宅や学寮から通っ
ていますが、昔は梅窓院の住職やその家族と一緒にお寺内で
生活していました。今回ご登場いただく 住職もそうした頃
のお一人です。御殿場の富士山の麓にある 住職のお寺
に伺いました。

◆本日はお忙しい中、押しかけまして失礼いたします。
住職（以下 ）　いいえ、遠くまでお越しいただき

恐縮です。ちょっと曇り始めましたが、富士山も楽しんでいってく
ださい。
◆ありがとうございます。
さっそくですが、住職はいつ頃梅窓院にいらしたのですか。

　昭和４４年から４８年までの大正大学時代の４年間です。
あっ、途中に先代住職の奥様と大げんかして半年ほどアパート
暮らしをしましたけれどね、もう時効ですね（笑）。
◆お坊さんになろうとする人がお寺に住んで、勉強したり修
行したりする生活を「随身」（ずいしん）と言うそうですが、そ
の仕組みを教えていただけますか。

　地方のお寺の跡取り息子が、東京の大きなお寺に住み
込んで、お寺の手伝いをしながら僧侶の資格をとるために大正
大学に通い、修行、勉強することなのですが、学費と生活費、そ
れにお小遣いまでお寺が出してくれることですね。あっ、他のお
寺は知りませんが、梅窓院ではお小遣いもくれたのです。
◆結構お寺が面倒をみるのですね。

　そうです。随身する本人はもとより、お世話になるお寺に
とっても大変ありがたい仕組みです。
◆大寺が小寺の面倒をみるという、相互扶助ですね。随身の
学生がする修行や仕事はどんなことですか。
　朝５時半からの山門開け、起床の版木を鳴らし、勤行で

す。お経が終わると食事の準備、そして掃除ですね。一人で全
部ではなく当番制でした。加えてその他雑用です。
昼はもちろん学校で勉強します。そして、晩御飯を住職以下み
んな一緒に食べるのが梅窓院流で、遅くまでの授業の日は急
いで帰りました。そして、土日は行事や法要の準備やお手伝い
ですね。
◆なかなか忙しそうですね。

　その頃は都内にこうした随身を置く寺がいくつもあって、
学校で随身仲間が、うちはご飯が美味しい、人使いが荒い、土
日が忙し過ぎる、なんてみんなで比較しあっていましたね（笑）。
◆随身時代、梅窓院にはそうしたお坊さんが何人もいらした
のですか。

　木造の観音堂ホールの２階の３部屋に２人ずつでした
から、６人ですね。
◆結構いたのですね。

　４年生が出ていくと１年生が入る、上下関係はしっかり
あって、何でも先輩から教わりました。私の頃は佐賀、京都、愛
知、岩手など全国から集まっていました。
◆ さんのような随身を始め、今の通いのお坊さんたちの
会を梅真会と名付け、今でも集まっていると聞いていますが
……。

　昨年の梅窓院の施餓鬼会でも当時の仲間とあって、懐

富士観音を祀る観音堂には檀家の家紋が並んでいる。

かしかったですね。やはり同じ釜の飯を食うと仲良くなりますね。
◆ところで、住職が梅窓院に随身したきっかけを教えてくだ
さい。

　ここからすぐ近くの善龍寺の 住職の紹介です。
先生も梅窓院に随身されていましたので。

◆人から人へ、縁を結んでこられているのですね。ところで、
住職がお坊さんになるきっかけは何ですか。

　私は７人兄弟の末っ子でしてね。上二人が姉で、その
下から４人兄がいました。二男は幼い頃、四男も二十歳前に亡
くなっています。そして、跡継ぎ候補だった２人の兄がともに会
社員になり……。
　高校生だった頃、学校帰りに近所のおばさんの荷物を持っ
てあげたことがあって、その時、「ボクがいなくなると寂しくなる
ね」と言われて……。この言葉がずっと残っていましてね。その
一言が後を継ごうと決めた一番の理由ですね。
◆最後に随身時代のエピソードを教えてください。

　御殿場の田舎から出てきましたから、夜中の１２時過ぎ
でも若い女の子が歩いているのが衝撃的でしたね。若かった
から夜中にお腹がへってね。こっそり抜け出すのですよ。ある時、
締め出された先輩が屋根から入ろうとして泥棒と間違われて、
パトカーが出動しました（笑）。
　今も棚経で回った檀家さんと年賀状のやりとりがあったり、懐
かしい思い出ですね。
◆今日はお忙しい中、お時間をいただき、ありがとうございま
した。今後とも梅窓院をよろしくお願いいたします。

さ
ん

梅
真
会
会
員
林
昌
寺
第
二
十
七
世
住
職

昭和２５年７月９日静岡県御殿場生まれ。
４８年大正大学仏教学部浄土学科卒業。御殿場市
役所に勤務し、５４年より林昌寺住職に。林昌寺は
明応３（１４９２）年林昌和尚によって中興された浄土
宗寺院。御厨観音巡礼第８番札所。昭和２６年から
続く節分の豆まきは有名で多くの参拝者が訪れる。

懐かしい随身時代を
語る 住職。
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に
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高
浜
虚
子
は
、俳
句
を「
四
季
の
移
ろ
い
と
そ
れ
に
と
も
な
う
人
事
を
う
た
う
詩
」

と
い
い
ま
し
た
。わ
た
し
も
そ
の
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。わ
た
し
が
主
宰
し
て
い
る
結
社

の
人
た
ち
に
は
、自
然
と
向
き
合
う
思
い
を
俳
句
に
淡
々
と
詠
む
こ
と
を
す
す
め
て
い

ま
す
。俳
句
だ
け
で
は
な
く
、人
が
こ
の
世
に
い
る
限
り
、自
然
の
一
部
で
あ
る
自
分
が
、

自
分
を
取
り
ま
く
自
然
と
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。そ
れ
は
仏
の
心
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

特有の香りが日本人に好まれ、す
き焼きや冬のなべ物には欠かせな
い春菊。旬は11月から3月。冬にお
いしくなる野菜です。名前の由来は、
形が菊の葉に似ていて、春に黄色い
花を咲かせるのでこの名がつきまし
た。関西ではキクナとも呼ばれます。
原産地は地中海沿岸。ヨーロッパ

では観賞用として栽培され、食用に
しているのは日本や中国など東アジ
ア地域だけです。
古くから胃腸炎や腫れ物に効果が
あるといわれていましたが、近年、ガ
ン予防に効果をもたらすと注目され
ている食物の一つです。特有の香り
成分は、自律神経に作用して胃腸の
働きを活発にし、痰を切る働きがあ
るといわれます。濃い緑色・クロロ
フィルは血中コレステロールを下げ
る働きがあり、豊富に含まれるカロ
テンは、風邪を予防し、ビタミンＣと
の相乗効果で肌を健やかにします。
胡麻和え、白和えなど脂質の高い種
実類や豆腐や魚肉などと一緒にとる
と、カロテンの吸収が高まります。す
き焼きや寄せ鍋などに入れる場合
は、最後に加えてすぐに引き上げる
ようにすると香りとシャキシャキ感を
損なうことなくいただけます。

☆春菊とささみの胡麻和え海苔風味
春菊はさっと塩ゆでして冷まし、よ

く絞って水気を切り、3cmの長さに
切る。鶏ささみは蒸して適宜裂く。
{和え衣をつくる}：ボウルにすりごま
（黒）大さじ３、砂糖 大さじ1/2、醤
油 小さじ２、塩少々、ごま油小さじ１
を合わせ、春菊とささみを入れて和
える。器に盛って、食べる直前に焼き
海苔をほぐしてのせる。

食
養
研
究
家

武
鈴
子

特
有
の
香
り
が

食
欲
を
増
す「
春
菊
」

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

　次回は「冬の季語」でご自由にお詠みください。1月12日（土）を
締切、平成25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、ご応募ください。尚、選者が添削したも
のを掲載する場合がございますのでご了承くださいませ。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

ウエップ編集室
電話03-5368-1870

　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
の番号までご連絡ください。

青 山 散 歩 道

投句募集 ｢やぶれ傘｣会員募集

店
名
に
も
な
っ
て
い
る
R
a
g
o
u
t

（
ラ
グ
ー
）と
は
煮
込
み
料
理
と
い
う
意
味

で
、シ
チ
ュ
ー
が
メ
イ
ン
の
洋
食
の
お
店
。

５
種
類
の
シ
チ
ュ
ー
の
中
の
お
す
す
め
は

ビ
ー
フ
シ
チ
ュ
ー
。小
麦
粉
等
の
つ
な
ぎ
を

使
わ
な
い
ソ
ー
ス
は
、２
日
半
煮
込
ん
だ
野

菜
を
手
で
こ
し
た
絶
品
。柔
ら
か
い
お
肉
に

野
菜
の
味
が
き
ち
ん
と
し
み
こ
ん
で
い
ま
す
。

写
真
の
ゆ
っ
く
り
ラ
ン
チ
セ
ッ
ト
は
こ
の

ビ
ー
フ
シ
チ
ュ
ー
と
ク
リ
ー
ム
シ
チ
ュ
ー
が
楽

し
め
ま
す
。デ
ィ
ナ
ー
で
人
気
の
ロ
ー
ル
キ
ャ

ベ
ツ
も
ト
マ
ト
ク
リ
ー
ム
系
で
飽
き
が
こ
な

い
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
お
味
で
す
。看
板
の
煮

込
み
料
理
以
外
に
も
パ
ス
タ
や
ス
テ
ー
キ
等

の
洋
食
も
楽
し
め
ま
す
。

オ
ー
ナ
ー
の
友
人
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
と
い

う
店
内
は
明
る
く
温
か
い
雰
囲
気
。全
て

テ
ー
ブ
ル
席
で
十
八
名
様
ま
で
ご
利
用
い
た

だ
け
る
個
室
も
あ
り
ま
す
し
、梅
窓
院
か

ら
徒
歩
２
分
で
す
の
で
お
墓
参
り
の
後
な

ど
に
行
って
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

第
四
十
九
回

大
崎
紀
夫

Ragout  A
O
YA
M
A

▲２種類のシチューが
楽しめる「ゆっくりランチ
セット」（写真）は2100
円。ビーフシチューラン
チは1400円。

▲お店のロゴが入った
大きなガラス窓が目印
になる。

店内の様子。▶

営業時間／ランチ11：30～15：30（L.O15：00）
ディナー17：00～23：00（L.O22：00）

定休日／日曜日　予約／ランチタイム不可。団体予約は
平日17：00以降可。土曜15：00以降は応相談。
席数／63席
住所／東京都港区南青山2-27-18 Passage Aoyama 1F 
TEL／03-6406-8880　FAX／03-6406-9090

至赤坂

至渋
谷

BMW
ベルコモンズ

参
道

梅窓院

ス
タ
ジ
ア
ム
通
り

外
苑
西
通
り 銀座線

外苑前駅
1a出口

ラグー 青山
パサージュ青山内
ＡＯＹＡＭＡ M’s ＴＯＷＥＲ 1階
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講  題／お経を読む
講  師／阿川 正貫 先生（浄土寺住職、大正大学講師）

•第3回…2月19日（火） 仏身観文 （『観無量寿経』より） 

講  題／永観の『往生講式』を読む
講  師／新井 俊定 先生（天然寺住職）

•第3回…1月29日（火） 『往生講式』第六 因円果満門

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2回…1月10日（木） 法華経の構成
•第3回…2月14日（木） 序品第一の教え

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2回…1月21日（月） 『選択集』第5章 ―念仏利益について―
•第3回…3月11日（月） 『選択集』第6章 ―念仏留教について―

講  題／ブータンから学ぶ幸福のカタチ
講  師／本林 靖久 先生（真宗大谷派僧侶、大谷大学、佛教大学講師）

•第2回…2月1日（金） 王政と民主化
•第3回…3月1日（金） 仏教と人生観

年度　　  仏教講座のご案内度年度年度度度度度　　度 仏仏  仏仏仏仏教仏教仏 座講座教講座講座座座の座の座 案ご案ご案案案案内案内案
全講座▶午後6時～8時　 受講料▶無料 場所▶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。

行事予定

第58回 念仏と法話の会
2月22日（金）
時間　12時半～（受付12時より開始）
法話　「小学校教育と仏教心」
講師　群馬教区　長壽院　
　　　蟹和 秀顕 上人
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※予定は変更になる場合もございます。ご了承下さい。

◆修正会 1月1日（火）

◆第58回 念仏と法話の会 2月22日（金）

◆春彼岸会法要・寄席・物産展 3月20日（水）

◆はなまつり 4月5日（金）～8日（月）

※予定は変更になる場合もございます。ご了承下さい。

火）

金）

水）

◆開山忌法要 6月8日（土）

◆第59回 念仏と法話の会 6月12日（水）

◆盂蘭盆会法要 7月13日（土）

◆秋彼岸会法要・寄席 9月23日（月）

◆文化講演会 10月中旬予定

◆十夜法要・芋煮会 11月16日（土）

◆M・ファン・デン・フック・ピアノリサイタル 11月開催予定

平成24年年平成平成平成成成成2成24成2行事予定

◆大施餓鬼会法要 5月18日（土）

◆春彼岸会法要 寄席 物産展 3月20日（水

◆はなまつり 4月5日（金）～8日（月

水）

月）

◆

◆

◆◆

◆

◆◆大施餓鬼会法要 5月18日（土土）

◆団体参拝旅行 群馬 淨運寺 5月8日（水）～9日（木）
※詳細は春彼岸号にてお知らせ致します。

発　　行／梅窓院
発 行 日／平成25年1月1日
発 行 人／中島 真成
編　　集／青山文化村
住　　所／〒107-0062

東京都港区南青山2-26-38
電　　話／03-3404-8447
Ｆ  Ａ  Ｘ／03-3404-8436
ホームページ／http://www.baisouin.or.jp/
E -Ma i l／jodo@baisouin.or.jp
題　　字／中村康隆元浄土門主

総本山知恩院第八十六世門跡

護寺費・年会費・管理費の
振込について

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く
こととなりました。ご事情により当院の
請書が必要な方は、郵便振替の方は
通信欄にご記入いただき、 コンビニ振
込の方は、お手数ですがお電話かお手
紙にてお申し付けください。 
尚、請書の郵送に4週間程かかる時が
ありますので、ご了承ください。  
（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）

ご法要後の後席について
1月1日よりこれまでの｢配膳料｣を廃し、
ご使用のお部屋数に応じた「お部屋
代」とさせていただくことになりました。
お支払いはこれまで通り料理屋へお願
い致します。
詳しくは受付までお問い合わせください。

梅窓院よりお知らせ

日々忙しいと、なかなか静かに自分の心を整理することができませ
んが、お念仏を無心になって唱えることで心が洗われます。ご法話
もいいお話を聞かせていただいています。

平平成25年平成25年 年年年 間間 行行行 事事事 予予予 定定

伺いました伺いました伺伺いまいま たした
お檀家さんに
新 企 画

※「我が家の孫」コーナーに変わる新コーナーです。行事やお墓参りな
どでお寺にお越しいただいた方にご感想やご意見を伺って作るコー
ナーです。

「心が洗われる思いです」

知らないことを身近に感じました。今後もお寺に関わる話をしてく
れる人の講演を楽しみにしています。

「お寺の話を聞きたい」
アンケート（匿名）より

平成２４年１０月10日
念仏と法話の会にて

平成２４年１０月20日
文化講演会にて

様




