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秋彼岸会法要
9月23日（火）
寄席　午後1時～　祖師堂
法要　午後2時～　祖師堂
※詳しくは3面をご覧下さい。

第63回 念仏と法話の会
10月22日（水）
受付開始　午前11時～ 
お斎（そば）／別時念仏会／法話
／茶話会
講師　佐賀教区　鏡智院
　　　中村一之上人
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

文化講演会
10月26日（日）
開場 午後4時15分　祖師堂
開演 午後5時 ～ 

【 講師 】隈研吾氏
入場無料／先着300名
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

十夜法要
11月15日（土）
法要　午後4時～　本堂
※詳しくは十夜号をご覧下さい。

M・ファン・デン・フックピアノリサイタル
11月22日（土）
開場 午後2時15分　祖師堂
開演 午後3時 ～ 
冥加料　檀家2,000円・
一般5,000円／先着300名
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

定予事行 自　平成25年4月 1 日
至　平成26年3月31 日

平成25年度会計報告 会
計
報
告
を
本
誌
に
掲
載
さ
せ
て
頂
い

て
お
り
ま
す
。ご
確
認
を
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

■護寺費・年会費・墓地管理費 （単位：千円）
収入の部 支出の部

護寺費・年会費として

墓地管理費として

梅窓院からの繰入金

浄土宗課金及び大本山宛志納金
法要費（仏具・法衣・線香など）
修繕費（建物）
修繕費（墓苑・境内）
人件費
事務費（郵送費・コピーなど）

77,227

32,114

87,158

196,499

3,260
39,834

108,016
10,298
29,225
5,866

196,499合　計合　計

梅
窓
院
よ
り
会
計
の
ご
報
告

講  題／羅什伝を読む 
講  師／阿川 正貫 先生（浄土寺住職、大正大学講師）

•第1回… 10月 9 日（木） 出生・幼年期 
•第2回… 12月11日（木） シルクロード諸国にて 
•第3回… 3 月 2 日（月） 故国・亀茲にて 

講  題／法然上人と法難
講  師／新井 俊定 先生（天然寺住職）

•第1回… 10月16日（木） 法然上人と「七箇条起請文」
•第2回… 11月19日（水） 貞慶と『興福寺奏状』その１
•第3回… 1 月30日（金） 貞慶と『興福寺奏状』その２

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1回… 12月18日（木） 陀羅尼品第二十六の教え
•第2回… 1 月 8 日（木） 普賢菩薩勧発品第二十八の教え
•第3回… 2 月19日（木） 『法華経』の教えとその意義

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1回… 1 月19日（月） 『選択集』第８章　三つの心 ―深心（下）―
•第2回… 2 月16日（月） 『選択集』第８章　三つの心 ―廻向発願心（上）―
•第3回… 3 月 9 日（月） 『選択集』第８章　三つの心 ―廻向発願心（下）―

講  題／仏教民俗学入門（２）
講  師／本林 靖久 先生（大谷大学・佛教大学講師、真宗大谷派僧侶）

•第1回… 12月 5 日（金） 仏教と葬墓制 ―モガリと鎮魂―
•第2回… 2 月 6 日（金） 仏教講 ―血縁と地縁―
•第3回… 3 月27日（金） 仏教芸能 ―踊念仏と念仏踊―

全講座▶午後6時～8時　 受講料▶無料　 場所▶祖師堂 ※詳細は同封のチラシをご覧下さい。

後期平成26年度　　  仏教講座のご案内

「１日がかりの施餓鬼で」
廣瀬 綾子様
5年前に檀家になってからご先祖様供
養の為に法要にはできるだけ参加して
います。施餓鬼は１日がかりですが、時
間があっという間に過ぎ、帰る時にはま
た次回も来たいと思います。日常では聞けないお話を伺うことが
でき、心が豊かになります。

「法話も楽しいです」
古田 隆様
母が詠唱でお世話になっており、他の法要にも参加したことが
ありますが、その中でも施餓鬼が一番大きく、より重みを感じる
法要ですね。法話もとても楽しかったです。さだまさしさんの歌
は知っていましたが、浄土宗との関わりは知りませんでした。

宗祖法然上人800年大遠忌記念のためにさだまさしさんが
作ってくれた歌が「いのちの理由」です。

「見て、食べて、楽しめました」
加藤 好子様
太宰府天満宮の太鼓橋が美しく、名物
の梅ヶ枝餅も美味しかったです。善導
寺さんでは歴史あるご本尊を拝顔し、ま
た阿川台下からも感謝のお言葉を頂き
恐縮致しました。地獄めぐりでは鬼石坊主地獄にも行ってみた
いと思いました。

「この度の旅行は心に残る素晴らしい旅でした」
上田 映子様
別府ロープウェイでは、綺麗に咲いたミヤマキリ
シマや鶴見岳から見た景色が最高でした。善導
寺さんでは貴重なお話を伺い、またこうして800
年続く楠木の大木は、並々ならぬ努力があるか
らだと感銘致しました。和気あいあいで楽しく、ま
たご僧侶や職員の方々のおかげで安心して旅行ができました。

平成26年施餓鬼にて

〜
お
檀
家
さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
〜

平成26年団体参拝旅行にて

り ゆう

梅窓院通信
B A I S O U I N  N E W S    A O Y A M A

2014/09/01
No.72

1 梅窓院通信 No.72

住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世

  

　中
島 

真
成

皆
様
、こ
ん
に
ち
は
。お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

今
年
も
五
月
中
旬
に
施
餓
鬼
会
を
無
事
厳
修
で
き
ま
し
た
。

大
勢
の
方
に
ご
参
拝
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。こ
の
施

餓
鬼
会
、子
供
広
場
と
いって
0
歳
児
か
ら
の
お
子
さ
ん
を
預
か
れ

る
施
設
、ス
タ
ッ
フ
を
毎
年
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。ど
う
ぞ
、安

心
し
て
お
子
様
、お
孫
様
と
ご
一
緒
に
お
越
し
下
さ
い
。小
さ
い
頃

か
ら
お
寺
と
親
し
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
を
願
って
い
ま
す
。

五
月
下
旬
に
は
団
体
参
拝
で
九
州
は
福
岡
県
久
留
米
の
善
導

寺
に
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。法
然
上
人
の
八
百
年
遠
忌
に
合
わ
せ

て
修
復
や
移
築
し
た
伽
藍
を
拝
見
し
て
き
ま
し
た
。善
導
寺
の
本

堂
、客
殿
そ
し
て
庫
裏
と
も
に
江
戸
時
代
の
建
物
で
す
が
、実
は

明
治
維
新
後
に
寺
の
経
済
状
況
が
ひ
っ
迫
し
、庫
裏
の
建
物
の
一

部
を
売
って
い
た
そ
う
で
す
。し
か
し
、幸
い
な
こ
と
に
そ
の
建
物
が

そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、買
い
戻
し
て
移
築
、完

全
な
る
昔
の
姿
に
戻
さ
れ
ま
し
た
。本
堂
と
客
殿
、庫
裏
が
続
い
て

い
る
江
戸
時
代
の
建
物
は
と
て
も
珍
し
く
、最
古
の
建
物
に
な
る

そ
う
で
す
。こ
れ
に
は
参
加
者
は
も
ち
ろ
ん
、私
も
大
い
に
感
激
し

た
次
第
で
す
。古
い
も
の
を
新
た
に
造
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。か

わ
る
も
の
が
な
い
、本
当
に
貴
重
な
も
の
と
の
出
会
い
で
し
た
。
　

さ
て
、六
月
に
は
開
山
忌
法
要
を
執
り
行
い
ま
し
た
。梅
窓
院

の
数
あ
る
法
要
の
中
で
は
も
っ
と
も
新
し
い
法
要
で
す
が
、こ
の
寺

を
開
創
さ
れ
た
開
山
南
龍
上
人
へ
の
報
恩
の
念
を
読
経
に
込
め
お

勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

こ
の
開
山
忌
に
は
当
初
よ
り
、能
を
一
緒
に
奉
納
し
て
い
ま
す
。

舞
っ
て
頂
く
の
は
橋
本
忠
樹
さ
ん
。こ
の
世
界
を
代
表
す
る
演
者

の
一
人
で
す
。能
は
日
本
の
大
切
な
伝
統
芸
能
の
一
つ
で
す
が
、

難
し
い
、わ
か
り
に
く
い
と
思
って
い
る
方
も
い
る
か
と
存
じ
ま
す
。

で
す
が
、橋
本
さ
ん
の
丁
寧
な
説
明
付
き
で
、あ
ら
す
じ
も
お
配

り
し
て
い
ま
す
の
で
、わ
か
り
や
す
く
飽
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。能
と
い
う
伝
統
芸
能
に
触
れ
る
に
は
と
て
も
い
い
機
会
で
す
。

来
年
も
六
月
に
奉
納
、無
料
で
ご
覧
頂
け
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
お
足
を

お
運
び
下
さ
い
。

秋彼岸号

平成26年開山忌法要のあと、法然上人を祀る祖師堂で能楽を奉納する橋本忠樹氏。
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阿
弥
陀
佛
と
　
心
は
西
に

空
蝉
の
　
も
ぬ
け
果
て
た
る

声
ぞ
涼
し
き

法
然
上
人
御
詠

蜩
の
声
に
夏
の
寂
し
さ
を
感
じ
る
今
日
こ

の
頃
。
盛
夏
の
疲
れ
の
出
や
す
い
時
期
で
す

が
、
夏
風
邪
な
ど
召
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

先
日
立
秋
を
迎
え
、
暦
の
上
で
は
秋
を
迎

え
ま
し
た
。
そ
し
て
来
月
は
秋
分
を
迎
え
ま

す
。
こ
の
秋
分
を
迎
え
る
日
を
中
心
に
行
わ

れ
る
仏
教
行
事
が
「
お
彼
岸
」
で
す
。

「
彼
岸
」
と
は
「
彼
の
岸
（
む
こ
う
の

岸
）」
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
様
の
い
ら
っ
し
ゃ
る

西
方
極
楽
浄
土
を
指
し
ま
す
。
春
分
・
秋
分

の
日
に
は
、
昼
と
夜
の
時
間
が
等
し
く
な

り
、
太
陽
は
真
東
か
ら
真
西
に
沈
み
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
に
阿
弥
陀
様
を
礼

拝
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
、
日
本

独
自
の
仏
教
行
事
、「
お
彼
岸
」
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
冒
頭
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
お
詠
は

法
然
上
人
御
作
の
も
の
で
、「
南
無
阿
弥
陀

仏
を
お
称
え
し
て
い
る
と
、
心
は
西
方
極
楽

浄
土
に
向
き
、
ま
る
で
蝉
が
脱
皮
し
た
時
の

（
声
が
清
々
し
い
）
よ
う
に
、
妄
念
も
な
く

な
り
、
念
仏
の
声
が
清
々
し
い
こ
と
で
す
」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
季
節
感
が
あ

り
、
お
念
仏
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。

来
月
の
九
月
二
十
三
日
、
梅
窓
院
で
は
お

彼
岸
の
大
法
要
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
家

族
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
み
な
さ
ん

共
々
に
声
高
ら
か
に
お
念
仏
を
お
称
え
致
し

ま
し
ょ
う
。

（
法
務
部
）

三
遊
亭
多
歌
介
師
匠
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
6
6
年
11
月
26
日
東
京
都
江
東
区
生
ま
れ
。

父
親
の
転
勤
で
日
本
各
地
を
転
々
と
し
、小
学
校
で

人
を
笑
わ
せ
る
幸
せ
に
目
覚
め
る
。中
学
校
で
は
落

研
を
創
設
し
、現
在
も
後
輩
に
指
導
を
し
て
い
る
。

モ
ッ
ト
ー
は「
落
語
は
世
界
を
救
う
！
」。

1
9
8
3
年

三
遊
亭
圓
歌
に
入
門
。

1
9
8
9
年

二
つ
目
昇
進「
歌
風
」改
名

1
9
9
7
年

真
打
昇
進「
三
遊
亭
多
歌
介
」襲
名

彼
岸
寄
席
午
後
一
時
〜

地
下
二
階
祖
師
堂
に
て

秋
彼
岸
会
法
要
午
後
二
時
〜

地
下
二
階
祖
師
堂
に
て

※
ご
法
要
の
受
付
は
一
階
観
音
堂
に
て
お
済
ま
せ
下
さ
い
。

秋
彼
岸
法
要

九
月
二
十
三
日
（
火
）

平成26年度
秋の動物慰霊法要のお知らせ
梅窓院の僧侶がご供養に努めます。
ぜひご参列下さい。
正午～　2階本堂にて
主催：株式会社日本エキスパートシステム

三遊亭多歌介師匠

秋
彼
岸
に
寄
せ
て

前
座
：
林
家
つ
る
子
さ
ん

塔婆申込み方法
塔婆回向料…１本／7000円
●同封のハガキにご記入の上9月15日必着で
お申込み下さい。

●御回向料は、同封の振込用紙で郵便局にてお
支払い頂くか、受付までお持ち下さい。（銀
行・コンビニでのお支払いはできません。）

お檀家様へお願い
●お彼岸前後の土・日・祝日はお参りに来られ
る方で境内が大変混み合います。ご来寺の際
は電車等、公共交通機関をご利用下さい。

●9月20日～26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。ご協力お願い致
します。

◆
第
五
回
写
真
コ
ン
ク
ー
ル
の
お
知
ら
せ
◆

応
募
作
品
を
観
音
堂（
一階
）に
展
示
致
し
ま
す
。テ
ー
マ
は
自
由
で

締
め
切
り
は
九
月
十
四
日
で
す
。ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

※
詳
細
は
前
号
同
封
の
ち
ら
し
で
ご
確
認
下
さ
い
。
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法
話

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職

　勝
崎
裕
彦

秋
の
果
実
の
供
え
物

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
27
）

実
り
の
秋
は
万
木
千
草
に
豊
か
な
結
実

を
も
た
ら
す
。
日
本
列
島
の
東
西
南

北
、
い
ず
れ
の
土
地
で
も
五
穀
は
豊
穣
に
し

て
、
収
穫
の
喜
び
に
感
謝
の
思
い
も
殊
更
で

あ
る
。

と
り
わ
け
、
秋
の
実
り
の
代
表
が
秋
の
く

だ
も
の
（
果
物
、
菓
物
）、
秋
果
で
あ
る
。
春
先

か
ら
初
夏
に
か
け
て
咲
い
た
花
が
、
や
が
て

秋
に
な
っ
て
樹
木
の
枝
に
た
わ
わ
に
実
る
大

自
然
の
す
ば
ら
し
い
贈
り
物
で
あ
る
。
桃
・

梨
・
柿
・
栗
・
林
檎
・
葡
萄
な
ど
、
色
と
り

ど
り
、
味
も
さ
ま
ざ
ま
に
お
い
し
い
秋
の
果

実
で
あ
る
。

「
く
だ
も
の
」
の
「
く
」
は
木
の
こ
と
、

「
だ
」
は
「
の
」
の
こ
と
で
、
木
の
物
、
木
に

な
る
物
の
意
味
で
あ
る
。

果
物
籠
や
果
物
鉢
・
果
物
皿
に
盛
ら
れ
た

色
彩
も
い
ろ
い
ろ
な
く
だ
も
の
を
眺
め
て
、

岡
田
貞
峰
は
満
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
果
物
急
ぎ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
私

な
ど
は
、
早
く
食
べ
た
い
思
い
が
先
に
な
っ

て
、
思
わ
ず
手
が
出
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ

る
。さ

て
今
回
は
、
仏
壇
や
供
養
棚
に
供
え
る

秋
の
く
だ
も
の
に
仏
心
を
託
し
て
、
果
実
の

実
り
に
深
く
感
謝
し
な
が
ら
、
ま
ご
こ
ろ
の

こ
も
っ
た
供
え
物
に
供
養
の
心
を
新
た
に
す

る
俳
文
と
し
た
い
。

桃
は
初
秋
の
も
の
と
す
る
。
桃
の
実
・
白

桃
・
水
蜜
桃
・
毛
桃
・
油
桃
な
ど
の
季
語
が

並
ぶ
。

真
言
密
教
の
聖
地
で
お
大
師
さ
ま
を
思
い

な
が
ら
、
恩
賀
と
み
子
は
み
ず
み
ず
し
い
汁

気
の
多
い
水
蜜
桃
を
味
わ
っ
て
い
る
。

仏
へ
の
供
養
に
と
も
ら
っ
た
梨
が
十
個
ほ

ど
。
正
岡
子
規
の
人
と
な
り
へ
の
熱
い
思
い

が
あ
る
私
に
は
、
な
つ
か
し
く
、
好
も
し
い
感

情
が
あ
ふ
れ
て
く
る
。

相
生
垣
瓜
人
の
句
に
、
「
子
規
よ
り
も
多

く
の
柿
を
食
ひ
得
し
か
」
と
あ
る
が
、
子
規

の
柿
好
き
は
も
と
よ
り
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
有
名
な
「
柿
く
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法

隆
寺
」
も
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
さ
ら

に
親
し
み
が
増
す
わ
け
で
あ
る
が
、
細
見
綾

子
は
同
じ
大
和
の
、
あ
の
中
将
姫
伝
説
と
当

麻
曼
荼
羅
で
名
高
い
当
麻
寺
を
仰
い
で
柿
を

食
べ
て
い
る
。

な
お
柿
は
晩
秋
の
季
語
で
あ
り
、
季
語
欄

に
は
、
渋
柿
・
甘
柿
・
樽
柿
・
串
柿
・
こ
ろ

柿
・
吊
し
柿
・
干
柿
な
ど
関
連
す
る
語
も
多

い
が
、
禅
寺
丸
・
衹
園
坊
・
伽
羅
柿
・
円
座

柿
・
十
夜
柿
な
ど
の
仏
教
季
語
も
多
い
。

虚
子
門
の
岡
安
迷
子
の
句
に
山
栗
の
な
つ

か
し
い
味
を
思
う
と
と
も
に
、
私
自
身
の
子

供
時
代
の
栗
拾
い
の
思
い
出
に
心
を
遊
ば
せ

る
。上

五
を
「
不
断
燈
」
と
区
切
っ
て
読
む
が
、

灯
明
に
赤
く
映
え
る
林
檎
の
際
立
っ
た
赤
色

を
、
さ
ら
に
大
き
く
包
む
御
仏
の
大
慈
光
を

見
据
え
て
い
る
大
野
林
火
の
句
で
あ
る
。

大
正
天
皇
へ
奉
答
句
を
捧
げ
た
感
慨
を
詠

ん
だ
、
「
渋
柿
の
ご
と
き
も
の
に
て
は
候
へ

ど
」
の
句
で
知
ら
れ
る
松
根
東
洋
城
の
一
句

で
あ
る
。
『
無
量
寿
経
』
に
は
、
「
そ
の
仏
の

国
土
に
は
、
自
然
の
七
宝
、
①
金
②
銀
③
瑠

璃
④
珊
瑚
⑤
琥
珀
⑥
硨
磲
⑦
瑪
瑙
を
も
っ
て

合
成
し
て
地
と
せ
り
」
と
い
う
経
文
が
あ

り
、
仏
典
に
お
け
る
七
宝
の
出
典
の
一
つ
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
珊
瑚
の
代
わ
り
に

葡
萄
が
入
っ
て
、
七
宝
が
完
成
し
て
い
る
。

秋
の
果
実
の
供
え
物
、
私
は
や
は
り
お
い

し
く
食
べ
る
方
に
心
が
は
や
っ
て
い
る
。

（
大
正
大
学
学
長
）

沈
む
色
浮
く
色
秋
果
盛
ら
れ
け
り
 

（
貞
峰
）

桃
を
吸
う
密
教
の
地
に
し
た
た
ら
し
 （

と
み
子
）

仏
へ
と
梨
十
ば
か
り
も
ら
ひ
け
り
 

（
子
規
）

当
麻
寺
の
塔
の
見
え
ゐ
し
柿
を
食
む
 

（
綾
子
）

童
等
と
落
栗
拾
ふ
山
の
僧
 

（
迷
子
）

不
断
燈
仏
の
林
檎
真
赤
に
す
 

（
林
火
）

金
銀
瑠
璃
硨
磲
瑪
瑙
琥
珀
葡
萄
か
な
 （

東
洋
城
）

五
・
六
・
七
月
の

行
事
報
告

開
山
忌
法
要・

能
楽
奉
納

6
月
14
日（
土
）

※
表
紙
写
真
を
ご
覧
下
さ
い
。

郡
上
お
ど
り

in
青
山
法
要

6
月
28
日（
土
）

法
要
後
に
本
堂
で
郡
上
お
ど

り
を
奉
納
す
る
郡
上
お
ど
り

保
存
会
の
皆
さ
ん
。

施
餓
鬼
会
法
要

5
月
17
日（
土
）

団
体
参
拝
旅
行

―
大
本
山
善
導
寺
―

5
月
26
日（
月
）〜

　27
日（
火
）

こ
と
さ
ら

け
も
も

じ ふ
だ
ん
と
う

ね
ん

ご
う
じ
ょ
う

わ
ら
べ
ら

し
ゅ
う
か

台下にご垂示頂きました。
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盂蘭盆会法要
7月13日（日）
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阿
弥
陀
佛
と
　
心
は
西
に

空
蝉
の
　
も
ぬ
け
果
て
た
る

声
ぞ
涼
し
き

法
然
上
人
御
詠

蜩
の
声
に
夏
の
寂
し
さ
を
感
じ
る
今
日
こ

の
頃
。
盛
夏
の
疲
れ
の
出
や
す
い
時
期
で
す

が
、
夏
風
邪
な
ど
召
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

先
日
立
秋
を
迎
え
、
暦
の
上
で
は
秋
を
迎

え
ま
し
た
。
そ
し
て
来
月
は
秋
分
を
迎
え
ま

す
。
こ
の
秋
分
を
迎
え
る
日
を
中
心
に
行
わ

れ
る
仏
教
行
事
が
「
お
彼
岸
」
で
す
。

「
彼
岸
」
と
は
「
彼
の
岸
（
む
こ
う
の

岸
）」
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
様
の
い
ら
っ
し
ゃ
る

西
方
極
楽
浄
土
を
指
し
ま
す
。
春
分
・
秋
分

の
日
に
は
、
昼
と
夜
の
時
間
が
等
し
く
な

り
、
太
陽
は
真
東
か
ら
真
西
に
沈
み
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
に
阿
弥
陀
様
を
礼

拝
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
、
日
本

独
自
の
仏
教
行
事
、「
お
彼
岸
」
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
冒
頭
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
お
詠
は

法
然
上
人
御
作
の
も
の
で
、「
南
無
阿
弥
陀

仏
を
お
称
え
し
て
い
る
と
、
心
は
西
方
極
楽

浄
土
に
向
き
、
ま
る
で
蝉
が
脱
皮
し
た
時
の

（
声
が
清
々
し
い
）
よ
う
に
、
妄
念
も
な
く

な
り
、
念
仏
の
声
が
清
々
し
い
こ
と
で
す
」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
季
節
感
が
あ

り
、
お
念
仏
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。

来
月
の
九
月
二
十
三
日
、
梅
窓
院
で
は
お

彼
岸
の
大
法
要
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
家

族
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
み
な
さ
ん

共
々
に
声
高
ら
か
に
お
念
仏
を
お
称
え
致
し

ま
し
ょ
う
。

（
法
務
部
）

三
遊
亭
多
歌
介 

師
匠 

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
6
6
年
11
月
26
日
東
京
都
江
東
区
生
ま
れ
。

父
親
の
転
勤
で
日
本
各
地
を
転
々
と
し
、小
学
校
で

人
を
笑
わ
せ
る
幸
せ
に
目
覚
め
る
。中
学
校
で
は
落

研
を
創
設
し
、現
在
も
後
輩
に
指
導
を
し
て
い
る
。

モ
ッ
ト
ー
は「
落
語
は
世
界
を
救
う
！
」。

1
9
8
3
年
　三
遊
亭
圓
歌
に
入
門
。

1
9
8
9
年
　二
つ
目
昇
進「
歌
風
」改
名

1
9
9
7
年
　真
打
昇
進「
三
遊
亭
多
歌
介
」襲
名

彼
岸
寄
席 
午
後
一
時
〜

地
下
二
階  

祖
師
堂
に
て

秋
彼
岸
会
法
要 

午
後
二
時
〜

地
下
二
階  

祖
師
堂
に
て

※
ご
法
要
の
受
付
は
一
階
観
音
堂
に
て
お
済
ま
せ
下
さ
い
。

秋
彼
岸
法
要

九
月
二
十
三
日
（
火
）

平成26年度
秋の動物慰霊法要のお知らせ
梅窓院の僧侶がご供養に努めます。
ぜひご参列下さい。
正午～　2階本堂にて
主催：株式会社日本エキスパートシステム

三遊亭多歌介師匠

秋
彼
岸
に
寄
せ
て

前
座
：
林
家
つ
る
子
さ
ん

塔婆申込み方法
塔婆回向料…１本／7000円
●同封のハガキにご記入の上9月15日必着で
お申込み下さい。

●御回向料は、同封の振込用紙で郵便局にてお
支払い頂くか、受付までお持ち下さい。（銀
行・コンビニでのお支払いはできません。）

お檀家様へお願い
●お彼岸前後の土・日・祝日はお参りに来られ
る方で境内が大変混み合います。ご来寺の際
は電車等、公共交通機関をご利用下さい。

●9月20日～26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。ご協力お願い致
します。

◆
第
五
回 

写
真
コ
ン
ク
ー
ル
の
お
知
ら
せ
◆

応
募
作
品
を
観
音
堂（
一階
）に
展
示
致
し
ま
す
。テ
ー
マ
は
自
由
で

締
め
切
り
は
九
月
十
四
日
で
す
。ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

※
詳
細
は
前
号
同
封
の
ち
ら
し
で
ご
確
認
下
さ
い
。
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法
話 

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

秋
の
果
実
の
供
え
物

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
27
）

実
り
の
秋
は
万
木
千
草
に
豊
か
な
結
実

を
も
た
ら
す
。
日
本
列
島
の
東
西
南

北
、
い
ず
れ
の
土
地
で
も
五
穀
は
豊
穣
に
し

て
、
収
穫
の
喜
び
に
感
謝
の
思
い
も
殊
更
で

あ
る
。

と
り
わ
け
、
秋
の
実
り
の
代
表
が
秋
の
く

だ
も
の
（
果
物
、
菓
物
）、
秋
果
で
あ
る
。
春
先

か
ら
初
夏
に
か
け
て
咲
い
た
花
が
、
や
が
て

秋
に
な
っ
て
樹
木
の
枝
に
た
わ
わ
に
実
る
大

自
然
の
す
ば
ら
し
い
贈
り
物
で
あ
る
。
桃
・

梨
・
柿
・
栗
・
林
檎
・
葡
萄
な
ど
、
色
と
り

ど
り
、
味
も
さ
ま
ざ
ま
に
お
い
し
い
秋
の
果

実
で
あ
る
。

「
く
だ
も
の
」
の
「
く
」
は
木
の
こ
と
、

「
だ
」
は
「
の
」
の
こ
と
で
、
木
の
物
、
木
に

な
る
物
の
意
味
で
あ
る
。

果
物
籠
や
果
物
鉢
・
果
物
皿
に
盛
ら
れ
た

色
彩
も
い
ろ
い
ろ
な
く
だ
も
の
を
眺
め
て
、

岡
田
貞
峰
は
満
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
果
物
急
ぎ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
私

な
ど
は
、
早
く
食
べ
た
い
思
い
が
先
に
な
っ

て
、
思
わ
ず
手
が
出
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ

る
。さ

て
今
回
は
、
仏
壇
や
供
養
棚
に
供
え
る

秋
の
く
だ
も
の
に
仏
心
を
託
し
て
、
果
実
の

実
り
に
深
く
感
謝
し
な
が
ら
、
ま
ご
こ
ろ
の

こ
も
っ
た
供
え
物
に
供
養
の
心
を
新
た
に
す

る
俳
文
と
し
た
い
。

桃
は
初
秋
の
も
の
と
す
る
。
桃
の
実
・
白

桃
・
水
蜜
桃
・
毛
桃
・
油
桃
な
ど
の
季
語
が

並
ぶ
。

真
言
密
教
の
聖
地
で
お
大
師
さ
ま
を
思
い

な
が
ら
、
恩
賀
と
み
子
は
み
ず
み
ず
し
い
汁

気
の
多
い
水
蜜
桃
を
味
わ
っ
て
い
る
。

仏
へ
の
供
養
に
と
も
ら
っ
た
梨
が
十
個
ほ

ど
。
正
岡
子
規
の
人
と
な
り
へ
の
熱
い
思
い

が
あ
る
私
に
は
、
な
つ
か
し
く
、
好
も
し
い
感

情
が
あ
ふ
れ
て
く
る
。

相
生
垣
瓜
人
の
句
に
、
「
子
規
よ
り
も
多

く
の
柿
を
食
ひ
得
し
か
」
と
あ
る
が
、
子
規

の
柿
好
き
は
も
と
よ
り
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
有
名
な
「
柿
く
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法

隆
寺
」
も
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
さ
ら

に
親
し
み
が
増
す
わ
け
で
あ
る
が
、
細
見
綾

子
は
同
じ
大
和
の
、
あ
の
中
将
姫
伝
説
と
当

麻
曼
荼
羅
で
名
高
い
当
麻
寺
を
仰
い
で
柿
を

食
べ
て
い
る
。

な
お
柿
は
晩
秋
の
季
語
で
あ
り
、
季
語
欄

に
は
、
渋
柿
・
甘
柿
・
樽
柿
・
串
柿
・
こ
ろ

柿
・
吊
し
柿
・
干
柿
な
ど
関
連
す
る
語
も
多

い
が
、
禅
寺
丸
・
衹
園
坊
・
伽
羅
柿
・
円
座

柿
・
十
夜
柿
な
ど
の
仏
教
季
語
も
多
い
。

虚
子
門
の
岡
安
迷
子
の
句
に
山
栗
の
な
つ

か
し
い
味
を
思
う
と
と
も
に
、
私
自
身
の
子

供
時
代
の
栗
拾
い
の
思
い
出
に
心
を
遊
ば
せ

る
。上

五
を
「
不
断
燈
」
と
区
切
っ
て
読
む
が
、

灯
明
に
赤
く
映
え
る
林
檎
の
際
立
っ
た
赤
色

を
、
さ
ら
に
大
き
く
包
む
御
仏
の
大
慈
光
を

見
据
え
て
い
る
大
野
林
火
の
句
で
あ
る
。

大
正
天
皇
へ
奉
答
句
を
捧
げ
た
感
慨
を
詠

ん
だ
、
「
渋
柿
の
ご
と
き
も
の
に
て
は
候
へ

ど
」
の
句
で
知
ら
れ
る
松
根
東
洋
城
の
一
句

で
あ
る
。
『
無
量
寿
経
』
に
は
、
「
そ
の
仏
の

国
土
に
は
、
自
然
の
七
宝
、
①
金
②
銀
③
瑠

璃
④
珊
瑚
⑤
琥
珀
⑥
硨
磲
⑦
瑪
瑙
を
も
っ
て

合
成
し
て
地
と
せ
り
」
と
い
う
経
文
が
あ

り
、
仏
典
に
お
け
る
七
宝
の
出
典
の
一
つ
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
珊
瑚
の
代
わ
り
に

葡
萄
が
入
っ
て
、
七
宝
が
完
成
し
て
い
る
。

秋
の
果
実
の
供
え
物
、
私
は
や
は
り
お
い

し
く
食
べ
る
方
に
心
が
は
や
っ
て
い
る
。

 

（
大
正
大
学
学
長
）

沈
む
色
浮
く
色
秋
果
盛
ら
れ
け
り
 

（
貞
峰
）

桃
を
吸
う
密
教
の
地
に
し
た
た
ら
し
 （

と
み
子
）

仏
へ
と
梨
十
ば
か
り
も
ら
ひ
け
り
 

（
子
規
）

当
麻
寺
の
塔
の
見
え
ゐ
し
柿
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五
・
六
・
七
月
の

行
事
報
告

阿川台下にご垂示頂きました。
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）

※
表
紙
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真
を
ご
覧
下
さ
い
。

第62回念仏と法話の会
6月19日（木） 
5回表彰の荒川悠一様（右）、
20回表彰の山口節子様（左）。

盂蘭盆会法要
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郡
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in
青
山
法
要

6
月
28
日（
土
）

法
要
後
に
本
堂
で
郡
上
お
ど
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を
奉
納
す
る
郡
上
お
ど
り

保
存
会
の
皆
さ
ん
。
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法
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と
う
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ん

ご
う
じ
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わ
ら
べ
ら

し
ゅ
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か



いまい・しょうじゅん
昭和２7年神奈川県生まれ。大正大学仏教学部を卒業後、大学院への
誘いを断り今でいうフリーター生活を２年過ごし、私立女子高校の非常
勤講師に。以後、その人柄が買われ正式採用、生徒会指導部長、教務
部長、教頭、副校長などを歴任。平成２3年に退校しても教育顧問や理
事会監事を務める。平成21年に三樹院住職に就任し現在に至る。

今
井 

正
純（
い
ま
い

　し
ょ
う
じ
ゅ
ん
）上
人
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住
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　連載でお送りしている囲む人々の梅真会シリーズ、今号は
神奈川県の三浦半島にある三樹院、今井正純住職にお話を
伺いました。梅窓院の寮が賑やかだった頃の思い出をたどっ
て頂きました。

◆本日はお忙しいにも関わらず、ありがとうございます。今日
は昔を思い出して頂き、梅窓院時代のことをお聞かせ下
さい。
今井正純住職（以下　今井）　はい、懐かしいですね。
◆梅窓院の寮に入ったきっかけをお聞かせ下さい。
今井　今も毎月届けられていますが、浄土宗が官報として全
寺院に配布している『宗報』の募集欄で見たのがきっかけで
す。大正大学新入生の住み込み寮の募集でした。
◆当時は随身という住み込み学生をいくつものお寺が受け
入れていたと聞きますが、梅窓院を選ばれた理由は何で
したか。
今井　初心者で構わないこと、と謳ってあったからです。
　というのも高校生の時に先々代住職の祖父が遷化し、忙しく
なった先代の父の姿を見るうちに、僧侶になろうと決心しました
が、先代は長男の私が自然に寺を継ぐようにと子供の頃から
一緒にお経を読ませることをしない人でした。ですので、お経
は何一つ読めない。そんな私にこの謳い文句はぴったりでした。
◆なるほど。お寺生まれながら、全くの白紙で応募された。
今井　ええ。でも、本当に何もできないことを伝えると、一度師
僧と一緒に面接に来なさい、ということになって、地元の中学で
教頭（教科は数学）をしていた先代がやりくりして一緒に行っ
てくれたことを覚えています。真哉住職にお会いしたら、「当山
寮生で、初めての志願兵だ」と言われました。どうやらそれまで
は師匠や知人の紹介学生ばかりだったようです。
◆なるほど、志願兵第１号ですか。そして寮生活が始まった
のですね。
今井　はい、でもいざ入ってみると同期の寮生はみんな一通り
どころかしっかりお経が読める。先代住職の奥様からは、「あな
た、頑張らないと一番先に寮を出ていくことになるわよ」と励まさ
れました。
◆大変なスタートとなりましたね。
今井　そうですね、ですが、昭和46年3月15日に入りましたが、
その翌日に１人、翌 日々に１人と寮生が入ってきました。当時、
寮の決まりごとで、一番下が食事の時にご飯を盛り付け、二番
目が味噌汁をよそうことになっていましたが、私は一日でご飯を、

二日で味噌汁当番を卒業しました（笑）。
◆一番の思い出は何でしょう。
今井　３日間続けて入ってきた私たち新人の歓迎会ですね。
入って一週間後でしたか、退寮される3人の先輩と斉藤さん、
小島さん、梅田さんという先輩方が、私たち3人の入寮祝いを
してあげるから家からもらってきた小遣いを出すように言われ、
そこから必要な定期代と教科書代がそれぞれに戻された後、
残ったお金で買い出しに行ってくるように言われました。
◆あららら。
今井　言われた物を買い出して帰ると、地下からビールを持っ
てこいと、後で知りましたがこのビール、真哉住職のビールでし
た……。そして大宴会です。後片付も３人でさせられて……。
これって、新人歓迎会ですかね。
◆いいえ、先輩に新人がご馳走させられた会、ですね。
今井　もう、この先輩方の内4人は遷化されていますが、ひど
い先輩たちですよね（笑）。
◆きっと、極楽浄土で笑っています。
　大学の勉強はいかがでした。
今井　私は高校では理科系でしたから漢文や古文は全く
習っていなくて……、ですが真哉住職のご友人だった安居先
生や丸山先生などが梅窓院に来られた時に一から教えてくれ
まして、大変有難かったですね。
◆昔から梅窓院は人の出入りが多いお寺だったのですね。
今井　もうひとつ。私が２年生の時、先代である父が教頭から
校長試験を受けるにあたって、教育委員会としては校長であ
る父がお寺の仕事で学校を休まれるのは困る、代わりにお寺
の仕事をしてくれる僧侶はいるのか、ということになり、普通は４
年生で入る僧侶になる加行（最後の修行）に３年生で入れて
もらいました。なおかつ、真哉住職に一筆書いてもらいました。
今、考えると随分バックアップしてもらっていましたね。
◆特別扱いだったのですね。それは今井さんが真面目で優
秀だったからでしょう。
今井　いえいえ、真孝前住職と真哉住職に色 ご々指導頂い
たおかげです。
◆お二人のことをお話し頂けますか。
今井　真孝先生は誰でも分け隔てなく接され、説得力が身体
から滲み出てくる、暖か味溢れる先生でした。真哉先生は神
経が細かく、気は短めでした。その分、とても良く気がつく先生
で、いつも着物姿でお洒落で、そして何より、新聞や本をよく読
まれていて色 な々事を教えて下さいました。
◆そうですか、このシリーズのおかげでお二人の人柄に触
れられます。
最後に、今井先生のお寺が海に近く、梅窓院一行も遊び
に来ていたと聞きましたが。
今井　ええ、海水浴には持ってこいのロケーションですから、
何回もお見えになっています。
◆では、また今度伺わせて頂きます。
　本日はお忙しい中、大変ありがとうございました。
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ご
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尊
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前
回
で
袈
裟
の
話
を
し
ま
し
た
が
、

今
回
は
入
檀
さ
れ
た
時
に
お
渡
し
し

た
輪
袈
裟
と
数
珠
の
話
で
す
。

輪
袈
裟
は
袈
裟
の
中
で
は
も
っ
と

も
扱
い
や
す
い
も
の
で
、
そ
の
名
の
通

り
輪
っ
か
の
形
状
で
、
首
に
か
け
る
だ

け
、
そ
し
て
二
つ
折
り
に
も
な
る
携
帯

し
や
す
い
袈
裟
で
す
。

で
す
が
、
か
け
る
時
に
は
ち
ょ
っ
と

注
意
が
必
要
で
す
。
写
真
1
、
2
と
説

明
を
参
考
に
し
て
下
さ
い
。
か
け
た
時

に
首
の
後
ろ
に
く
る
梅
窓
院
の
寺
紋

の
上
下
が
逆
さ
ま
に
な
ら
な
い
の
が

ポ
イ
ン
ト
で
、
正
し
く
か
け
る
と
、
梅

窓
院
の
文
字
が
人
か
ら
見
る
と
右

側
、
自
分
が
見
下
ろ
す
と
左
手
側
に

き
ま
す
。

扱
い
方
と
し
て
は
、
食
事
を
す
る
時

と
、
洗
面
所
に
入
る
時
は
は
ず
し
ま

す
。
そ
し
て
、
畳
や
床
に
は
直
接
置
か

な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
ま
た
、で
き
れ

ば
か
け
る
時
に
大
げ
さ
で
な
く
て
構

い
ま
せ
ん
が
、
恭
し
く
頂
い
て
小
さ
な

声
で
念
仏
を
称
え
気
持
ち
を
込
め
て

か
ら
か
け
ま
す
。

次
に
数
珠
で
す
が
、
皆
さ
ん
に
お

渡
し
し
た
数
珠
は
日
課
数
珠
と
い
い

ま
す
。
普
段
は
左
手
首
に
か
け
て
お

き
、
合
掌
す
る
時
は
親
指
に
か
け
ま

す
。
写
真
3
と
説
明
を
参
考
に
し
て

下
さ
い
。

こ
の
数
珠
は
二
連
の
数
珠
と
い
っ
て

浄
土
宗
だ
け
の
特
別
な
数
珠
で
、
念

仏
を
称
え
る
時
の
数
取
り
の
道
具
に

も
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い
ま
す
。
念
仏
を
称
え
る
時

に
、
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無
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仏
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二
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と
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（
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4
）、
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に
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の
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。
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に
、

「
し
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と
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う
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平
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た

い
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と
六
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の
丸
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が
ぶ
ら
下
が
っ

て
い
ま
す
（
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5
）。

こ
れ
を
左
手
で
う
ま
く
操
る
こ
と

で
暗
闇
で
も
念
仏
の
数
を
数
え
ら
れ

る
、い
わ
ば
算
盤
や
計
算
機
の
役
目
を

果
た
す
の
で
す
。

浄
土
宗
で
は
念
仏
の
多
い
少
な
い

を
問
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
生
活

の
中
に
念
仏
は
当
た
り
前
、で
き
れ
ば

「
念
仏
の
中
に
生
活
が
あ
る
」の
が
理

想
で
、こ
の
数
珠
が
大
い
に
役
立
つ
の

で
す
。
数
え
方
は
写
真
4
〜
6
と
説

明
を
参
考
に
し
て
下
さ
い
。

輪
袈
裟
と
日
課
数
珠
、
葬
儀
や
法

事
、
法
要
に
参
列
さ
れ
る
時
に
は
忘

れ
ず
に
お
持
ち
下
さ
い
。

梅窓院通信 No.72 4

浄
土
宗
の
仏
具
と
衣

輪
袈
裟
と
数
珠

第
２
回

輪袈裟にもいろいろな色や柄があります。

お寺からお渡しする輪袈裟セット。

輪袈裟のかけ方
首の後ろにくる梅窓院の紋の上下が
正しくなるようにかけます。正しくかけた
状態の写真を参考にして下さい。

日課数珠での数のとり方
●二連のうちの同じ大きさの珠の輪を人差指の上に乗せ親指
で挟む。小さい珠が入っている輪を中指の上に乗せ人差指
で挟む（写真4）。
●念仏を一回称えるたびに親指で珠を一つくくり一周して親珠
に戻ったら、二連の小さい珠が入っている輪を一つくくる。
●これを繰り返し、小さい珠が入っている輪の親珠に戻ってきた
ら、したらの十個の平珠を一つくくる。十個の平珠が一周した
ら、六個の珠を一つくくる。
●以上を繰り返す。六個の珠がくくり終わると約六万遍の念仏
を称えたことになります。

日課数珠のかけ方
合掌した親指と人差指の間にかけます。

■1

■2

■3

したらの部分。

■5

大きい親玉からスタート。

■4
■6

な
む
あ
み
だ
ぶ

た
ま
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誘いを断り今でいうフリーター生活を２年過ごし、私立女子高校の非常
勤講師に。以後、その人柄が買われ正式採用、生徒会指導部長、教務
部長、教頭、副校長などを歴任。平成２3年に退校しても教育顧問や理
事会監事を務める。平成21年に三樹院住職に就任し現在に至る。

　連載でお送りしている囲む人々の梅真会シリーズ、今号は
神奈川県の三浦半島にある三樹院 住職にお話を
伺いました。梅窓院の寮が賑やかだった頃の思い出をたどっ
て頂きました。

◆本日はお忙しいにも関わらず、ありがとうございます。今日
は昔を思い出して頂き、梅窓院時代のことをお聞かせ下
さい。

はい、懐かしいですね。
◆梅窓院の寮に入ったきっかけをお聞かせ下さい。

　今も毎月届けられていますが、浄土宗が官報として全
寺院に配布している『宗報』の募集欄で見たのがきっかけで
す。大正大学新入生の住み込み寮の募集でした。
◆当時は随身という住み込み学生をいくつものお寺が受け
入れていたと聞きますが、梅窓院を選ばれた理由は何で
したか。
　初心者で構わないこと、と謳ってあったからです。

　というのも高校生の時に先々代住職の祖父が遷化し、忙しく
なった先代の父の姿を見るうちに、僧侶になろうと決心しました
が、先代は長男の私が自然に寺を継ぐようにと子供の頃から
一緒にお経を読ませることをしない人でした。ですので、お経
は何一つ読めない。そんな私にこの謳い文句はぴったりでした。
◆なるほど。お寺生まれながら、全くの白紙で応募された。

　ええ。でも、本当に何もできないことを伝えると、一度師
僧と一緒に面接に来なさい、ということになって、地元の中学で
教頭（教科は数学）をしていた先代がやりくりして一緒に行っ
てくれたことを覚えています。真哉住職にお会いしたら、「当山
寮生で、初めての志願兵だ」と言われました。どうやらそれまで
は師匠や知人の紹介学生ばかりだったようです。
◆なるほど、志願兵第１号ですか。そして寮生活が始まった
のですね。
　はい、でもいざ入ってみると同期の寮生はみんな一通り

どころかしっかりお経が読める。先代住職の奥様からは、「あな
た、頑張らないと一番先に寮を出ていくことになるわよ」と励まさ
れました。
◆大変なスタートとなりましたね。

　そうですね、ですが、昭和46年3月15日に入りましたが、
その翌日に１人、翌 日々に１人と寮生が入ってきました。当時、
寮の決まりごとで、一番下が食事の時にご飯を盛り付け、二番
目が味噌汁をよそうことになっていましたが、私は一日でご飯を、

二日で味噌汁当番を卒業しました（笑）。
◆一番の思い出は何でしょう。

　３日間続けて入ってきた私たち新人の歓迎会ですね。
入って一週間後でしたか、退寮される3人の先輩と さん、
さん さんという先輩方が、私たち3人の入寮祝いを

してあげるから家からもらってきた小遣いを出すように言われ、
そこから必要な定期代と教科書代がそれぞれに戻された後、
残ったお金で買い出しに行ってくるように言われました。
◆あららら。

　言われた物を買い出して帰ると、地下からビールを持っ
てこいと、後で知りましたがこのビール、真哉住職のビールでし
た……。そして大宴会です。後片付も３人でさせられて……。
これって、新人歓迎会ですかね。
◆いいえ、先輩に新人がご馳走させられた会、ですね。

　もう、この先輩方の内4人は遷化されていますが、ひど
い先輩たちですよね（笑）。
◆きっと、極楽浄土で笑っています。
大学の勉強はいかがでした。
　私は高校では理科系でしたから漢文や古文は全く

習っていなくて……、ですが真哉住職のご友人だった 先
生や 先生などが梅窓院に来られた時に一から教えてくれ
まして、大変有難かったですね。
◆昔から梅窓院は人の出入りが多いお寺だったのですね。

　もうひとつ。私が２年生の時、先代である父が教頭から
校長試験を受けるにあたって、教育委員会としては校長であ
る父がお寺の仕事で学校を休まれるのは困る、代わりにお寺
の仕事をしてくれる僧侶はいるのか、ということになり、普通は４
年生で入る僧侶になる加行（最後の修行）に３年生で入れて
もらいました。なおかつ、真哉住職に一筆書いてもらいました。
今、考えると随分バックアップしてもらっていましたね。
◆特別扱いだったのですね。それは さんが真面目で優
秀だったからでしょう。
　いえいえ、真孝前住職と真哉住職に色 ご々指導頂い

たおかげです。
◆お二人のことをお話し頂けますか。

　真孝先生は誰でも分け隔てなく接され、説得力が身体
から滲み出てくる、暖か味溢れる先生でした。真哉先生は神
経が細かく、気は短めでした。その分、とても良く気がつく先生
で、いつも着物姿でお洒落で、そして何より、新聞や本をよく読
まれていて色 な々事を教えて下さいました。
◆そうですか、このシリーズのおかげでお二人の人柄に触
れられます。
最後に 先生のお寺が海に近く、梅窓院一行も遊び
に来ていたと聞きましたが。
　ええ、海水浴には持ってこいのロケーションですから、

何回もお見えになっています。
◆では、また今度伺わせて頂きます。
本日はお忙しい中、大変ありがとうございました。

、

、

、



今回紹介するのは、一期一会の料
理を楽しめる日本料理屋。毎日来店
しても新しい味や料理を味わっても
らえるように、同じ素材でも調理方法
や味付けを変えるというこだわりよう。
少々敷居は高く感じるが、主人の神
谷さんは「若い人にも本当に美味し
いものの味を教えてあげたい」と語り、
お昼なら豪華な弁当が3,000円
で味わうことが出来る。他にランチメ
ニューは5 , 0 0 0 円・7 , 0 0 0 円・
10,000円の懐石くずしと、5,000円・
7,000円のそば会席。

特徴は、コースにメイン料理がな
いこと。季節の名物を取り合わせ、お
互いの味を邪魔しない料理が集まっ
て一つの料理が完成するという。人
気の揚そばがき、さわやかなトマト
ジュレ、出汁にこだわった吸い物。確
かにメインがなくても一つひとつに感動し、全体が調和している。落ち着いた空
間で感動のお料理をぜひ味わって頂きたい。ちなみに梅窓院からも歩いて行け
る近さです。
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　夏
が
過
ぎ
る
と
秋
。秋
と
い
え
ば「
菊
」や「
月
」が
頭
に
浮
か
び
ま
す
。中
で
も
月
の

季
語
は
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。陰
暦
八
月
十
五
日
の
季
語
は「
十
五

夜
」「
名
月
」「
望
月
」「
月
今
宵
」な
ど
が
あ
り
、雲
の
た
め
月
が
見
え
な
い
と
き
は「
無

月
」、雨
の
と
き
は「
雨
月
」が
使
わ
れ
ま
す
。そ
し
て
前
日
に
は「
待
宵
」、十
五
夜
の
次

の
日
は「
十
六
夜
」、そ
れ
か
ら
一
日
毎
に「
立
待
月
」「
居
待
月
」「
寝
待
月
」と
続
き
ま

す
。こ
れ
ら
の
季
語
に
は
、月
に
対
す
る
日
本
人
の
細
や
か
な
感
覚
が
現
わ
れ
て
い
ま

す
。こ
の
秋
は
月
の
季
語
の
そ
れ
ぞ
れ
を
詠
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

選
者『
ウ
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ッ
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俳
句
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』編
集
長

大
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夫

次回は「秋の季語」でご自由にお詠み下さ
い。10月20日を締切、平成27年1月発送の

『新年号』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
番号までご連絡下さい。

投句募集
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秋
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撃
退
！

第
五
十
六
回

「
日
本
料
理
」と
言
う
と
、あ
ま
り
身
近

な
感
じ
が
せ
ず
、ど
ん
な
料
理
を
言
う
の
、

と
い
う
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
す

が
、季
節
の
素
材
を
、そ
の
味
や
風
味
を
活

か
し
て
食
べ
る
料
理
で
、調
理
方
法
に
決

ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、四
季
の

彩
に
溢
れ
、海
に
囲
ま
れ
、山
や
川
も
豊
か

な
日
本
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
最
も
自
然

で
私
た
ち
に
親
し
み
や
す
い
料
理
と
い
う

こ
と
を
覚
え
て
お
い
て
下
さ
い
。

数
年
前
に
銀
座
に
同
じ「
神
谷
」と
い
う

店
を
出
し
ま
し
た
が
、場
所
柄
も
あ
る
の

か
、若
い
カ
ッ
プ
ル
が
多
く
来
て
く
れ
て
い

ま
す
。記
念
日
な
ど
特
別
な
時
に
、少
々
奮

発
し
て
の
来
店
で
し
ょ
う
が
、幅
広
い
層
の

方
に
日
本
料
理
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
の
は

嬉
し
い
か
ぎ
り
で
す
。

さ
て
、「
日
本
料
理
」と
は
実
は
関
東
料

理
と
関
西
料
理
が
一
緒
に
な
っ
て
生
ま
れ

た
も
の
な
の
で
す
。す
で
に
関
東
料
理
を
出

し
て
い
る
店
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
が
、関
東
料
理
と
は
見
て
楽
し
む
、お
土

産
で
も
持
っ
て
帰
れ
る
味
の
濃
い
料
理
で
、

い
わ
ば
お
正
月
の
お
せ
ち
料
理
と
思
っ
て

頂
け
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
で
す
ね
。

そ
れ
に
対
し
て
、関
西
料
理
は
薄
味
の

食
い
切
り
料
理
、と
い
う
こ
と
で
す
。濃
い

味
に
慣
れ
て
い
る
人
が
、こ
の
薄
味
を
本

当
に
美
味
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
に
は
三
か
月
ぐ
ら
い
か
か
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

「
日
本
料
理
」の
特
徴
と
い
え
ば
他
の
料

理
の
邪
魔
を
し
な
い
こ
と
で
す
ね
。た
と
え

ば
七
品
あ
っ
た
ら
、そ
の
七
品
全
部
が
後

を
引
か
な
い
。そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
舌

を
楽
し
ま
せ
る
。こ
れ
を
言
う
の
は
簡
単

で
す
が
、な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
。

人
気
の
あ
る
女
優
さ
ん
が
主
役
を
演
じ

れ
ば
、脇
役
は
あ
る
程
度
の
俳
優
さ
ん
で

も
務
ま
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、人
気
俳

優
な
し
と
な
る
と
出
演
者
一
人
ひ
と
り
が

そ
れ
な
り
の
責
任
を
果
た
さ
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。日
本
料
理
も
同
じ
で
す
。主
役

と
な
る
メ
イ
ン
の
た
め
に
…
…
、で
は
な
く
、

料
理
一
品
一
品
が
影
響
し
合
わ
ず
、み
ん

な
主
役
と
な
る
わ
け
で
す
か
ら
。

今
世
界
的
に
注
目
を
浴
び
て
い
る
和
食

で
す
が
、コ
ー
ス
で
楽
し
む
和
食
料
理
は
こ

の
他
に
も
京
料
理
、精
進
料
理
、茶
懐
石
な

ど
、色
々
な
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
ま
す
。興
味

の
あ
る
方
は
実
際
に
食
べ
比
べ
し
て
み
て

青
山
散
歩
道

特
別
寄
稿

下
さ
い
。時
間
と
お
金
は
か
か
り
ま
す
が

（
笑
）、日
本
に
生
ま
れ
て
良
か
っ
た
と
思

う
こ
と
請
け
合
い
で
す
。

そ
れ
と
今
は
流
行
り
で
い
う
と
、そ
ば

が
ブ
ー
ム
で
す
ね
。料
理
人
で
も
そ
ば
が

自
分
で
打
て
る
と
、そ
れ
こ
そ
満
点
ど
こ

ろ
か
百
二
十
点
の
料
理
人
で
す
。そ
ば
を

好
む
人
は
多
く
、中
で
も
酒
飲
み
は
特
に

好
き
で
す
ね
。う
ち
で
も
そ
ば
畑
を
前
金

で
買
っ
て
、い
い
そ
ば
粉
を
納
め
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。昼
の
コ
ー
ス
料
理
の
中
で
も
そ

ば
は
人
気
で
、特
に
好
評
な
の
が
、揚
そ
ば

が
き
で
す
。こ
れ
は
絶
品
で
す
か
ら
ぜ
ひ
食

べ
に
来
て
下
さ
い
。

私
は
三
河
の
生
ま
れ
で
、家
は
床
屋
で

し
た
。上
の
兄
二
人
で
家
業
を
継
ぎ
、私
は

子
供
の
頃
に
よ
く
行
っ
た
親
戚
の
食
堂
で

料
理
に
惹
か
れ
ま
し
た
。良
き
師
に
恵
ま

れ
こ
こ
ま
で
来
ら
れ
た
こ
と
を
幸
せ
に

思
っ
て
い
ま
す
。そ
う
そ

う
、梅
窓
院
に
入
檀
し
た

の
は
落
合
務
さ
ん
の
勧

め
で
す
。三
河
の
本
家
は

神
道
で
し
た
が
、梅
窓
院

さ
ん
の
立
地
の
良
さ
も

あ
り
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

営業時間／ランチ11:30～15：00（L.O 14:30）
／ディナー17：30～22：30（L.O 21:30）
定休日／日曜日・祝日
席数／28席　個室別途料金あり、座敷利用は
昼席5,000円・夜席15,000円～
住所／東京都港区赤坂8-11-19
エクレール乃木坂 1階
TEL／03-3497-0489

梅窓院通信 No.727 梅窓院通信 No.72 6

秋
口
に
な
る
と
、咳

や
く
し
ゃ
み
が
出
た

り
、ぜ
ん
そ
く
が
ひ
ど

く
な
る
人
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
、空
気
が
冷
た

く
乾
燥
す
る
よ
う
に

な
る
秋
は
、こ
の
乾
い

た
空
気
を
吸
い
込
む

鼻
や
ノ
ド
、肺
な
ど
の

呼
吸
器
が
、か
ら
か
ら
に
乾
燥
し
て
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
や
す
く
な
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。

鼻
や
ノ
ド
の
粘
膜
は
、ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
の
侵
入
を
防
ぐ
、免
疫

シ
ス
テ
ム
の
第
一
関
門
で
す
。気
温
が
高
く
、適
度
な
湿
気
が
あ
れ

ば
、鼻
や
ノ
ド
も
潤
い
、免
疫
機
能
も
十
分
に
発
揮
で
き
ま
す
が
、

秋
の
乾
い
た
空
気
に
あ
う
と
免
疫
力
が
落
ち
て
、風
邪
や
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
な
ど
を
発
症
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、秋
は
肺
や
ノ
ド
を
潤
す
薬
効
の
あ
る
食
材
を
と
る

よ
う
に
し
ま
す
。梨
、柿
、百
合
根
、れ
ん
こ
ん
、か
ぶ
、里
芋
、大

根
、銀
杏
、栗
、き
の
こ
類
な
ど
。こ
れ
ら
秋
が
旬
の
食
物
は
、体
を

潤
し
て
咳
や
痰
な
ど
を
止
め
る
働
き
を
備
え
て
い
ま
す
。ま
た
、肺

と
大
腸
は
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
て
、呼
吸
器
の
異
常
は
お
腹
の
ト

ラ
ブ
ル
を
招
き
ま
す
。風
邪
に
か
か
る
と
お
腹
を
こ
わ
し
や
す
い

の
は
そ
の
た
め
で
す
。昔
か
ら
風
邪
に
は〝
生
姜
湯
〞や〝
ね
ぎ
味

噌
〞を
飲
む
習
慣
が
あ
り
ま
す
が
、ね
ぎ
、生
姜
な
ど
辛
味
の
食
物

は
呼
吸
器
と
大
腸
を
し
っ
か
り
ガ
ー
ド
し
て
く
れ
ま
す
。

山
形
の「
芋
煮
鍋
」は
秋
の
代
表
料
理
の
一
つ
で
す
が
、主
役
の

里
芋
は
、ぬ
め
り
成
分
が
胃
腸
を
活
性
化
し
て
、消
化
を
助
け
、便

通
を
よ
く
す
る
こ
と
は
科
学
的
に
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

古
い
血
の
塊
り
を
除
い
て
、血
行
を
よ
く
し
、皮
膚
や
粘
膜
の
炎
症

を
鎮
め
る
働
き
も
あ
り
ま
す
。

里
芋
、ね
ぎ
、こ
ん
に
ゃ
く
、厚
揚
げ
、豚
ば
ら
な
ど
を
煮
込
ん
だ

〝
芋
煮
鍋
〞で
、体
を
温
め
て
秋
風
邪
を
撃
退
し
ま
し
ょ
う
！

青 山 散 歩 道

日本料理 乃木坂 神谷

上／一番人気の揚そばがき。そばブームの中
で神谷さんが産み出した逸品です。
下／５,000円のランチのそばコース。目にも美
しい盛り付け、料理を引き立てるお皿、そして思
わず舌鼓を打つ料理。本物の日本料理を一度
は味わいましょう。 乃木神社下に「日本料理 　　　乃木坂 神谷」があります。

落ち着いた店内では着物姿の女性が
料理を運び説明してくれます。

★●

千代田線
乃木坂駅
1番出口

乃木会館

乃木神社

ローソン

外
苑
東
通
り 乃木坂 神谷

日 本 料 理
乃木坂 神谷

日
本
料
理
　乃
木
坂

神
谷

梅
窓
院
檀
信
徒

さ
ん

梅
窓
院
の
檀
家
さ
ん
の
お
店
を
紹
介
す
る
こ
の
青
山
散
歩
道
特
別
編
、第
三
回
は

乃
木
坂
で「
日
本
料
理
乃
木
坂
神
谷
」を
開
い
て
い
る

さ
ん
。昨
年
十

月
に
檀
家
さ
ん
に
な
ら
れ
た
ば
か
り
で
す
。世
界
的
に
も
注
目
を
浴
び
て
い
る
和

食
で
す
が
、店
名
の
肩
書
に
も
な
っ
て
い
る
日
本
料
理
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
す
。

18

1
9
4
7
年
愛
知
県
出
身
。中
学
卒
業
か
ら
料
理

人
道
に
入
る
。和
食
の
名
店
で
修
行
を
積
み
、「
赤

坂
　き
く
み
」の
料
理
長
を

年
務
め
る
。平
成
６

年「
日
本
料
理
乃
木
坂
神
谷
」を
開
店
。現
在
は

銀
座
な
ど
に
も
出
店
。ま
た
銀
座
三
越
惣
菜
売
り

場
に
も
出
店
し
て
い
る
。日
本
料
理
界
を
代
表
し

た
故
阿
部
孤
柳
氏
を
は
じ
め
多
く
の
名
料
理
人
と

の
交
友
が
あ
る
。



今回紹介するのは、一期一会の料
理を楽しめる日本料理屋。毎日来店
しても新しい味や料理を味わっても
らえるように、同じ素材でも調理方法
や味付けを変えるというこだわりよう。
少々敷居は高く感じるが、主人の神
谷さんは「若い人にも本当に美味し
いものの味を教えてあげたい」と語り、
お昼なら豪華な弁当が3,000円    
で味わうことが出来る。他にランチメ
ニューは5 , 0 0 0 円・7 , 0 0 0 円・
10,000円の懐石くずしと、5,000円・
7,000円のそば会席。

特徴は、コースにメイン料理がな
いこと。季節の名物を取り合わせ、お
互いの味を邪魔しない料理が集まっ
て一つの料理が完成するという。人
気の揚そばがき、さわやかなトマト
ジュレ、出汁にこだわった吸い物。確
かにメインがなくても一つひとつに感動し、全体が調和している。落ち着いた空
間で感動のお料理をぜひ味わって頂きたい。ちなみに梅窓院からも歩いて行け
る近さです。

◎
特
選

™
初
物
の
そ
ら
豆
ゆ
で
て
佛
前
に

 

増
田 

　節
子

◎
入
選

™
朝
戸
操
る
日
々
紫
陽
花
の
色
を
見
て

 

山
﨑 

遣
迎
子

™
夏
の
空
な
で
る
が
ご
と
く
鳥
の
群
れ

 

西
村 

　貞
子

™
ビ
ル
の
間
に
甍
は
ひ
か
り
雲
の
峰

 

宮
田

　

 

長
壽

™
夕
立
や
振
り
向
く
山
は
も
う
暮
れ
て

 

尾
﨑 

冨
美
子

™
白
樺
の
花
に
木
漏
れ
日
か
を
る
か
に

 

中
島

　
　

 

寛

™
地
面
濡
ら
し
て
金
魚
売
去
り
に
け
り

 

光
沢

　

 

奈
都

™
建
て
売
り
の
店
番
ひ
と
り
夏
の
雲

 

小
巻

　

 

若
菜

™
ゆ
つ
く
り
と
地
に
着
き
に
け
り
夏
落
葉

 

瀬
島 

　洒
望

◎
選
者
詠

™
山
伏
に
道
ゆ
づ
り
け
り
時
鳥 

大
崎 

　紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

　夏
が
過
ぎ
る
と
秋
。秋
と
い
え
ば「
菊
」や「
月
」が
頭
に
浮
か
び
ま
す
。中
で
も
月
の

季
語
は
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。陰
暦
八
月
十
五
日
の
季
語
は「
十
五

夜
」「
名
月
」「
望
月
」「
月
今
宵
」な
ど
が
あ
り
、雲
の
た
め
月
が
見
え
な
い
と
き
は「
無

月
」、雨
の
と
き
は「
雨
月
」が
使
わ
れ
ま
す
。そ
し
て
前
日
に
は「
待
宵
」、十
五
夜
の
次

の
日
は「
十
六
夜
」、そ
れ
か
ら
一
日
毎
に「
立
待
月
」「
居
待
月
」「
寝
待
月
」と
続
き
ま

す
。こ
れ
ら
の
季
語
に
は
、月
に
対
す
る
日
本
人
の
細
や
か
な
感
覚
が
現
わ
れ
て
い
ま

す
。こ
の
秋
は
月
の
季
語
の
そ
れ
ぞ
れ
を
詠
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

大
崎 

紀
夫

次回は「秋の季語」でご自由にお詠み下さ
い。10月20日を締切、平成27年1月発送の

『新年号』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
番号までご連絡下さい。

投句募集

｢やぶれ傘｣会員募集

食
養
研
究
家

武 

鈴
子

「
芋
煮
鍋
」で

秋
風
邪
を
撃
退
！

第
五
十
六
回

「
日
本
料
理
」と
言
う
と
、あ
ま
り
身
近

な
感
じ
が
せ
ず
、ど
ん
な
料
理
を
言
う
の
、

と
い
う
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
す

が
、季
節
の
素
材
を
、そ
の
味
や
風
味
を
活

か
し
て
食
べ
る
料
理
で
、調
理
方
法
に
決

ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、四
季
の

彩
に
溢
れ
、海
に
囲
ま
れ
、山
や
川
も
豊
か

な
日
本
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
最
も
自
然

で
私
た
ち
に
親
し
み
や
す
い
料
理
と
い
う

こ
と
を
覚
え
て
お
い
て
下
さ
い
。

数
年
前
に
銀
座
に
同
じ「
神
谷
」と
い
う

店
を
出
し
ま
し
た
が
、場
所
柄
も
あ
る
の

か
、若
い
カ
ッ
プ
ル
が
多
く
来
て
く
れ
て
い

ま
す
。記
念
日
な
ど
特
別
な
時
に
、少
々
奮

発
し
て
の
来
店
で
し
ょ
う
が
、幅
広
い
層
の

方
に
日
本
料
理
を
楽
し
ん
で
頂
け
る
の
は

嬉
し
い
か
ぎ
り
で
す
。

さ
て
、「
日
本
料
理
」と
は
実
は
関
東
料

理
と
関
西
料
理
が
一
緒
に
な
っ
て
生
ま
れ

た
も
の
な
の
で
す
。す
で
に
関
東
料
理
を
出

し
て
い
る
店
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
が
、関
東
料
理
と
は
見
て
楽
し
む
、お
土

産
で
も
持
っ
て
帰
れ
る
味
の
濃
い
料
理
で
、

い
わ
ば
お
正
月
の
お
せ
ち
料
理
と
思
っ
て

頂
け
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
で
す
ね
。

そ
れ
に
対
し
て
、関
西
料
理
は
薄
味
の

食
い
切
り
料
理
、と
い
う
こ
と
で
す
。濃
い

味
に
慣
れ
て
い
る
人
が
、こ
の
薄
味
を
本

当
に
美
味
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
に
は
三
か
月
ぐ
ら
い
か
か
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

「
日
本
料
理
」の
特
徴
と
い
え
ば
他
の
料

理
の
邪
魔
を
し
な
い
こ
と
で
す
ね
。た
と
え

ば
七
品
あ
っ
た
ら
、そ
の
七
品
全
部
が
後

を
引
か
な
い
。そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
舌

を
楽
し
ま
せ
る
。こ
れ
を
言
う
の
は
簡
単

で
す
が
、な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
。

人
気
の
あ
る
女
優
さ
ん
が
主
役
を
演
じ

れ
ば
、脇
役
は
あ
る
程
度
の
俳
優
さ
ん
で

も
務
ま
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、人
気
俳

優
な
し
と
な
る
と
出
演
者
一
人
ひ
と
り
が

そ
れ
な
り
の
責
任
を
果
た
さ
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。日
本
料
理
も
同
じ
で
す
。主
役

と
な
る
メ
イ
ン
の
た
め
に
…
…
、で
は
な
く
、

料
理
一
品
一
品
が
影
響
し
合
わ
ず
、み
ん

な
主
役
と
な
る
わ
け
で
す
か
ら
。

今
世
界
的
に
注
目
を
浴
び
て
い
る
和
食

で
す
が
、コ
ー
ス
で
楽
し
む
和
食
料
理
は
こ

の
他
に
も
京
料
理
、精
進
料
理
、茶
懐
石
な

ど
、色
々
な
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
ま
す
。興
味

の
あ
る
方
は
実
際
に
食
べ
比
べ
し
て
み
て

青
山
散
歩
道

特
別
寄
稿

日
本
料
理
　乃
木
坂
　神
谷
　

梅
窓
院
檀
信
徒

　神
谷
昌
孝
さ
ん

下
さ
い
。時
間
と
お
金
は
か
か
り
ま
す
が

（
笑
）、日
本
に
生
ま
れ
て
良
か
っ
た
と
思

う
こ
と
請
け
合
い
で
す
。

そ
れ
と
今
は
流
行
り
で
い
う
と
、そ
ば

が
ブ
ー
ム
で
す
ね
。料
理
人
で
も
そ
ば
が

自
分
で
打
て
る
と
、そ
れ
こ
そ
満
点
ど
こ

ろ
か
百
二
十
点
の
料
理
人
で
す
。そ
ば
を

好
む
人
は
多
く
、中
で
も
酒
飲
み
は
特
に

好
き
で
す
ね
。う
ち
で
も
そ
ば
畑
を
前
金

で
買
っ
て
、い
い
そ
ば
粉
を
納
め
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。昼
の
コ
ー
ス
料
理
の
中
で
も
そ

ば
は
人
気
で
、特
に
好
評
な
の
が
、揚
そ
ば

が
き
で
す
。こ
れ
は
絶
品
で
す
か
ら
ぜ
ひ
食

べ
に
来
て
下
さ
い
。

私
は
三
河
の
生
ま
れ
で
、家
は
床
屋
で

し
た
。上
の
兄
二
人
で
家
業
を
継
ぎ
、私
は

子
供
の
頃
に
よ
く
行
っ
た
親
戚
の
食
堂
で

料
理
に
惹
か
れ
ま
し
た
。良
き
師
に
恵
ま

れ
こ
こ
ま
で
来
ら
れ
た
こ
と
を
幸
せ
に

思
っ
て
い
ま
す
。そ
う
そ

う
、梅
窓
院
に
入
檀
し
た

の
は

さ
ん
の
勧

め
で
す
。三
河
の
本
家
は

神
道
で
し
た
が
、梅
窓
院

さ
ん
の
立
地
の
良
さ
も

あ
り
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

営業時間／ランチ11:30～15：00（L.O 14:30）
／ディナー17：30～22：30（L.O 21:30）
定休日／日曜日・祝日
席数／28席　個室別途料金あり、座敷利用は
昼席5,000円・夜席15,000円～
住所／東京都港区赤坂8-11-19
エクレール乃木坂 1階
TEL／03-3497-0489

梅窓院通信 No.727 梅窓院通信 No.72 6

秋
口
に
な
る
と
、咳

や
く
し
ゃ
み
が
出
た

り
、ぜ
ん
そ
く
が
ひ
ど

く
な
る
人
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
、空
気
が
冷
た

く
乾
燥
す
る
よ
う
に

な
る
秋
は
、こ
の
乾
い

た
空
気
を
吸
い
込
む

鼻
や
ノ
ド
、肺
な
ど
の

呼
吸
器
が
、か
ら
か
ら
に
乾
燥
し
て
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
や
す
く
な
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。

鼻
や
ノ
ド
の
粘
膜
は
、ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
の
侵
入
を
防
ぐ
、免
疫

シ
ス
テ
ム
の
第
一
関
門
で
す
。気
温
が
高
く
、適
度
な
湿
気
が
あ
れ

ば
、鼻
や
ノ
ド
も
潤
い
、免
疫
機
能
も
十
分
に
発
揮
で
き
ま
す
が
、

秋
の
乾
い
た
空
気
に
あ
う
と
免
疫
力
が
落
ち
て
、風
邪
や
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
な
ど
を
発
症
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、秋
は
肺
や
ノ
ド
を
潤
す
薬
効
の
あ
る
食
材
を
と
る

よ
う
に
し
ま
す
。梨
、柿
、百
合
根
、れ
ん
こ
ん
、か
ぶ
、里
芋
、大

根
、銀
杏
、栗
、き
の
こ
類
な
ど
。こ
れ
ら
秋
が
旬
の
食
物
は
、体
を

潤
し
て
咳
や
痰
な
ど
を
止
め
る
働
き
を
備
え
て
い
ま
す
。ま
た
、肺

と
大
腸
は
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
て
、呼
吸
器
の
異
常
は
お
腹
の
ト

ラ
ブ
ル
を
招
き
ま
す
。風
邪
に
か
か
る
と
お
腹
を
こ
わ
し
や
す
い

の
は
そ
の
た
め
で
す
。昔
か
ら
風
邪
に
は〝
生
姜
湯
〞や〝
ね
ぎ
味

噌
〞を
飲
む
習
慣
が
あ
り
ま
す
が
、ね
ぎ
、生
姜
な
ど
辛
味
の
食
物

は
呼
吸
器
と
大
腸
を
し
っ
か
り
ガ
ー
ド
し
て
く
れ
ま
す
。

山
形
の「
芋
煮
鍋
」は
秋
の
代
表
料
理
の
一
つ
で
す
が
、主
役
の

里
芋
は
、ぬ
め
り
成
分
が
胃
腸
を
活
性
化
し
て
、消
化
を
助
け
、便

通
を
よ
く
す
る
こ
と
は
科
学
的
に
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

古
い
血
の
塊
り
を
除
い
て
、血
行
を
よ
く
し
、皮
膚
や
粘
膜
の
炎
症

を
鎮
め
る
働
き
も
あ
り
ま
す
。

里
芋
、ね
ぎ
、こ
ん
に
ゃ
く
、厚
揚
げ
、豚
ば
ら
な
ど
を
煮
込
ん
だ

〝
芋
煮
鍋
〞で
、体
を
温
め
て
秋
風
邪
を
撃
退
し
ま
し
ょ
う
！

青 山 散 歩 道

日本料理 乃木坂 神谷

か
み
や・ま
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1
9
4
7
年
愛
知
県
出
身
。中
学
卒
業
か
ら
料
理

人
道
に
入
る
。和
食
の
名
店
で
修
行
を
積
み
、「
赤

坂
　き
く
み
」の
料
理
長
を
18
年
務
め
る
。平
成
６

年「
日
本
料
理 

乃
木
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神
谷
」を
開
店
。現
在
は

銀
座
な
ど
に
も
出
店
。ま
た
銀
座
三
越
惣
菜
売
り

場
に
も
出
店
し
て
い
る
。日
本
料
理
界
を
代
表
し

た
故
阿
部
孤
柳
氏
を
は
じ
め
多
く
の
名
料
理
人
と

の
交
友
が
あ
る
。

上／一番人気の揚そばがき。そばブームの中
で神谷さんが産み出した逸品です。
下／５,000円のランチのそばコース。目にも美
しい盛り付け、料理を引き立てるお皿、そして思
わず舌鼓を打つ料理。本物の日本料理を一度
は味わいましょう。

梅
窓
院
の
檀
家
さ
ん
の
お
店
を
紹
介
す
る
こ
の
青
山
散
歩
道
特
別
編
、第
三
回
は

乃
木
坂
で「
日
本
料
理 

乃
木
坂 

神
谷
」を
開
い
て
い
る
神
谷
昌
孝
さ
ん
。昨
年
十

月
に
檀
家
さ
ん
に
な
ら
れ
た
ば
か
り
で
す
。世
界
的
に
も
注
目
を
浴
び
て
い
る
和

食
で
す
が
、店
名
の
肩
書
に
も
な
っ
て
い
る
日
本
料
理
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
す
。

乃木神社下に「日本料理 　　　乃木坂 神谷」があります。

落ち着いた店内では着物姿の女性が
料理を運び説明してくれます。

 
★●

千代田線
乃木坂駅
1番出口

乃木会館

乃木神社

ローソン

外
苑
東
通
り 乃木坂 神谷

日 本 料 理
乃木坂 神谷



梅窓院通信 No.72 8

発行／梅窓院　発行日／平成26年9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
ＦＡＸ／03-3404-8436　ホームページ／http://www.baisouin.or.jp/　E-Mail／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

秋彼岸会法要
9月23日（火）
寄席　午後1時～　祖師堂
法要　午後2時～　祖師堂
※詳しくは3面をご覧下さい。

第63回 念仏と法話の会
10月22日（水）
受付開始　午前11時～ 
お斎（そば）／別時念仏会／法話
／茶話会
講師　佐賀教区　鏡智院
　　　中村一之上人
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

文化講演会
10月26日（日）
開場 午後4時15分　祖師堂
開演 午後5時 ～ 

【 講師 】隈研吾氏
入場無料／先着300名
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

十夜法要
11月15日（土）
法要　午後4時～　本堂
※詳しくは十夜号をご覧下さい。

M・ファン・デン・フックピアノリサイタル
11月22日（土）
開場 午後2時15分　祖師堂
開演 午後3時 ～ 
冥加料　檀家2,000円・
一般5,000円／先着300名
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

定予事行 自　平成25年4月 1 日
至　平成26年3月31 日

平成25年度会計報告 会
計
報
告
を
本
誌
に
掲
載
さ
せ
て
頂
い

て
お
り
ま
す
。ご
確
認
を
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

■護寺費・年会費・墓地管理費 （単位：千円）
収入の部 支出の部

護寺費・年会費として

墓地管理費として

梅窓院からの繰入金

浄土宗課金及び大本山宛志納金
法要費（仏具・法衣・線香など）
修繕費（建物）
修繕費（墓苑・境内）
人件費
事務費（郵送費・コピーなど）

77,227

32,114

87,158

196,499

3,260
39,834

108,016
10,298
29,225
5,866

196,499合　計合　計

梅
窓
院
よ
り
会
計
の
ご
報
告

講  題／羅什伝を読む 
講  師／阿川 正貫 先生（浄土寺住職、大正大学講師）

•第1回… 10月 9 日（木） 出生・幼年期
•第2回… 12月11日（木） シルクロード諸国にて
•第3回… 3 月 2 日（月） 故国・亀茲にて

講  題／法然上人と法難
講  師／新井 俊定 先生（天然寺住職）

•第1回… 10月16日（木） 法然上人と「七箇条起請文」
•第2回… 11月19日（水） 貞慶と『興福寺奏状』その１
•第3回… 1 月30日（金） 貞慶と『興福寺奏状』その２

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1回… 12月18日（木） 陀羅尼品第二十六の教え
•第2回… 1 月 8 日（木） 普賢菩薩勧発品第二十八の教え
•第3回… 2 月19日（木） 『法華経』の教えとその意義

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1回… 1 月19日（月） 『選択集』第８章　三つの心 ―深心（下）―
•第2回… 2 月16日（月） 『選択集』第８章　三つの心 ―廻向発願心（上）―
•第3回… 3 月 9 日（月） 『選択集』第８章　三つの心 ―廻向発願心（下）―

講  題／仏教民俗学入門（２）
講  師／本林 靖久 先生（大谷大学・佛教大学講師、真宗大谷派僧侶）

•第1回… 12月 5 日（金） 仏教と葬墓制 ―モガリと鎮魂―
•第2回… 2 月 6 日（金） 仏教講 ―血縁と地縁―
•第3回… 3 月27日（金） 仏教芸能 ―踊念仏と念仏踊―

全講座▶午後6時～8時　 受講料▶無料　 場所▶祖師堂 ※詳細は同封のチラシをご覧下さい。

後期平成26年度　　  仏教講座のご案内

「１日がかりの施餓鬼で」

「法話も楽しいです」

宗祖法然上人800年大遠忌記念のためにさだまさしさんが
作ってくれた歌が「いのちの理由」です。

「見て、食べて、楽しめました」

「この度の旅行は心に残る素晴らしい旅でした」

平成26年施餓鬼にて

〜
お
檀
家
さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
〜

平成26年団体参拝旅行にて

り ゆう
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住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世

中
島
真
成

皆
様
、こ
ん
に
ち
は
。お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

今
年
も
五
月
中
旬
に
施
餓
鬼
会
を
無
事
厳
修
で
き
ま
し
た
。

大
勢
の
方
に
ご
参
拝
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。こ
の
施

餓
鬼
会
、子
供
広
場
と
いって
0
歳
児
か
ら
の
お
子
さ
ん
を
預
か
れ

る
施
設
、ス
タ
ッ
フ
を
毎
年
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。ど
う
ぞ
、安

心
し
て
お
子
様
、お
孫
様
と
ご
一
緒
に
お
越
し
下
さ
い
。小
さ
い
頃

か
ら
お
寺
と
親
し
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
を
願
って
い
ま
す
。

五
月
下
旬
に
は
団
体
参
拝
で
九
州
は
福
岡
県
久
留
米
の
善
導

寺
に
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。法
然
上
人
の
八
百
年
遠
忌
に
合
わ
せ

て
修
復
や
移
築
し
た
伽
藍
を
拝
見
し
て
き
ま
し
た
。善
導
寺
の
本

堂
、客
殿
そ
し
て
庫
裏
と
も
に
江
戸
時
代
の
建
物
で
す
が
、実
は

明
治
維
新
後
に
寺
の
経
済
状
況
が
ひ
っ
迫
し
、庫
裏
の
建
物
の
一

部
を
売
って
い
た
そ
う
で
す
。し
か
し
、幸
い
な
こ
と
に
そ
の
建
物
が

そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、買
い
戻
し
て
移
築
、完

全
な
る
昔
の
姿
に
戻
さ
れ
ま
し
た
。本
堂
と
客
殿
、庫
裏
が
続
い
て

い
る
江
戸
時
代
の
建
物
は
と
て
も
珍
し
く
、最
古
の
建
物
に
な
る

そ
う
で
す
。こ
れ
に
は
参
加
者
は
も
ち
ろ
ん
、私
も
大
い
に
感
激
し

た
次
第
で
す
。古
い
も
の
を
新
た
に
造
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。か

わ
る
も
の
が
な
い
、本
当
に
貴
重
な
も
の
と
の
出
会
い
で
し
た
。

さ
て
、六
月
に
は
開
山
忌
法
要
を
執
り
行
い
ま
し
た
。梅
窓
院

の
数
あ
る
法
要
の
中
で
は
も
っ
と
も
新
し
い
法
要
で
す
が
、こ
の
寺

を
開
創
さ
れ
た
開
山
南
龍
上
人
へ
の
報
恩
の
念
を
読
経
に
込
め
お

勤
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

こ
の
開
山
忌
に
は
当
初
よ
り
、能
を
一
緒
に
奉
納
し
て
い
ま
す
。

舞
っ
て
頂
く
の
は
橋
本
忠
樹
さ
ん
。こ
の
世
界
を
代
表
す
る
演
者

の
一
人
で
す
。能
は
日
本
の
大
切
な
伝
統
芸
能
の
一
つ
で
す
が
、

難
し
い
、わ
か
り
に
く
い
と
思
って
い
る
方
も
い
る
か
と
存
じ
ま
す
。

で
す
が
、橋
本
さ
ん
の
丁
寧
な
説
明
付
き
で
、あ
ら
す
じ
も
お
配

り
し
て
い
ま
す
の
で
、わ
か
り
や
す
く
飽
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。能
と
い
う
伝
統
芸
能
に
触
れ
る
に
は
と
て
も
い
い
機
会
で
す
。

来
年
も
六
月
に
奉
納
、無
料
で
ご
覧
頂
け
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
お
足
を

お
運
び
下
さ
い
。

秋彼岸号

平成26年開山忌法要のあと、法然上人を祀る祖師堂で能楽を奉納する橋本忠樹氏。

5年前に檀家になってからご先祖様供
養の為に法要にはできるだけ参加して
います。施餓鬼は１日がかりですが、時
間があっという間に過ぎ、帰る時にはま
た次回も来たいと思います。日常では聞けないお話を伺うことが
でき、心が豊かになります。

母が詠唱でお世話になっており、他の法要にも参加したことが
ありますが、その中でも施餓鬼が一番大きく、より重みを感じる
法要ですね。法話もとても楽しかったです。さだまさしさんの歌
は知っていましたが、浄土宗との関わりは知りませんでした。

太宰府天満宮の太鼓橋が美しく、名物
の梅ヶ枝餅も美味しかったです。善導
寺さんでは歴史あるご本尊を拝顔し、ま
た阿川台下からも感謝のお言葉を頂き
恐縮致しました。地獄めぐりでは鬼石坊主地獄にも行ってみた
いと思いました。

別府ロープウェイでは、綺麗に咲いたミヤマキリ
シマや鶴見岳から見た景色が最高でした。善導
寺さんでは貴重なお話を伺い、またこうして800
年続く楠木の大木は、並々ならぬ努力があるか
らだと感銘致しました。和気あいあいで楽しく、ま
たご僧侶や職員の方々のおかげで安心して旅行ができました。




