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今年も第5回秋彼岸写真展コンクールの開催が
決定致しました。詳細はまた後日発表致します。

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
。早
い
も
の
で

平
成
も
四
半
世
紀
が
過
ぎ
、二
十
六
年
目
と
な
り
ま
し
た
。

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
十
一
月
十
七
日
に
先
代
住
職
、中
島
真
哉
上
人
の
二
十

三
回
忌
の
法
要
を
無
事
に
勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

先
代
は
住
職
と
し
て
は
十
七
年
で
す
が
、先
々
代
真
孝
住
職

の
も
と
、副
住
職
と
い
う
立
場
で
梅
窓
院
を
支
え
て
こ
ら
れ
ま

し
た
。そ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
ご
供
養
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。

ま
た
、昨
年
は
皆
様
か
ら
の
要
望
が
多
か
っ
た
ペ
ッ
ト
の
供
養

塔
を
建
立
致
し
ま
し
た
。名
称
は
無
礙
光
塔
で
す
。す
で
に
受
付

を
開
始
し
て
お
り
ま
す
の
で
、ご
希
望
の
方
は
ご
連
絡
下
さ
い
。

新
年
号
は
恒
例
の
秋
彼
岸
写
真
コ
ン
ク
ー
ル
の
グ
ラ
ン
プ

リ
受
賞
作
品
を
表
紙
写
真
に
し
て
い
ま
す
。今
回
は
当
院
の
夜

の
参
道
の
写
真
と
な
り
ま
し
た
。お
寺
に
は
昼
間
の
明
る
い
時

に
お
見
え
に
な
る
方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、夜
の
参
道
は

こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
で
す
。

さ
て
、こ
の
写
真
コ
ン
ク
ー
ル
、テ
ー
マ
を「
青
山
」に
し
て
い

ま
し
た
が
、本
年
か
ら
は
テ
ー
マ
は
自
由
に
し
、応
募
者
を
檀

信
徒
の
皆
様
と
当
院
職
員
に
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。詳
細
は
追
っ

て
こ
の『
青
山
』な
ど
で
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。檀
信
徒
の
皆

様
、ご
旅
行
先
で
の
風
景
写
真
や
趣
味
の
草
花
な
ど
、ど
う
ぞ

気
楽
に
応
募
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

今
号
の
特
集
は
昨
年
の
三
か
寺
団
参
で
ト
ル
コ
を
訪
れ
た

こ
と
も
あ
り
、イ
ス
ラ
ム
教
の
特
集
を
組
ん
で
み
ま
し
た
。浄

土
宗
や
仏
教
全
般
の
話
の
合
間
に
少
し
他
の
宗
教
を
見
聞
す

る
の
も
、逆
に
浄
土
宗
や
仏
教
の
特
徴
に
気
付
か
さ
れ
る
も
の

で
す
。世
界
の
宗
教
別
人
口
の
推
移
や
ア
ジ
ア
で
の
各
宗
教
国

な
ど
の
資
料
も
ご
覧
下
さ
い
。な
か
な
か
興
味
深
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。

で
は
、最
後
に
こ
の
平
成
二
十
六
年
と
い
う
年
が
穏
や
か
な

一
年
に
な
る
こ
と
を
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
、年
初
の
挨
拶

と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。　
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こ
と
は
じ
め

か あ
ら
た
ま

こ
と

ご
よ
う
お
さ
め

ふ
る
ご
よ
み

お
お
み
そ
か

お
お

お
お
ど
し

お
お
ど
し

と
し

よ

と
し
ひ
と
よ

に
わ
か

あ
し
た

み

そ

か

す
す
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法
話

新
宿
区
　
香
蓮
寺
住
職
　

勝
崎
裕
彦

年
送
り
、年
迎
え
の
心

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
24
）

新
年
を
迎
え
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
喜

ば
し
い
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
。
年

改
ま
っ
て
、
な
に
も
か
も
が
新
し
く
ス
タ
ー

ト
す
る
新
年
を
迎
え
る
た
め
に
は
、
も
ち
ろ

ん
旧
年
か
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
準
備
が
必
要
で

あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
気
遣
い
、
心
配
り
を
し

て
、
用
意
万
端
が
整
っ
て
、
は
じ
め
て
迎
え

る
こ
と
の
で
き
る
初
春
元
旦
の
慶
賀
で
あ

る
。今

回
は
、
日
本
人
の
生
活
と
精
神
の
中
に

深
く
根
づ
き
、
息
づ
い
て
き
た
年
送
り
、
年

迎
え
の
習
俗
を
尋
ね
て
、
日
本
人
の
生
活
文

化
、
精
神
文
化
の
古
き
よ
き
伝
統
を
理
解
し

た
い
と
思
う
。

年
送
り
と
は
、
新
年
を
迎
え
る
に
当
た
り

旧
年
と
な
る
今
年
を
顧
み
て
反
省
し
、
懺
悔

し
て
身
心
を
洗
い
清
め
、
新
玉
の
正
月
を
迎

え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
年
迎
え
と

は
、
年
の
変
わ
り
目
を
し
っ
か
り
と
受
け
と

め
て
年
越
し
を
し
て
、
新
し
い
希
望
を
抱

き
、
一
年
の
計
を
誓
約
し
て
、
元
旦
元
朝
を

迎
え
る
こ
と
で
あ
る
。

師
走
十
二
月
に
入
る
と
、
一
年
も
押
し
詰

ま
っ
て
な
に
か
と
忙
し
く
、
せ
わ
し
い
日
々

が
続
く
。
喜
怒
哀
楽
の
一
年
を
振
り
返
っ

て
、
そ
の
一
年
の
月
日
を
嚙
み
し
め
る
こ
と

も
、
あ
る
い
は
忘
年
・
年
忘
れ
と
称
し
て
、

そ
の
一
年
の
苦
労
や
心
配
を
忘
れ
る
こ
と

も
、
年
の
瀬
の
人
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
で
あ
ろ

う
。十

二
月
十
三
日
は
、
事
始
・
正
月
事
始
と

い
っ
て
、
正
月
を
迎
え
る
準
備
に
取
り
か
か

る
日
と
し
て
、
か
つ
て
は
と
て
も
大
切
な
日

で
あ
っ
た
。
事
と
は
、
正
月
の
行
事
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
正
月
の
準
備
の
最
初
は

家
の
中
の
大
掃
除
で
あ
り
、
「
煤
払
い
」
と

い
う
言
葉
で
広
く
通
っ
て
い
た
。
大
掃
除
は

家
族
総
出
で
、
小
さ
な
子
供
ま
で
が
手
伝

い
、
神
棚
や
仏
壇
か
ら
は
じ
ま
っ
て
家
の

隅
々
ま
で
掃
除
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

ま
た
掃
除
を
す
る
家
人
全
員
の
身
心
を
清
潔

に
す
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
煤
払
い
用
の
煤
竹
売
り
が
、

売
り
声
高
く
町
を
歩
い
た
江
戸
時
代
の
あ
り

さ
ま
は
、
煤
竹
売
り
に
身
を
や
つ
し
た
赤
穂

浪
士
の
大
高
源
吾
（
子
葉
）
が
俳
人
宝
井
其

角
と
両
国
橋
の
た
も
と
で
交
わ
し
た
、

年
の
瀬
や
水
の
流
れ
と
人
の
身
は

明
日
待
た
る
る
こ
の
宝
船

と
い
う
句
の
や
り
と
り
の
場
面
か
ら
も
偲
ば

れ
よ
う
。
元
禄
十
五
年
十
二
月
十
三
日
、
吉

良
邸
打
ち
入
り
の
前
日
の
こ
と
で
あ
る
。

事
始
に
は
じ
ま
る
年
用
意
・
年
支
度
は
、

餅
搗
き
や
松
飾
り
、
床
飾
り
、
あ
る
い
は
正

月
に
着
る
晴
着
の
準
備
な
ど
、
ま
こ
と
に
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。

年
用
意
な
ほ
こ
ま
ご
ま
と
主
婦
の
用

島
村
茂
雄
の
句
に
正
月
準
備
の
情
景
の
一

切
を
託
し
て
、
歳
暮
の
こ
と
や
賀
状
書
き
、

御
用
納
・
仕
事
納
、
忘
年
会
も
終
わ
り
と
し

て
古
暦
を
め
く
り
、
や
が
て
大
晦
日
の
夜
と

な
る
。

十
二
月
三
十
一
日
、
大
年
・
大
歳
の
除
日

で
あ
る
。
旧
暦
時
代
は
十
二
月
三
十
日
が
大

つ
ご
も
り
で
あ
っ
た
か
ら
大
三
十
日
と
書
い

た
が
、
年
の
夜
・
年
一
夜
の
除
夕
・
除
夜
と

な
っ
て
、
い
よ
い
よ
年
越
し
・
大
年
越
し
で

あ
る
。
年
越
し
そ
ば
を
食
べ
て
、
除
夜
の
鐘

を
聞
け
ば
、
こ
の
一
年
も
と
う
と
う
終
わ
り

で
、
年
惜
し
む
感
懐
を
残
し
て
、
新
し
い
年

迎
え
へ
と
身
も
心
も
移
っ
て
行
く
。

寺
ふ
か
く
大
満
月
に
年
移
る

大
年
の
常
に
も
が
も
な
弥
陀
如
来

今
日
の
こ
と
も
俄
に
遠
し
除
夜
の
鐘

中
川
宋
淵
、
川
端
茅
舎
、
宍
戸
冨
美
子
の

三
句
を
並
べ
て
み
た
が
、
い
ず
れ
も
仏
教
の

も
ろ
も
ろ
に
か
か
わ
る
仏
教
俳
句
の
範
疇
の

も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
心
は
十
二
月

三
十
一
日
の
年
の
内
に
身
を
置
い
た
行
く

年
・
流
る
る
年
を
見
つ
め
て
思
う
句
で
あ

る
。
ま
さ
に
百
八
の
煩
悩
も
お
の
ず
か
ら
に

消
滅
し
て
、
身
心
清
ら
か
に
新
年
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
る
次
第
で
あ
る
。

そ
し
て
今
、
初
春
の
初
日
の
出
を
仰
ぎ
み

て
、
こ
こ
に
正
月
元
旦
が
あ
る
。
ど
う
か
よ

き
一
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
…
…
。

（
大
正
大
学
学
長
）

九
・
十
・
十
一
月
の

行
事
報
告

先代及び先々代室23回忌法要
11月17日（日）

秋彼岸寄席、三遊亭歌る多師匠

秋彼岸会法要・彼岸寄席
9月23日（月）

（
宋
淵
）

（
茅
舎
）

（
冨
美
子
）

「心と体と
財布の健康」
生島ヒロシ氏

文化講演会
10月19日（土）

（
其
角
）

（
子
葉
）

（
茂
雄
）

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10日（日）

第60回念仏と法話の会
10月10日（木）



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

2014年1月1日（水）

新
年
に
寄
せ
て　

今
年
も
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。昨
年
の
一
年
が
あ
っ

と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、今
年
の
一
年
も
あ
っ
と
い
う
間
に

過
ぎ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
す
が
、あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
う
一
日
も
、
一
日
一
日
を
振

り
返
る
と
嬉
し
く
楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、悲
し
く
辛
い
こ
と
、

善
い
こ
と
悪
い
こ
と
、色
々
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
し
て
同
時
に
私
た
ち

は
一
日
の
中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
多
く
の
罪
を
作
っ
て
い
る
も
の 

で
す
。な
に
げ
な
い
一
言
で
相
手
を
傷
つ
け
た
り
、心
の
中
で
誰
か
を
恨

ん
だ
り
…
…
。

た
っ
た
一
日
の
中
で
、こ
う
し
た
色
々
な
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
私

た
ち
で
す
が
、阿
弥
陀
様
は
こ
う
し
た
私
た
ち
の
小
さ
な
行
い
や
微
妙
な

心
の
中
の
動
き
も
全
て
を
見
て
い
ま
す
。そ
し
て
阿
弥
陀
様
は
私
た
ち
が

善
い
こ
と
を
し
た
り
考
え
た
ら
と
て
も
喜
び
、悪
い
こ
と
を
し
た
り
考
え

る
と
と
て
も
嘆
き
悲
し
み
ま
す
。私
た
ち
が
思
っ
て
い
る
よ
り
、阿
弥
陀

様
は
私
た
ち
を
気
に
か
け
心
配
し
、励
ま
そ
う
と
し
て
く
れ
て
い
る
の
で

す
。で
す
か
ら
、い
つ
も
阿
弥
陀
様
や
ご
先
祖
様
に
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

意
識
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
行
動
を
心
掛
け
、善
い
こ
と
を
す
る
生
活
を

送
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。ぜ
ひ
こ
の
一
年
を
こ
う
し
た
行
動
と

気
持
ち
を
持
っ
て
過
ご
し
て
み
て
下
さ
い
。そ
し
て
、皆
様
が
笑
顔
で
元
気

に
こ
の
一
年
を
お
過
ご
し
頂
け
る
こ
と
を
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
。

梅
窓
院
で
は
毎
年
、元
旦
に
修
正
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。修
正
会
と

は「
正
月
に
修
す
る
法
会
」と
い
う
意
味
で
、社
会
の
平
和
と
皆
様
の
幸

福
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る
新
年
の
大
切
な
法
要
で
す
。そ
し
て
ま
た
修
正
会

に
は
悔
過
と
い
う
自
分
の
罪
を
悔
い
改
め
る
意
味
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

悔
過
と
い
う
の
は
、仏
前
に
懺
悔
し
て
自
ら
の
罪（
仏
教
的
に
は
自
ら
が

気
付
き
、悔
い
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
い
）を
深
く
反
省
す
る
こ
と

を
い
い
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
の
梅
窓
院
の
修
正
会
で
は
、平
和
や
幸
福
を
祈
る
と

共
に
自
分
が
知
ら
ず
知
ら
ず
に
作
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
罪
を
悔
い
改
め
る

と
い
う
お
気
持
ち
で
法
要
に
参
加
し
て
頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

※お雑煮の振る舞いは元旦のみになります。
修正会に参列頂いた方から優先的にお
雑煮の振舞いをさせて頂きます。
なお、数に限りがございますので予めご了
承下さい。

修
正
会

け

か

（
法
務
部
）

（絵馬について）
新年のお参りに来て頂いた方にお配りしている絵馬は、  
元旦のみ一軒に一体のお渡しとさせて頂いております。
二体以上ご希望の方は事前に文書(ＦＡＸかハガキ)でお
申し付け下さい。二体目から一体千円でお譲り致します。

（暦について）
各檀家さまに1部同封させて頂きました。2部以上ご希望
の方はこちらも文書(ＦＡＸかハガキ)にてお申込み下さい。
2部目から1部千円でお譲り致します。

し
ゅ
し
ょ
う
え
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中
央
の
写
真
は
ト
ル
コ
の
首
都
イ
ス
タ
ン

ブ
ー
ル
の
ブ
ル
ー
モ
ス
ク(

正
式
名
称
ス
ル
タ

ン・ア
フ
メ
ッ
ト・ジ
ャ
ー
ミ
ィ)

の
写
真
で
す
。

左
上
右
の
写
真
は
天
草
に
あ
る
天
草
四
郎

メ
モ
リ
ア
ル
ホ
ー
ル
で
す
。そ
し
て
そ
の
隣
の

写
真
が
大
本
山
増
上
寺
の
写
真
で
す
。す
べ
て

編
集
部
で
撮
影
し
た
写
真
で
す
が
、そ
の
ど
れ

も
が
大
き
な
建
物
で
す
。宗
教
は
信
仰
す
る

人
々
が
一
堂
に
集
ま
る
こ
と
が
多
い
の
で
、こ

う
し
て
大
き
な
建
物
が
建
て
ら
れ
る
の
で
す
。

で
は
、こ
う
し
た
建
物
の
中
に
は
何
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
。

仏
教
の
お
堂
で
は
仏
像
や
祖
師
方
が
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。梅
窓
院
で
い
え
ば
、み
な
さ
ん
も

ご
存
知
の
よ
う
に
、本
堂
に
は
阿
弥
陀
様
、観

音
堂
に
は
観
音
様
、祖
師
堂
に
は
法
然
上
人
が

祀
ら
れ
て
い
て
、拝
む
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
で
は
イ
エ
ス
様
や
マ
リ

ア
様
が
飾
ら
れ
て
い
た
り
、描
か
れ
て
い
ま
す
。

祀
ら
れ
て
い
る
、と
書
か
な
い
の
は
拝
む
対
象

で
は
な
い
か
ら
で
す
。

で
は
、イ
ス
ラ
ム
教
の
モ
ス
ク
に
は
何
が
祀

ら
れ
、あ
る
い
は
飾
ら
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

答
え
は「
何
も
な
い
」で
す
。

イ
ス
ラ
ム
教
の
モ
ス
ク
は
礼
拝
を

す
る
場
所
で
あ
っ
て
、拝
む
対
象
は

世
界
中
ど
こ
で
拝
ん
で
も
メ
ッ
カ

で
、そ
こ
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
地
だ

か
ら
で
す
。イ
ス
ラ
ム
教
で
は
仏
教

で
い
う
拝
む
対
象
と
な
る
像
や
絵

の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、一
日
に
五
度
、イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
そ

の
時
に
何
を
し
て
い
て
も
、決
め
ら
れ
た
時
間

に
な
る
と
礼
拝
を
し
ま
す
。礼
拝
の
仕
方
は
立

ち
上
が
っ
た
姿
か
ら
腰
を
下
ろ
し
跪
き
、頭
を

地
面
に
付
け
る
礼
の
仕
方
で
、浄
土
宗
で
も
上

礼
と
い
う
礼
拝
が
同
じ
様
な
動
き
で
す
。人
が

畏
敬
の
念
を
表
す
所
作
は
似
て
く
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

さ
て
、「
ハ
ラ
ー
ル
認
証
」（
タ
イ
ト
ル
下
参

照
）と
い
う
言
葉
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
安
心
し
て
入
れ
る
レ
ス
ト

ラ
ン
に
与
え
ら
れ
る
、世
界
共
通
の
認
証
で
す
。

そ
う
で
す
、イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
、豚
肉
を
食
べ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。ま
た
、お
酒
も
飲
ん
で
は
い
け

ま
せ
ん
。

こ
う
聞
い
て
、「
え
っ
ー
、あ
ん
な
に
美
味
し

い
も
の
を
」と
思
っ
た
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。そ

う
で
す
、イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
豚
肉
そ
の
も
の
は

も
ち
ろ
ん
、一
度
で
も
豚
肉
を
切
っ
た
包
丁
で

調
理
し
た
料
理
、一
度
で
も
豚
肉
を
の
せ
た
お

皿
も
使
い
ま
せ
ん
。ア
ル
コ
ー
ル
を
調
味
料
と

し
て
使
う
の
も
ご
法
度
で
す
。

日
本
で
こ
れ
を
守
る
の
は
と
て
も
大
変
で
す

ね
。で
す
か
ら
こ
う
し
た
約
束
を
ち
ゃ
ん
と

守
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
に
だ

け
、こ
の
ハ
ラ
ー
ル
認
証
が
与
え
ら
れ
る
の
で

す
。実

は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
守
る
べ
き
法
は
こ
う

し
た
生
活
の
細
々
と
し
た
こ
と
を
実
に
緻
密
に

決
め
て
い
ま
す
。そ
れ
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
成
り

立
ち
に
関
係
し
ま
す
。

イ
ス
ラ
ム
教
は
ユ
ダ
ヤ
教
、キ
リ
ス
ト
教
の

兄
弟
宗
教
で
、一
神
教
三
兄
弟
の
末
っ
子
で

す
。イ
ス
ラ
ム
教
が
成
立
し
た
の
は
六
二
二
年

で
、ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
メ
ッ
カ
で
生
ま
れ
育
っ

た
商
人
で
、あ
る
日
神
の
啓
示
を
受
け
予
言
者

と
な
っ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
が
作
っ
た
宗
教
で
す
。先

の
三
大
宗
教
の
中
で
は
と
て
も
遅
い
成
立
で
、

す
で
に
世
界
中
に
広
が
っ
て
い
た
一
神
教
の
ユ

ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
弟
分
に
あ
た
り
、世

界
に
三
つ
し
か
な
い
一
神
教
の
三
番
目
が
イ
ス

ラ
ム
教
に
な
り
ま
す
。

両
親
を
早
く
亡
く
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、自

ら
の
商
人
と
し
て
の
経
験
か
ら
貧
富
の
差
を

無
く
し
た
い
と
か
、女
性
が
迫
害
さ
れ
て
い
る

世
の
中
の
矛
盾
を
無
く
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

イ
ス
ラ
ム
教

私
た
ち
の
梅
窓
院
は
ご
存
知
の
通
り
浄
土
宗
の
お
寺
で
す
。
そ
し
て
浄
土
宗
は
既

成
仏
教
宗
派
の
ひ
と
つ
で
、
仏
教
は
世
界
三
大
宗
教
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

世
界
三
大
宗
教
と
は
私
た
ち
の
仏
教
に
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
を
加
え
た
も

の
で
す
。
こ
の
頃
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
イ
ス
ラ
ム
教

の
話
題
で
す
。
昨
年
の
合
同
団
参
で
イ
ス
ラ
ム
教
の
国
、
ト
ル
コ
を
訪
れ
た
こ
と
も 

あ
り
、
今
号
で
は
イ
ス
ラ
ム
教
に
注
目
し
て
み
ま
し
た
。

知 て いますか？っ

世
界
三
大
宗
教
の
ひ
と
つ

マレーシアのお菓子箱のハラール認証。

MS 1500：2009
1 025-09/2003

ま
つ
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し
た
。そ
の
ム
ハ
ン
マ
ド
に
神
が
降
臨
し
、ど
ん

な
解
釈
も
入
っ
て
い
な
い
神
の
言
葉
と
し
て
の

『
コ
ー
ラ
ン
』が
成
立
し
た
の
で
す
。そ
し
て
そ

れ
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
典
と
な
り
イ
ス
ラ
ム
法

が
作
ら
れ
イ
ス
ラ
ム
教
が
完
成
し
ま
し
た
。

シ
ャ
ー
リ
ン
と
呼
ば
れ
る
イ
ス
ラ
ム
法
は
時

代
に
よ
っ
て
修
正
が
加
え
ら
れ
今
に
至
っ
て
い

ま
す
が
、実
に
細
か
い
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い

る
の
は
こ
う
し
た
成
り
立
ち
、つ
ま
り
、公
平
を

重
ん
じ
た
り
、信
徒
間
の
一
体
感
、神
へ
の
奉

仕
を
大
切
に
し
、必
要
に
応
じ
て
修
正
し
て
き

て
い
る
か
ら
で
す
。

で
す
か
ら
、イ
ス
ラ
ム
教
信
者
で
あ
る
ム
ス

リ
ム
に
は
、六
信
五
行（
表
①
）が
あ
り
、五
行

の
中
に
は
ラ
マ
ダ
ン
、そ
う
有
名
な
断
食
月
間

で
す
、そ
し
て
富
め
る
も
の
に
よ
る
貧
し
い
者
へ

の
喜
捨
、一
日
五
度
の
礼
拝
、メ
ッ
カ
へ
の
巡
礼

な
ど
が
あ
り
ま
す
。ま
た
邪
な
恋
を
生
ま
な
い

よ
う
に
女
性
が
で
き
る
だ
け
肌
を
見
せ
な
い
こ

と
、銀
行
で
利
息
を
取
ら
な
い
こ
と
な
ど
、実

社
会
に
沿
っ
た
具
体
的
な
決
ま
り
事
が
多
い

の
が
特
徴
で
す
。

昨
年
か
ら
イ
ス
ラ
ム
教
の
ス
ン
ニ
派
と
シ
ー

ア
派
の
対
立
に
よ
る
テ
ロ
が
世
界
を
騒
が
せ
て

い
ま
す
が
、も
と
も
と
は
仲
良
く
平
等
な
世
界

を
目
指
す
宗
教
で
す
か
ら
、こ
う
し
た
テ
ロ
を

起
こ
す
の
は
一
部
の
信
者
た
ち
だ
け
で
す
。ト

ル
コ
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
国
で
す
が
、国
教
に
は

な
っ
て
お
ら
ず
、同
じ
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
少
し

決
ま
り
が
緩
い
イ
ス
ラ
ム
教
国
で
、そ
う
し
た

ト
ル
コ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、度
重
な
る
テ
ロ

の
ニ
ュ
ー
ス
で
イ
ス
ラ
ム
教
が
過
激
だ
と
思
わ

れ
る
の
は
残
念
な
こ
と
の
よ
う
で
す
。

今
こ
の
イ
ス
ラ
ム
教
の
信
者
は
世
界
的
に

急
増
し
て
い
ま
す
。表
②
に
あ
る
よ
う
に
、三
大

宗
教
の
中
で
と
て
も
増
え
て
い
る
の
は
、教
え

が
シ
ン
プ
ル
で
具
体
的
な
決
ま
り
事
が
多
い
か

ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

参考資料 アジアにおける三大宗教と無宗教が
人口の半分を超える国（２０１２年）

■イスラム教徒が人口の半分を超える国
イラン
アフガニスタン
モルディブ
パキスタン
バングラディシュ
インドネシア
ブルネイ
マレーシア

99.0%
99.0%
98.4%
96.4%
89.8%
87.2%
75.1%
63.7%

■仏教徒が人口の半分を超える国
カンボジア
タイ
ミャンマー
ブータン
スリランカ
ラオス
モンゴル
日本

96.9%
93.2%
80.1%
74.7%
69.3%
66.0%
55.1%
36.2%

■無宗教者が人口の半分を超える国
北朝鮮
日本
香港
中国

71.3%
57.0%
56.1%
52.2%

■キリスト教徒が人口の半分を超える国
東ティモール
フィリピン

99.0%
92.6%

トルコ、イスタンブールのブルーモスク

表② 世界人口の三大宗教と無宗教分布の推計結果
宗教

キリスト教

イスラム教

仏教

無宗教

１８００年
204,980
（22.7%）
90,500
（10.0%）
69,400
（7.7%）
300

（0.0%）

１９００年
558,131
（34.5%）
199,818
（12.3%）
126,956
（7.8%）
3,029
（0.2%）

２０００年
1,991,602
（32.5%）
1,279,859
（20.9%）
418,963
（6.8%）
666,060
（10.9%）

２０１２年
2,325,507
（33.0%）
1,583,783
（22.5%）
473,818
（6.7%）
661,288
（9.4%）

２０２５年
2,727,153
（34.1%）
1,951,389
（24.4%）
546,590
（6.8%）
636,826
（8.00%）

※単位は千人。％は世界人口に対する割合。
※資料はWCD（2012）、Johnson and Barettより

※％はその国の人口に対する割合
※資料はPew Research Centerより

●来　世
●定　命

●啓　典
●予言者

●唯一全能の神
●天　使

■五行（以下の五つのことを行うこと）

■六信（以下の六つのことを信じること）

表① 六信五行

アッラーだけが神でムハンマドがそ
の使徒であると証言する
一日五回、決められた時間にメッカ
に向かって礼拝する
一定以上の財産家が困窮者支
援などにその2.5%を喜捨する
ラマダン月の日中、一切の飲食を
断つ
一生に一度はメッカに巡礼する

信仰告白

礼　　拝

喜　　捨

断　　食

巡　　礼

天草、天草四郎メモリアルホール大本山増上寺大殿

よ
こ
し
ま
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　梅窓院の寮に住みながら大正大学に通っていた学生の多くは全
国各地にある浄土宗寺院の後継者でした。そして、その寮仲間が中
心となって作られた梅真会。その会員は今でも梅窓院の各種法要や
行事を支えて下さっています。今回も梅真会シリーズで、熊本県天草
の遣迎寺 上人にお話を伺いました。お嬢様も尼僧さんとし
て梅窓院に勤められていました。

◆本日はよろしくお願い致します。さっそくですが、いつごろ梅窓院
に随身されていたのでしょうか。

住職（以下 ）　昭和41年から43年までです。大正大
学の1年生から3年生までで、4年生の時は板橋にアパートを借りて卒
論に集中しました。
◆大正大学での学部と卒論は何でしたのでしょう。
　学部は文学部で専門は中国学でした。とはいえ、僧籍と教職

の資格を取るための勉強もしていました。
◆中国学とは珍しいですね。
　そうですね。お寺の仲間の多くは仏教学とか宗教学でしたね。

　卒業論文は遼の武帝ですが、実は浄土教の中国五祖の時代の
王で仏教をとても大事にしてくれた王です。そして五祖の中の三祖が
皆さんもご存じの善導大師です。法然上人が夢中で対面し、浄土宗
を開宗する一文を書かれた高僧で、ほとんどの浄土宗寺院では、そ
のお像が法然上人像と対で祀られています。
　というように卒論のテーマもちゃんと浄土宗と関連しているのですよ。
◆そうですか。珍しいのではなく、切り口を変えて浄土教を研究さ
れたのですね。失礼しました。

　いいえ、でも4年生でお坊さんの資格を取った後も一年大学
に残り倫理学を勉強しました。やっぱり珍しいのかもしれません（笑）。
◆住職はもともとお寺生まれですか。

　はい、父は一本釣りの漁師の五人兄弟の末っ子で、口減らし
で9歳の時に寺の小僧に出されました。縁あってこの遣迎寺に落ち着
いたのは42歳でした。私は、僧侶の長男として生まれ、父と同じ、熊本
の鎮西高校、大正大学へと進みました。
◆鎮西高校は浄土宗の学校ですね。
　はい、今も昔も宗門校（現 宗立学校）の一つです。

◆大正大学へ入学され梅窓院に随身されたきっかけを教えて下
さい。

　先代住職である父の縁故でした。当時は真哉先生ですね。
青山をはじめ、東京の印象は強烈で、まさにカルチャーショックでした。
◆梅窓院での生活はいかがでしたか。
　この囲む人 に々登場された先輩方も言われていますが、それ

は大切にしてくれました。勉強しながらの寺の手伝いは大変ですが、
学費と生活費などすべてを面倒見てもらえ、お小遣いまで頂きました
からね。
◆梅窓院時代の思い出と言いますと……。
　お金も時間もなかったのにパチンコですね（笑）。なんとか時間

をみつけては郵便局の前にあった「つばめ」というパチンコ屋に行っ
ていました。先輩でも好きな人がいて、最初はその先輩に連れていか
れました。
◆パチンコ屋ですか。いまの青山では思いも寄りませんね。
　本当ですね。それとお墓参り用のしきみを作っていた さん

という小父さんが、仕事を手伝うと、その御礼に渋谷の焼き鳥屋に連
れていってくれて、懐かしいですね。
　それと寮生6人全員でたまに渋谷のとんかつ屋にいったのも忘れ
られない思い出ですね。店の名前は忘れましたが。
◆このコーナーで梅真会の方々に登場頂いていますが、皆さん思
い出の多くが食べ物に関係しているのです。お供えのバナナだっ
たり、おひつに残ったご飯だったり。やっぱり当時の学生さんは良く
食べたのですか。

　今の若い学生はそうでもないようですが、僕たちの頃はお腹
いっぱい食べられることが嬉しかった時代でした。
◆ご住職をされているお寺の話をお聞かせ下さい。

　ここ天草は江戸時代初頭、家光の頃に天領となり、天草四ケ
本寺が制定されました。そのうち二ケ寺が浄土宗で崇圓寺と圓性寺
です。その圓性寺の末寺のひとつがこの遣迎寺です。今でも天草に
は庵とか教会という名前のお寺を含めると三十七ケ寺も浄土宗の寺
院があります。
◆天草は大きく上天草島と下天草島でそれほどは大きくないかと
思いますが、ずいぶんたくさんありますね。
　ご存じのように天草四郎などキリスト教の信者が多かったこと

もあり、それに対抗するように寺院がたくさん建立されたようですね。
◆徳川時代は禁教として取り締まられていましたね、なるほど。
　最後に娘さんのお話を伺いたいのですが……。
　うちは四人娘で、長女が大正大学編入在学中の2年間随身

して梅窓院さんにお世話になりました。今は結婚して小学校1年生と
まだ1歳にならない2人の男の子の母親として頑張ってくれています。
いずれは長女にこの寺を継いでもらうことになるかと思います。
◆そうですか、それでは娘さんのお子さんがもし大正大学へ来ら
れて、梅窓院に来て下されば、親子三代のご縁になりますね、楽し
みにしています。
　本日はありがとうございました。

上
人

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

梅
真
会
会
員
遣
迎
寺
第
二
十
六
世
住
職

遣迎寺本尊の前での記念写真。右から 住職、中島住職、お孫さんの 君（小1）と
君（5カ月）、長女の 上人。

笑顔がトレードマーク（！？）の 上人。

お知らせ　このコーナーの梅真会シリーズ第2回目（『青山』第63号）にご登場頂きました宮城県気仙沼の浄念寺 上人が昨年9月に 
遷化されました。東日本大震災の復興でご活躍された上人のご冥福を心より祈念申し上げます。合掌十念

ちんぜい

け
ん
こ
う
じ
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の
こ
ん
な
に
遠
い
所
ま
で

金
網
の
蔓
に
通
草
の
熟
る
る
か
な

◎
選
者
詠

塚
山
と
い
へ
る
へ
登
り
う
ろ
こ
雲

大
崎
　
紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

　
俳
句
を
詠
む
と
き
に
時
に
擬
音
を
使
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。〈
鳥
わ
た
る
こ
き
こ
き

こ
き
と
罐
切
れ
ば
　
秋
元
不
死
男
〉〈
せ
り
せ
り
と
薄
氷
杖
の
な
す
ま
ま
に
　
山
口
誓

子
〉な
ど
は
擬
音
を
使
っ
た
句
と
し
て
有
名
な
も
の
で
す
。〈
こ
ほ
る
こ
ほ
る
と
白
鳥
の

夜
の
こ
ゑ
〉と
い
う
森
澄
雄
の
句
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。い
ず
れ
も
詠
ま
れ
た
景
が

擬
音
に
よ
っ
て
鮮
や
か
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
句
で
す
。擬
音
の
上
手
な
使
い
方
を
考
え
て

み
て
下
さ
い
。

気温が低くなるにつれて甘みが増
し、おいしくなる葱。寒い日のなべ物
には欠かせません。ピリッとした辛味
が食べると血行をよくして体を温め
るため、昔から風邪の引きはじめに
「葱みそ湯」が民間療法として愛用さ
れてきました。白ねぎ10cm位をきざ
み、みそ 小さじ1杯、おろし生姜 小さ
じ半分といっしょにお茶碗に入れて、
熱々のお湯150㏄～200㏄をそそ
いで飲むと、ぽかぽかと体を温めて、
汗を出し、風邪を退治してくれる“妙
薬”です。
葱の白い部分は「葱白」といい、漢

方薬の生薬として、風邪の初期症状、
冷えによる腹痛の緩和に用いられて
います。
食物の専門書『本草綱目』にも、葱

は「風邪の発熱、悪寒を治す。冷えに
よる腹痛を治す。」と記載されていま
す。また、江戸時代の「食物和歌本草」
には「ひともじは　まなこの精を　ま
すものぞ　中を補い　魚の毒消す」
（葱は目の力を増すもので、脾臓や胃
の働きを補って、魚毒を消す）と詠ま
れています。視力低下、胃の気力不足
のときにも、葱は食べる薬。
江戸時代には【臭和】という葱の料

理があります。生葱をきざんですり鉢
ですり、葱3対みそ7位に、ごまを加え
てすりまぜ、酒やダシでゆるめた衣の
ことで、これで野菜類を和えた料理で
す。「筍の臭和」もあり、筍を好みに切
り、油で揚げて、「臭和」で和えた料理
です。これに粉唐辛子を少し振りかけ
て食べます。
風邪やインフルエンザの予防に、

手足の冷えや腹痛、下痢に、寒い季節
のさまざまなトラブルは葱におまか
せを！

食
養
研
究
家

武
鈴
子

「
葱
」は
食
べ
る

風
邪
薬

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11日(土)を締
切、平成26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。尚、選者が添削し掲載す
る場合がございますのでご了承下さい。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

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
の番号までご連絡下さい。

青 山 散 歩 道

投句募集 ｢やぶれ傘｣会員募集

今
回
は『
欧
州
の
食
文
化
を
日
本
に
伝

え
た
い
』と
い
う
想
い
か
ら
始
ま
っ
た
食
品

加
工
メ
ー
カ
ー
の
直
営
店
レ
ス
ト
ラ
ン「
モ
ン

テ
ア
ス
ル
」に
伺
い
ま
し
た
。「
モ
ン
テ
ア
ス

ル
」と
い
う
店
名
は
、ス
ペ
イ
ン
語
で
、そ
う
、

「
青
い
山
」と
い
う
意
味
で
す
。

昼
は
欧
州
料
理
を
中
心
と
し
た
ブ
ッ
フェ

ス
タ
イ
ル
。90
分
1
8
0
0
円
コ
ー
ス
、平

日
は
お
勤
め
の
方
に
も
嬉
し
い
40
分

1
2
0
0
円
コ
ー
ス
も
お
選
び
頂
け
ま
す
。

ブ
ッ
フ
ェメ
ニュ
ー
は
、店
長
一
押
し
の
パ
エ
リ

ア
や
窯
で
焼
き
上
げ
た
ピ
ザ
、そ
し
て
欧
州

か
ら
輸
入
し
た
生
ハ
ム
や
種
類
豊
富
な
デ

ザ
ー
ト
で
、全
て
食
べ
放
題
で
す
。

夜
は
5
0
0
円
均
一
の
タ
パ
ス（
小
皿
料

理
）や
月
替
わ
り
で
そ
の
季
節
の
旬
の
素
材

を
使
用
し
た
パ
エ
リ
ア
な
ど
が
頂
け
ま
す
。

自
社
輸
入
し
て
い
る
と
い
う
プ
ロ
シ
ュ
ー
ト

（
ハ
ム
）や
ワ
イ
ン
も
お
す
す
め
で
す
。パ
ー

テ
ィ
ー
メ
ニュ
ー
も
3
名
様
か
ら
あ
り
、14

名
様
ま
で
入
る
個
室
も
あ
り
ま
す
。

ぜ
ひ
と
も
青
山
で
欧
州
の
味
を
味
わ
っ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

第
五
十
三
回

大
崎
紀
夫

M
O
N
TE A

ZU
L

▲パエリアやパスタな
どが並ぶブッフェ台

◀オープンキッチンで
調理されている

▲種類豊富なデザート

営業時間／ランチ11:00～16:00（L.O.14:30）
ディナー18：00～23：00（L.O.22:00）

定休日／年末年始　席数／40席 
住　所／東京都港区南青山2-27-18

PASSAGE AOYAMA 2F  
TEL／03-6807-0654

至赤坂

至渋
谷

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

MONTE AZUL
パサージュ青山内
ＡＯＹＡＭＡ M’s ＴＯＷＥＲ 2階

そうはく

くさあえ

梅窓院通信 No.687

（
モ
ン
テ
ア
ス
ル
）



講  題／続 ・々お経を読む
講  師／阿川 正貫 先生（浄土寺住職、大正大学講師）

•第3回…3月  3日（月） 善導大師の『往生礼讃』より③

講  題／釈尊の最後の教え ─『仏遺教経』を読む─
講  師／新井 俊定 先生（天然寺住職）

•第2回…1月28日（火） 『仏遺教経』 2
•第3回…3月  6日（木） 『仏遺教経』 3

講  題／大乗仏教を読む
講  師／勝崎 裕彦 先生（大正大学学長、香蓮寺住職）

•第2回…1月  9日（木） 如来寿量品第十六の教え
•第3回…2月20日（木） 常不軽菩薩品第二十の教え

講  題／法然上人のみ教え ─『選択集』を読む─
講  師／林田 康順 先生（大正大学教授、大本山増上寺布教師、慶岸寺副住職）

•第2回…1月20日（月） 『選択集』第８章　救いの光② ―三縁―
•第3回…2月12日（水） 『選択集』第８章　三つの心① ―至誠心―

講  題／地域社会と真宗 ─生活に生きる信仰と儀礼─
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3回…2月  7日（金） 無墓制と納骨信仰

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下さい。

行事予定

第61回 念仏と法話の会
2月25日（火）
時間　11時20分～（受付11時より開始）
お斎／別時念仏会／法話／茶話会
法話　「命をつなぐ」
講師　秋田教区 九品寺　
　　　津村 信徳 上人

梅窓院通信 No.68 8

発　　行／梅窓院
発 行 日／平成26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 - M a 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

※予定は変更になる場合もございます。ご了承下さい。

平成25年度　　  仏教講座のご案内度度年度度度度度度　 仏仏仏仏仏仏仏教仏 座講座教講座講座座座座の座 案案のご案案案案案内案平成成平成成成成2成25成2
全講座▶午後6時～8時　 受講料▶無料　 場所▶祖師堂

始）
会

※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（水）

◆第61回 念仏と法話の会 ………………………………… 2月25日（火）

◆春彼岸会法要・寄席・物産展 ……………………………… 3月21日（金）

◆はなまつり ………………………………………… 4月5日（土）～8日（火）

◆団体参拝旅行 ……………………………………… 5月　久留米 善導寺
※詳細は春彼岸号にてお知らせ致します。

◆大施餓鬼会法要 ………………………………………… 5月17日（土）

◆開山忌法要 ……………………………………………… 6月14日（土）

◆第62回 念仏と法話の会 ………………………………… 6月19日（木）

◆盂蘭盆会法要 …………………………………………… 7月13日（日）

◆秋彼岸会法要・寄席 ……………………………………… 9月23日（火）

◆文化講演会 ……………………………………………… 10月開催予定

◆十夜法要・芋煮会 …………………………………………11月15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26年平成26年 年年年 間間 行行行 事事事 予予
1

予 定定

お檀家さんに伺いました
「秋彼岸について」

「ご縁を感じます。」

平成２5年9月

平成２5年10月

梅窓院山門横にペット供養塔無礙光塔
が完成致しました。

ペット供養塔　無礙光塔
̶ペットも大切な家族の一員̶

梅窓院墓苑
（株式会社日本エキスパートシステム）
電話番号 03-3404-1230

資料請求・お問い合わせはこちらまで

む げ こうとう

完成
無礙光とは十二の働きを
する阿弥陀仏の光明の一
つで、人々の苦しみを取り
除き、安らぎを与える働きを
する光のことです。

様 秋彼岸会法要にて
春と秋のお彼岸に
は毎回来ています。
写真コンクールの
写真を見てきてど
れも素敵でした
が、特にイチョウ並
木の写真が良かったなと思いました。お呈
茶も美味しいです。お茶はなかなか本格的
な体験はできないので、こんな機会がある
と嬉しいです。

様
様々な方のお話を聞けるの
が良いです。以前梅窓院に
いたご僧侶ということで、も
しかしたら昔に会っているか
もしれないと思うと、ご縁を
感じ温かくなります。たくさんのご僧侶とお
話しできるのも楽しみです。

念仏と法話の会にて


