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池の鏡に新緑のブナ林の緑が映り、深い幽玄の世界に引き込まれ
そうな錯覚に襲われる。
新潟県十日町松口、松之山温泉の近くの丘陵に樹齢約90年程の
ブナ林が生い茂り、その姿が美しく美人林として有名です。

今年も第６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。

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―

平成26年度　　  仏教講座のご案内後期

全講座▶午後6時～8時　 受講料▶無料　 場所▶祖師堂
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お寺に来るのは葬儀や法要
の時だけだと思っていました
が、梅窓院の「お寺を人々が
集うコミュニティーの場に」
という趣旨に興味を持ち、
そのひとつである仏教講座に参加しました。
よく参加しているのは阿川先生と本林先生
の講座です。お経の解説や、仏教が生活や
文化に密接に繋がっていることがわかるの
で、仏教が身近に感じられて興味深いです。
先日、友人の葬儀でカナダのバンクーバーに
行った際に、ご僧侶が浄土宗のカナダ人の
方でした。英語で話されているのですが、お経
だけは日本語で聞き覚えのある無量寿経でし
た。阿川先生の講座でお経を読んでいたの
で、私も一緒にお称えすることができました。

※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（木）

◆第64回 念仏と法話の会 2月9日（月）

◆春彼岸会法要・寄席・物産展 3月21日（土）

◆はなまつり 4月4日(土)～8日(水)

◆大施餓鬼会法要 5月16日（土）

◆開山忌法要・能楽奉納 6月13日(土)

◆第65回 念仏と法話の会 6月18日（木）

◆盂蘭盆会法要 7月13日（月）

◆秋彼岸会法要・寄席 9月23日(水)

◆文化講演会 10月開催予定

◆十夜法要・芋煮会 11月21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

◆団体参拝旅行 信州 善光寺 5月9日（土）～10日（日）
※詳細は春彼岸号にてお知らせ致します。

平成27年平成27年 年年 間間 行行 事事 予予 定定
お檀家さんに伺いました

「仏教が身近に感じられます」
三嶋　明様

仕事の合間にはバイクで、来年十三回忌を
迎える父の墓参に立ち寄ります。今日は、秋
彼岸なので母と一緒に参りました。家でゆっ
くり過ごしたあと出かけましたので寄席は
見逃しましたが、美味しくお呈茶を頂きまし
た。作法は身につけていませんが、気軽でい
いですね。とても良い休日になりました。

「お彼岸をゆっくり過ごしました」
戸塚　英雄様

平成２6年仏教講座にて
（本林靖久先生『仏教法会―祈祷と供養―』）

平成２6年秋彼岸法要にて
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行事予定

第64回 念仏と法話の会
2月9日（月）
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 「念仏往生」を願う生き方
講師　佐賀教区 鏡智院　中村一之上人

※各講座第3回目の最終講座は、後半、茶話会の予定です。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。

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。皆様お変わりなくお正月をお迎えに
なられたことと存じます。

昨年は台風をはじめ自然災害が多く
起きました。今年は穏やかな1年になっ
て欲しいものです。

年末には年越しそばを食べる習慣がありますが、皆様
のお宅ではいかがでしょう。家族そろっておそばを食べ
られましたか。

今号の散歩道では外苑前駅すぐの増田屋さんからのれ
ん分けされた新宿歌舞伎町の増田屋さんを紹介していま
す。二つの増田屋さん、どちらも梅窓院のお檀家様です。

歌舞伎町といえば日本を代表する繁華街ですが、その
雑踏の中、地下のお店に入るとその喧騒が嘘のような静
寂で小綺麗なお店です。年越しならぬ初そばを召し上
がってみてはいかがでしょう。お店の詳細は今号散歩道
で紹介してあります。

さて、昨年秋の文化講演会、11回目になりましたが、
講演会始まって以来の人気となり、定員を大幅に超える
申し込みを頂きました。
「寺の力」と題した建築家の隈研吾先生の講演で、隈

先生は新生梅窓院を設計して頂いた建築家です。世界が
注目する隈先生、日本はもちろん、世界各地で手掛けた
建物は数知れませんが、その中で建築物としての「寺」を
演題に入れて話をされたのは初めてだそうです。寺にい
る私たちだと気付きにくい寺の魅力や役割についての話
となり、大変興味深い内容でした。

話は変わり、鎌倉の材木座海岸前の浄土宗大本山光
明寺の話です。

昨年7月に第百十一世 台下が遷化され、10
月には第百十二世として 台下が推挙されまし
た。光明寺は関東地方における浄土宗の布教拠点となっ
た名刹で、十夜法要が始まった浄土宗の大本山です。

光明寺の十夜法要は毎年10月に催されますが、昨年
は私も数年ぶりに随喜致しました。梅窓院でも平成15
年から十夜法要を厳修しています。念仏を唯一の修行と
する浄土宗ならではの法要です。秋の話をするには少々
早いですが、今年も1年健やかに過ごされ、梅窓院の十
夜法要にぜひお参り頂けることを心より祈念しています。

第5回秋彼岸写真コンクールグランプリ受賞作品
「池鏡幽玄を誘う」

撮影：



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

2015年1月1日（木）

新
年
に
よ
せ
て（
修
正
会
に
よ
せ
て
）

お
正
月
を
迎
え
る
と
、元
旦
に
天
下
泰
平・五
穀
豊
穣・家
内

安
全
を
祈
っ
て
、法
要
を
修
す
る
お
寺
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
を

修
正
会
、ま
た
は
修
正
月
会
と
も
い
い
、新
年
最
初
の
祈
願
法

要
と
し
て
厳
修
さ
れ
て
い
ま
す
。

修
正
会
の
名
前
の
由
来
は
、前
年
の
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と

も
、南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
を
と
な
え
る
事
に
よ
っ
て
信
仰

の
糧
へ
と
変
化
さ
せ
る（
修
正
す
る
）法
会
、と
い
う
説
と
、『
正
』

月
の『
修
』法
で
あ
る
の
で
修
正
会
と
す
る
と
い
う
説
な
ど
諸
説

あ
り
ま
す
。

こ
の
修
正
会
は
、当
院
で
も
年
末
に一
年
の
煤
を
払
い
、実
り

の
象
徴
と
な
る
鏡
餅
を
ご
本
尊
さ
ま
に
お
供
え
し
て
感
謝
の
心

を
表
し
、元
旦
に
は
本
堂
で
お
経
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

さ
て
、年
末
年
始
は
特
に
、お
寺
に
お
参
り
す
る
大
変
良
い

機
会
で
す
。

年
の
瀬
に
そ
の
年
一年
の
反
省
を
し
、年
が
明
け
た
ら
新
た
な

一
年
の
計
を
立
て
る
。そ
の
た
め
に
も
心
安
ら
ぐ
お
寺
で
、ご
家

族
が一同
に
そ
ろ
っ
て
阿
弥
陀
さ
ま
の
前
で
手
を
合
わ
せ
、普
段

な
か
な
か
話
せ
な
い
こ
と
を
語
り
合
い
、お
互
い
の
思
い
を
ご
家

族
で
分
か
ち
合
って
み
る
の
も
有
意
義
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

菩
提
寺
へ
の
参
詣
や
、ご
先
祖
さ
ま
の
お
墓
参
り
は
、お
彼
岸

や
お
盆
だ
け
に
限
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。私
た
ち
が
無
事
新

年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
共
に
ご
本
尊
さ
ま
に
感
謝
し
、こ
の一

年
が
健
や
か
に
過
ご
せ
る
よ
う
、社
会
と
人
々
の
幸
福
を
願
って
、

元
日
に
は
ご
家
族
で
菩
提
寺
へ
参
詣
致
し
ま
し
ょ
う
。

元
旦
に
、ご
家
族
皆
さ
ん
で
梅
窓
院
に
お
参
り
頂
き
ま
す
事

を
一同
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
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
雑煮の振る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

（
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1軒に1体のお渡しとさせて頂いております。
2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。2体目から1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

は
つ
は
る
し
ん
し
ゅ
ん

と
し
こ
し

く
ち
あ
け

ふ
た

じ
ま

ほ
ね

か
し
ら

や
い
と

は
つ
み

そ

か

は
つ
み
そ
か

し
ゅ
し
ょ
う
が
つ
え

し
ゅ
し
ょ
う
え

ほ
と
け
し
ょ
う
が
つ
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法
話

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職

　勝
崎
裕
彦

仏
正
月
の
話

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
28
）

新
年
を
迎
え
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
め
で

た
い
こ
と
で
あ
る
。
初
春
新
春
を
迎

え
る
喜
び
は
、
物
み
な
改
ま
っ
て
新
し
く
、

ま
さ
に
あ
ら
た
ま
の
年
・
あ
た
ら
し
き
年
・

あ
ら
た
し
き
年
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
行
く
年
・
去
る
年
を
き
ち
ん

と
送
り
、
来
る
年
・
迎
え
る
年
を
し
っ
か
り

と
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
年
送

り
・
年
迎
え
に
諸
準
備
怠
り
な
く
、
身
を
清

く
潔
く
し
て
、
心
を
正
し
く
い
た
し
て
、
区

切
り
目
・
節
目
・
け
じ
め
を
つ
け
て
事
に
当

た
る
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。

　

今
回
は
仏
正
月
の
話
を
し
な
が
ら
、
古
き

年
を
し
っ
か
り
と
納
め
、
新
し
き
年
を
き
ち

ん
と
は
じ
め
る
日
本
人
の
心
の
伝
統
を
尋
ね

た
い
。

仏
正
月
と
は
、
仏
の
正
月
と
か
仏
の
日
な

ど
と
い
い
、
以
下
に
挙
げ
る
類
語
の
季
題
も

含
め
て
、
「
新
年
」
の
部
の
大
切
な
季
語
で
あ

る
。
そ
の
意
味
合
い
を
説
明
す
る
た
め
に

は
、
仏
正
月
に
関
す
る
各
地
の
習
俗
か
ら
推

測
し
た
二
様
の
理
解
を
示
す
こ
と
が
端
的
で

あ
ろ
う
。

一
つ
は
旧
年
行
事
と
し
て
の
も
の
で
、
十
二

月
の
特
定
の
日
に
墓
参
り
を
し
て
仏
事
の
納

め
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
年
の

内
に
死
者
を
出
し
た
家
な
ど
で
仏
の
た
め
の

正
月
祭
を
す
る
こ
と
で
、
十
二
月
の
巳
の
日

と
か
午
の
日
な
ど
、
巳
の
日
正
月
・
巳
午
の

日
・
辰
巳
正
月
の
言
い
方
も
あ
り
、
か
つ
て
は

四
国
地
方
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
二
つ
に
は
、
新
年
に
な
っ
て

初
め
て
仏
を
祀
り
、
寺
参
り
、
墓
参
り
を
す

る
こ
と
で
、
一
般
に
は
一
月
十
六
日
を
そ
の
日

と
し
た
。
正
月
十
六
日
を
仏
事
始
め
と
し
、

ま
た
こ
の
日
を
正
月
納
め
の
日
と
す
る
考
え

方
が
底
流
に
あ
る
。
季
語
欄
を
見
る
と
、
仏

の
年
越
・
仏
の
口
明
・
念
仏
の
口
明
・
後
生
始

め
・
真
言
始
め
・
先
祖
正
月
・
寺
年
始
な
ど

と
い
う
言
葉
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

仏
正
月
の
供
え
物
は
、
餅
で
あ
っ
た
り
、

雑
煮
で
あ
っ
た
り
、
新
春
正
月
気
分
の
品
々

が
普
通
で
あ
る
。
ま
た
古
く
は
盂
蘭
盆
会
の

魂
祭
と
同
じ
よ
う
な
供
養
法
で
あ
っ
た
と
い

う
が
、
先
祖
祭
の
中
心
は
次
第
に
盆
行
事
に

移
行
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
月
十
六
日
の
仏
の
口
明
は
仏
壇
開
き
で

も
あ
り
、
広
島
県
で
は
鉦
を
叩
い
て
拝
ん

だ
。
山
陰
地
方
で
は
念
仏
の
口
明
・
念
仏
始

め
と
い
っ
て
仏
の
正
月
を
行
な
っ
た
。
香
川
県

で
は
仏
の
年
越
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
仏
さ
ん

の
口
明
き
」
な
ど
と
も
称
し
た
。

宮
城
県
や
岩
手
県
で
は
一
月
十
六
日
の
仏

の
日
を
精
進
日
と
し
、
鍋
釜
の
蓋
を
少
し
あ

け
た
り
、
針
仕
事
は
し
な
い
な
ど
と
し
た
。

新
潟
県
の
後
生
始
め
は
、
一
月
十
六
日
で
、

こ
の
日
の
前
日
ま
で
鉦
を
鳴
ら
さ
な
い
こ
と

に
し
た
。
兵
庫
県
の
真
言
始
め
は
一
月
十
六

日
。
十
二
月
二
十
九
日
の
真
言
終
い
か
ら
こ

の
日
ま
で
、
や
は
り
鉦
を
鳴
ら
さ
な
い
と
い

う
。
大
阪
府
で
は
鉦
納
め
、
そ
し
て
鉦
起
し

と
呼
ん
だ
。

な
お
寺
年
始
は
寺
正
月
と
も
い
い
、
普
通

は
正
月
四
日
を
そ
の
日
と
す
る
こ
と
が
多

い
。

母
の
忌
の
逮
夜
供
養
に
仏
の
日

一
月
十
七
日
は
、
私
の
母
の
命
日
で
あ
る
。

仏
正
月
の
例
句
を
検
索
し
な
が
ら
作
句
し
た

拙
句
で
あ
る
が
、
自
分
の
亡
き
母
へ
の
供
養

の
思
い
を
こ
の
一
文
の
中
に
記
さ
せ
て
い
た
だ

く
失
礼
を
お
許
し
願
い
た
い
。

一
月
七
日
の
七
日
正
月
か
ら
数
え
て
十
四

日
目
が
二
十
日
正
月
で
あ
る
。
団
子
正
月
・

二
十
日
団
子
・
骨
正
月
・
頭
正
月
・
麦
正
月
・

乞
食
正
月
・
奴
正
月
・
灸
正
月
・
と
ろ
ろ
正

月
・
は
っ
た
い
正
月
な
ど
、
各
地
の
風
習
に

よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
呼
び
名
が
あ
る
。
た
と
え

ば
骨
正
月
と
は
、
正
月
の
最
後
の
日
、
つ
ま

り
一
月
二
十
日
の
切
り
上
げ
の
日
、
年
肴
を

す
っ
か
り
食
べ
尽
く
す
の
で
あ
る
。
骨
の
正

月
・
骨
く
ず
し
・
骨
た
た
き
な
ど
と
も
い
う
。

も
の
が
た
き
骨
正
月
の
老
母
か
な

高
浜
虚
子
も
御
母
上
を
思
っ
て
作
句
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。

や
が
て
新
年
正
月
も
初
三
十
日
・
初
晦
日

で
あ
る
。
晦
日
正
月
に
晦
日
団
子
を
作
る
地

方
も
か
つ
て
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
大
正
大
学
学
長
）

九
・
十
・
十
一
月
の

行
事
報
告

東京教区詠唱講習・検定会

東京教区詠唱講習・検定会
9月11日（木）
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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22日（土）

（
裕
彦
）

（
虚
子
）

秋彼岸会法要・彼岸寄席
9月23日（火）

秋彼岸寄席、三遊亭多歌介師匠

文化講演会
10月26日（日）

「寺の力」
隈研吾氏

第63回念仏と法話の会
10月22日（水）



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

2015年1月1日（木）

新
年
に
よ
せ
て（
修
正
会
に
よ
せ
て
）

お
正
月
を
迎
え
る
と
、元
旦
に
天
下
泰
平・五
穀
豊
穣・家
内

安
全
を
祈
っ
て
、法
要
を
修
す
る
お
寺
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
を

修
正
会
、ま
た
は
修
正
月
会
と
も
い
い
、新
年
最
初
の
祈
願
法

要
と
し
て
厳
修
さ
れ
て
い
ま
す
。

修
正
会
の
名
前
の
由
来
は
、前
年
の
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と

も
、南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
念
仏
を
と
な
え
る
事
に
よ
っ
て
信
仰

の
糧
へ
と
変
化
さ
せ
る（
修
正
す
る
）法
会
、と
い
う
説
と
、『
正
』

月
の『
修
』法
で
あ
る
の
で
修
正
会
と
す
る
と
い
う
説
な
ど
諸
説

あ
り
ま
す
。

こ
の
修
正
会
は
、当
院
で
も
年
末
に一
年
の
煤
を
払
い
、実
り

の
象
徴
と
な
る
鏡
餅
を
ご
本
尊
さ
ま
に
お
供
え
し
て
感
謝
の
心

を
表
し
、元
旦
に
は
本
堂
で
お
経
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

さ
て
、年
末
年
始
は
特
に
、お
寺
に
お
参
り
す
る
大
変
良
い

機
会
で
す
。

年
の
瀬
に
そ
の
年
一年
の
反
省
を
し
、年
が
明
け
た
ら
新
た
な

一
年
の
計
を
立
て
る
。そ
の
た
め
に
も
心
安
ら
ぐ
お
寺
で
、ご
家

族
が一同
に
そ
ろ
っ
て
阿
弥
陀
さ
ま
の
前
で
手
を
合
わ
せ
、普
段

な
か
な
か
話
せ
な
い
こ
と
を
語
り
合
い
、お
互
い
の
思
い
を
ご
家

族
で
分
か
ち
合
って
み
る
の
も
有
意
義
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

菩
提
寺
へ
の
参
詣
や
、ご
先
祖
さ
ま
の
お
墓
参
り
は
、お
彼
岸

や
お
盆
だ
け
に
限
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。私
た
ち
が
無
事
新

年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
共
に
ご
本
尊
さ
ま
に
感
謝
し
、こ
の一

年
が
健
や
か
に
過
ご
せ
る
よ
う
、社
会
と
人
々
の
幸
福
を
願
って
、

元
日
に
は
ご
家
族
で
菩
提
寺
へ
参
詣
致
し
ま
し
ょ
う
。

元
旦
に
、ご
家
族
皆
さ
ん
で
梅
窓
院
に
お
参
り
頂
き
ま
す
事

を
一同
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
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
雑煮の振る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

（
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1軒に1体のお渡しとさせて頂いております。
2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。2体目から1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

は
つ
は
る
し
ん
し
ゅ
ん

と
し
こ
し

く
ち
あ
け

ふ
た

じ
ま

ほ
ね

か
し
ら

や
い
と

は
つ
み

そ

か

は
つ
み
そ
か

し
ゅ
し
ょ
う
が
つ
え

し
ゅ
し
ょ
う
え

ほ
と
け
し
ょ
う
が
つ
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法
話 

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

仏
正
月
の
話

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
28
）

新
年
を
迎
え
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
め
で

た
い
こ
と
で
あ
る
。
初
春
新
春
を
迎

え
る
喜
び
は
、
物
み
な
改
ま
っ
て
新
し
く
、

ま
さ
に
あ
ら
た
ま
の
年
・
あ
た
ら
し
き
年
・

あ
ら
た
し
き
年
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
行
く
年
・
去
る
年
を
き
ち
ん

と
送
り
、
来
る
年
・
迎
え
る
年
を
し
っ
か
り

と
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
年
送

り
・
年
迎
え
に
諸
準
備
怠
り
な
く
、
身
を
清

く
潔
く
し
て
、
心
を
正
し
く
い
た
し
て
、
区

切
り
目
・
節
目
・
け
じ
め
を
つ
け
て
事
に
当

た
る
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。

　

今
回
は
仏
正
月
の
話
を
し
な
が
ら
、
古
き

年
を
し
っ
か
り
と
納
め
、
新
し
き
年
を
き
ち

ん
と
は
じ
め
る
日
本
人
の
心
の
伝
統
を
尋
ね

た
い
。

仏
正
月
と
は
、
仏
の
正
月
と
か
仏
の
日
な

ど
と
い
い
、
以
下
に
挙
げ
る
類
語
の
季
題
も

含
め
て
、
「
新
年
」
の
部
の
大
切
な
季
語
で
あ

る
。
そ
の
意
味
合
い
を
説
明
す
る
た
め
に

は
、
仏
正
月
に
関
す
る
各
地
の
習
俗
か
ら
推

測
し
た
二
様
の
理
解
を
示
す
こ
と
が
端
的
で

あ
ろ
う
。

一
つ
は
旧
年
行
事
と
し
て
の
も
の
で
、
十
二

月
の
特
定
の
日
に
墓
参
り
を
し
て
仏
事
の
納

め
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
年
の

内
に
死
者
を
出
し
た
家
な
ど
で
仏
の
た
め
の

正
月
祭
を
す
る
こ
と
で
、
十
二
月
の
巳
の
日

と
か
午
の
日
な
ど
、
巳
の
日
正
月
・
巳
午
の

日
・
辰
巳
正
月
の
言
い
方
も
あ
り
、
か
つ
て
は

四
国
地
方
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
二
つ
に
は
、
新
年
に
な
っ
て

初
め
て
仏
を
祀
り
、
寺
参
り
、
墓
参
り
を
す

る
こ
と
で
、
一
般
に
は
一
月
十
六
日
を
そ
の
日

と
し
た
。
正
月
十
六
日
を
仏
事
始
め
と
し
、

ま
た
こ
の
日
を
正
月
納
め
の
日
と
す
る
考
え

方
が
底
流
に
あ
る
。
季
語
欄
を
見
る
と
、
仏

の
年
越
・
仏
の
口
明
・
念
仏
の
口
明
・
後
生
始

め
・
真
言
始
め
・
先
祖
正
月
・
寺
年
始
な
ど

と
い
う
言
葉
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

仏
正
月
の
供
え
物
は
、
餅
で
あ
っ
た
り
、

雑
煮
で
あ
っ
た
り
、
新
春
正
月
気
分
の
品
々

が
普
通
で
あ
る
。
ま
た
古
く
は
盂
蘭
盆
会
の

魂
祭
と
同
じ
よ
う
な
供
養
法
で
あ
っ
た
と
い

う
が
、
先
祖
祭
の
中
心
は
次
第
に
盆
行
事
に

移
行
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
月
十
六
日
の
仏
の
口
明
は
仏
壇
開
き
で

も
あ
り
、
広
島
県
で
は
鉦
を
叩
い
て
拝
ん

だ
。
山
陰
地
方
で
は
念
仏
の
口
明
・
念
仏
始

め
と
い
っ
て
仏
の
正
月
を
行
な
っ
た
。
香
川
県

で
は
仏
の
年
越
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
仏
さ
ん

の
口
明
き
」
な
ど
と
も
称
し
た
。

宮
城
県
や
岩
手
県
で
は
一
月
十
六
日
の
仏

の
日
を
精
進
日
と
し
、
鍋
釜
の
蓋
を
少
し
あ

け
た
り
、
針
仕
事
は
し
な
い
な
ど
と
し
た
。

新
潟
県
の
後
生
始
め
は
、
一
月
十
六
日
で
、

こ
の
日
の
前
日
ま
で
鉦
を
鳴
ら
さ
な
い
こ
と

に
し
た
。
兵
庫
県
の
真
言
始
め
は
一
月
十
六

日
。
十
二
月
二
十
九
日
の
真
言
終
い
か
ら
こ

の
日
ま
で
、
や
は
り
鉦
を
鳴
ら
さ
な
い
と
い

う
。
大
阪
府
で
は
鉦
納
め
、
そ
し
て
鉦
起
し

と
呼
ん
だ
。

な
お
寺
年
始
は
寺
正
月
と
も
い
い
、
普
通

は
正
月
四
日
を
そ
の
日
と
す
る
こ
と
が
多

い
。

母
の
忌
の
逮
夜
供
養
に
仏
の
日

一
月
十
七
日
は
、
私
の
母
の
命
日
で
あ
る
。

仏
正
月
の
例
句
を
検
索
し
な
が
ら
作
句
し
た

拙
句
で
あ
る
が
、
自
分
の
亡
き
母
へ
の
供
養

の
思
い
を
こ
の
一
文
の
中
に
記
さ
せ
て
い
た
だ

く
失
礼
を
お
許
し
願
い
た
い
。

一
月
七
日
の
七
日
正
月
か
ら
数
え
て
十
四

日
目
が
二
十
日
正
月
で
あ
る
。
団
子
正
月
・

二
十
日
団
子
・
骨
正
月
・
頭
正
月
・
麦
正
月
・

乞
食
正
月
・
奴
正
月
・
灸
正
月
・
と
ろ
ろ
正

月
・
は
っ
た
い
正
月
な
ど
、
各
地
の
風
習
に

よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
呼
び
名
が
あ
る
。
た
と
え

ば
骨
正
月
と
は
、
正
月
の
最
後
の
日
、
つ
ま

り
一
月
二
十
日
の
切
り
上
げ
の
日
、
年
肴
を

す
っ
か
り
食
べ
尽
く
す
の
で
あ
る
。
骨
の
正

月
・
骨
く
ず
し
・
骨
た
た
き
な
ど
と
も
い
う
。

も
の
が
た
き
骨
正
月
の
老
母
か
な

高
浜
虚
子
も
御
母
上
を
思
っ
て
作
句
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。

や
が
て
新
年
正
月
も
初
三
十
日
・
初
晦
日

で
あ
る
。
晦
日
正
月
に
晦
日
団
子
を
作
る
地

方
も
か
つ
て
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
大
正
大
学
学
長
）

九
・
十
・
十
一
月
の

行
事
報
告

東京教区詠唱講習・検定会

東京教区詠唱講習・検定会
9月11日（木）
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第63回念仏と法話の会
10月22日（水）
前列左から
樋口京子様（5回表彰）、中島住職、飯田佳子様（20回表彰）
後列左から
加藤靖子様（10回表彰）、今井文雄様（15回表彰）、
大内秀雄様（10回表彰）

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22日（土）

（
裕
彦
）

（
虚
子
）

秋彼岸会法要・彼岸寄席
9月23日（火）

秋彼岸寄席、三遊亭多歌介師匠

文化講演会
10月26日（日）

「寺の力」
隈研吾氏
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  今回は皆さんが一番よくご覧に なられるお袈裟を紹介致します。
 梅窓院の普段の法要で、左右に向かい  合って何人もの僧侶が座っていますが、
そうした僧侶が身につけるお袈裟、そ してその法要中に特別な役割を果たす
僧侶が身につけるお袈裟です。第1回 の導師が身につけるお袈裟と合わせて

  今回で普段の法要儀式でのお袈 裟の紹介が済むことになります。

浄土宗の 仏具と衣

梅窓院通信 No.745

法
要
の
中
心
と
な
る
導
師
、
梅
窓
院

で
は
中
島
住
職
を
筆
頭
に
、
状
況
に
応

じ
て
何
人
か
の
僧
侶
が
そ
の
役
目
を
担

い
ま
す
が
、
そ
の
導
師
の
左
右
に
並
ぶ

式
衆
と
呼
ば
れ
る
僧
侶
が
い
ま
す
。
ま

た
、
法
要
の
前
に
荘
厳
の
準
備
を
す
る

僧
侶
、
導
師
の
お
世
話
を
す
る
僧
侶
、

ま
た
式
を
進
行
す
る
司
式
と
呼
ば
れ
る

僧
侶
な
ど
も
い
ま
す
。
法
要
に
よ
っ
て

僧
侶
の
人
数
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
い

つ
も
こ
う
し
た
役
割
の
僧
侶
が
全
員
い

る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
が
基

本
に
な
っ
て
法
要
が
執
り
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

さ
て
、
こ
う
し
た
僧
侶
が
身
に
つ
け

る
お
袈
裟
で
す
が
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
師
五
条
で
す
が
、
写
真
を
見
て
頂

く
と
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
五
つ
の
長

方
形
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
長
く
四
角
い

袈
裟
で
、
肩
か
ら
掛
け
る
長
い
帯
の
よ

う
な
も
の
が
出
て
い
ま
す
。
実
際
に
身

に
つ
け
た
写
真
を
ご
覧
頂
け
れ
ば
わ
か

り
ま
す
が
、
袈
裟
を
身
体
に
巻
き
つ
け

る
よ
う
に
し
て
帯
を
左
肩
に
か
け
正
面

ま
で
回
し
て
留
め
ま
す
。
ま
た
左
肩
の

と
こ
ろ
で
は
袈
裟
が
落
ち
な
い
よ
う
に

衣
に
留
め
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
大
師

五
条
で
す
。

大
五
条
で
す
が
、
大
五
条
も
五
条
で

す
か
ら
五
つ
の
長
方
形
が
組
み
合
わ

さ
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
少
々
台

形
に
近
く
、
そ
し
て
大
師
五
条
に
比
べ

る
と
だ
い
ぶ
小
さ
い
長
方
形
で
す
。
長

い
帯
も
出
て
い
ま
せ
ん
。
こ
ち
ら
は
上

か
ら
被
る
よ
う
に
身
に
つ
け
、
や
は
り

左
肩
の
と
こ
ろ
で
衣
に
留
め
て
あ
り
ま

す
。
身
体
に
巻
き
つ
け
な
い
分
、
動
く

時
に
邪
魔
に
な
ら
ず
、
ま
た
見
た
目
も

は
っ
き
り
違
い
ま
す
。

こ
う
し
た
大
師
五
条
と
大
五
条
は
顕

色
と
い
っ
て
金
糸
や
銀
糸
の
ほ
か
、
色

と
り
ど
り
の
糸
で
織
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、
梅
窓
院
で
は
同
じ
柄
で
、
こ
の
大

師
五
条
や
大
五
条
を
揃
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
回
ご
覧
頂
い
て
い
る
の
は
冬

用
の
袈
裟
に
な
り
ま
す
。
一
般
社
会
で

も
衣
替
え
が
あ
る
よ
う
に
僧
侶
の
衣
や

袈
裟
に
も
衣
替
え
が
あ
る
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
初
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
て
は

袈
裟
も
生
地
の
薄
い
、
い
わ
ゆ
る
夏
用

の
衣
を
身
に
つ
け
ま
す
。
衣
替
え
の
季

節
に
注
意
し
て
頂
く
と
、
そ
の
違
い
が

わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

今
回
ま
で
、
七
条
袈
裟
、
大
師
五

条
、
大
五
条
と
紹
介
し
て
き
ま
し
た

が
、
皆
共
通
し
て
い
る
身
に
つ
け
方
が

あ
り
ま
す
。
お
気
付
き
に
な
っ
た
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
で
す
、
ど
れ
も
必
ず

右
肩
を
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
次
回
の
単
色

の
お
袈
裟
を
紹
介
す
る
時
に
一
緒
に
お

話
し
致
し
ま
す
。

大
師
五
条
袈
裟

（写真提供・島津法衣店）

大
五
条
袈
裟 大師五条を身につけた西沢正彦上人大五条を身につけた若麻績大成上人

衣と袈裟は左肩の上で
留められています。
「約束」と呼びます。
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背面

正面

背面

第3回
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師
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ま
た
は
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司
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梅窓院通信 No.74 4

  今回は皆さんが一番よくご覧に なられるお袈裟を紹介致します。
 梅窓院の普段の法要で、左右に向かい  合って何人もの僧侶が座っていますが、
そうした僧侶が身につけるお袈裟、そ してその法要中に特別な役割を果たす
僧侶が身につけるお袈裟です。第1回 の導師が身につけるお袈裟と合わせて

  今回で普段の法要儀式でのお袈 裟の紹介が済むことになります。

浄土宗の 仏具と衣

梅窓院通信 No.745

法
要
の
中
心
と
な
る
導
師
、
梅
窓
院

で
は
中
島
住
職
を
筆
頭
に
、
状
況
に
応

じ
て
何
人
か
の
僧
侶
が
そ
の
役
目
を
担

い
ま
す
が
、
そ
の
導
師
の
左
右
に
並
ぶ

式
衆
と
呼
ば
れ
る
僧
侶
が
い
ま
す
。
ま

た
、
法
要
の
前
に
荘
厳
の
準
備
を
す
る

僧
侶
、
導
師
の
お
世
話
を
す
る
僧
侶
、

ま
た
式
を
進
行
す
る
司
式
と
呼
ば
れ
る

僧
侶
な
ど
も
い
ま
す
。
法
要
に
よ
っ
て

僧
侶
の
人
数
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
い

つ
も
こ
う
し
た
役
割
の
僧
侶
が
全
員
い

る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
が
基

本
に
な
っ
て
法
要
が
執
り
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

さ
て
、
こ
う
し
た
僧
侶
が
身
に
つ
け

る
お
袈
裟
で
す
が
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
師
五
条
で
す
が
、
写
真
を
見
て
頂

く
と
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
五
つ
の
長

方
形
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
長
く
四
角
い

袈
裟
で
、
肩
か
ら
掛
け
る
長
い
帯
の
よ

う
な
も
の
が
出
て
い
ま
す
。
実
際
に
身

に
つ
け
た
写
真
を
ご
覧
頂
け
れ
ば
わ
か

り
ま
す
が
、
袈
裟
を
身
体
に
巻
き
つ
け

る
よ
う
に
し
て
帯
を
左
肩
に
か
け
正
面

ま
で
回
し
て
留
め
ま
す
。
ま
た
左
肩
の

と
こ
ろ
で
は
袈
裟
が
落
ち
な
い
よ
う
に

衣
に
留
め
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
大
師

五
条
で
す
。

大
五
条
で
す
が
、
大
五
条
も
五
条
で

す
か
ら
五
つ
の
長
方
形
が
組
み
合
わ

さ
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
少
々
台

形
に
近
く
、
そ
し
て
大
師
五
条
に
比
べ

る
と
だ
い
ぶ
小
さ
い
長
方
形
で
す
。
長

い
帯
も
出
て
い
ま
せ
ん
。
こ
ち
ら
は
上

か
ら
被
る
よ
う
に
身
に
つ
け
、
や
は
り

左
肩
の
と
こ
ろ
で
衣
に
留
め
て
あ
り
ま

す
。
身
体
に
巻
き
つ
け
な
い
分
、
動
く

時
に
邪
魔
に
な
ら
ず
、
ま
た
見
た
目
も

は
っ
き
り
違
い
ま
す
。
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か
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そ
う
で
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ど
れ
も
必
ず

右
肩
を
出
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◎
特
選

™
下
着
シ
ャ
ツ
す
ぽ
っ
と
着
ら
れ
今
朝
は
秋

宮
田

長
寿

◎
入
選

™
萩
の
磴
辿
り
て
坊
の
静
か
な
る

山
﨑
遣
迎
子

™
好
物
の
梨
を
供
へ
て
納
骨
す

増
田

節
子

™
太
陽
に
両
手
ひ
ろ
げ
る
す
す
き
か
な

西
村

貞
子

™
誰
に
似
し
五
百
羅
漢
や
萩
の
道

尾
崎
冨
美
子

™
宵
闇
の
雲
な
く
澄
ん
で
望
の
月

浅
井

清
子

™
真
東
に
太
陽
昇
る
秋
彼
岸

中
島

寛

™
走
り
根
に
つ
ま
づ
き
に
け
り
初
紅
葉

丑
久
保

勲

™
旧
道
は
一
方
通
行
秋
桜

き
く
ち
き
み
え

™
ち
ん
ま
り
と
母
に
供
へ
て
お
け
さ
柿

光
沢

奈
都

◎
選
者
詠

™
半
地
下
の
バ
ー
へ
夜
寒
の
階
お
り
る

大
崎

紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

「
鰯
雲
ひ
と
に
告
ぐ
べ
き
こ
と
な
ら
ず
」の
句
で
知
ら
れ
る
加
藤
楸
邨
は
、歩
き
な
が

ら
よ
く
句
作
し
た
そ
う
で
す
。「
歩
行
的
思
考
」と
か
言
っ
て
い
ま
す
が
、実
際
、歩
き
な

が
ら
身
の
ま
わ
り
の
事
物
を
見
て
句
作
を
す
る
と
、割
と
す
ら
す
ら
で
き
る
よ
う
で

す
。頭
の
回
転
も
歩
い
て
い
る
と
き
は
早
い
よ
う
で
す
。と
い
う
こ
と
で
、「
歩
行
的
句

作
」を
多
い
に
試
み
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

冬になると太る…という経験はあ
りませんか。寒いと外に出るのが億劫
で、つい運動不足になりがち。それも
原因の一つですが、そもそも冬はエ
ネルギーを蓄える「充電期間」なので
す。蓄えたエネルギーの多くは体温
を保つことに費やされます。

自然界の生物に目を向けても、冬
は植物も成長を休めて春の芽吹きを
じっと待ち、動物たちは冬眠や休息期
間に入ります。

東洋医学では、五臓と季節との関
係について、冬は「腎」と密接な関係
があり、腎の負担が大きくなる時期と
教えています。腎は生命活動の源と
なる精力を蓄え、全身に活力を与え
ています。そのため腎が弱ると、生命
エネルギーが衰えて、気力、体力とも
落ちて、元気もやる気もなくなりま
す。

腎はまた、膀胱、耳、骨をも管理し
ているので、腎の働きが衰えると、尿
の出が悪くなったり、むくみ、冷え、貧
血、膀胱炎、下痢、腰痛、神経痛、足腰
の衰え、耳鳴りなどの症状が起こりや
すくなります。

これらのことから、冬は腎の働きを
補う食べ物を積極的にとるのが冬の
養生法。代表的な食品は昆布、若布、
ひじきなどの海藻類。いわし、チリメン
ジャコ、アサリ、シジミなどの魚介類。
黒豆、黒ゴマ、黒きくらげ、栗、ごぼう
などです。

とすると、お正月に食べる、「ごぼう
の昆布巻き」「黒豆煮」「田作り」「栗き
んとん」などのおせち料理に登場す
る食べ物は、“元気”の元締めである
腎を補助するための薬食なのです
ね。先祖が遺してくださった尊い教え
をしっかり受け継ぎたいと思います。

食
養
研
究
家

武
鈴
子

「
お
せ
ち
」は

腎
の
養
生
食

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8日(木)を締
切、平成27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

は
じ
ま
り
は
江
戸
時
代
、ル
ー
ツ
を
絶
や

す
事
な
く〝
の
れ
ん
分
け
〞を
続
け
て
き
た

「
増
田
屋
」は
東
京
を
中
心
に
よ
く
目
に
す

る
が
今
回
は
新
宿
の
歌
舞
伎
町
に
店
を
構

え
る
増
田
屋
さ
ん
を
訪
れ
た
。

の
れ
ん
分
け
の
特
徴
は
、仕
入
れ
先
や
メ

ニュ
ー
に
縛
り
が
な
く
、店
主
が
自
由
に
で

き
る
所
だ
そ
う
だ
。

「
歌
舞
伎
町
に
ホ
ッ
と
息
の
抜
け
る
よ
う

な
憩
い
の
空
間
を
」と
い
う
星
野
耕
司
さ
ん

（
㈲
大
久
保
増
田
屋
取
締
役
社
長・梅
窓

院
檀
信
徒
）の
言
う
通
り
、こ
じ
ん
ま
り
し

た
入
口
か
ら

降
り
る
と
外

の
雰
囲
気
を
忘
れ
さ
せ
る
綺
麗
な
店
内
に

驚
か
さ
れ
る
。

そ
し
て
星
野
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
は
、も
ち

ろ
ん
メ
ニュ
ー
に
も
。人
気
の
定
番
は
も
ち
ろ

ん
、ラ
ー
油
で
あ
え
る
そ
ば
、薬
味
に
は
梅

も
添
え
ら
れ
て
い
る
。季
節
メ
ニュ
ー
と
し
て

四
季
折
々
の
素
材
の
天
ぷ
ら
を
味
わ
え
る
。

ち
な
み
に
冬
は
ア
マ
ダ
イ
の
天
ぷ
ら
だ
そ
う

だ
。ラ

ン
チ
は
8
5
0
円
か
ら
楽
し
む
こ
と

が
で
き
、組
み
合
わ
せ
が
選
べ
る
増
田
屋
ラ

ン
チ
8
9
0
円
が
一
番
人
気
だ
そ
う
だ
。

宴
会
の
予
約
も
で
き
る
上
、夜
中
ま
で
の

営
業
と
、歌
舞
伎
町
で
の
落
ち
着
い
た
飲
み

会
、接
待
後
の
夜
食
な
ど
穴
場
的
で
お
す

す
め
の
一
店
だ
。

第
五
十
七
回

大
崎
紀
夫

純
石
臼
挽
蕎
麦

増
田
屋

石臼を回す水車が目を引く明るく広
い店内。

石臼で自家製粉したフレッシュなそば
粉を使用した新そばせいろときのこ
天ぷら990円。

営業時間／平・土11:00～23:45（L.O.23:15）
日・祝11:00～23:00（L.O.22:30）
ランチ　11:00～15:00
定休日／年中無休　席数／40席 
住所／東京都新宿区歌舞伎町2-38-3 B1階
TEL／03-3204-4147

★
ファミリーマート

ドンキホーテ

歌舞伎町交番

大久保病院

広場 映画館

増田屋（地下１階）

靖国通り

職安通り

新宿東宝ビル
（建設中）

プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル西
武
新
宿
駅

梅窓院通信 No.747

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

梅
真
会
会
員
鳥
谷
寺
第
十
六
世
住
職

ち
ょ
う
こ
く
じ

梅窓院通信 No.74 6

寺本尊の前で中島住職と一緒に記念撮影。

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。今回は岩手県花巻市
の鳥谷寺 上人にお話を伺いました。

◆本日はよろしくお願い致します。さっそくですが、梅窓院に随
身された時期からお話し頂けますでしょうか。

昭和38年から42年まで、そして44
年に戻って47年までいました。都合7年もお世話になりました。
◆学生時代と卒業後ということでしょうか。

　はい、卒業してすぐお寺に戻っても、小さいお寺で父が一
人居れば法務は問題なく、副住職といっても何か職に就く必要が
ありました。ですので、もう少し東京にいるかと、梅窓院を出てから
三畳一間のアパートでバイト暮らしを始めました。
◆寝食の心配がなく、お小遣いまでもらえた梅窓院での随身生
活から単身での生活となると大変だったのではないですか。

ええ、三畳間の家賃は月3千円、食事がついているバイトを
探してなんとか生活していました。
◆再び梅窓院に戻られたきっかけは。

　後輩の 君と 君が訪ねてきて、先輩、今手が足りなく
て僕たち学校に行けないので帰ってきて下さいと頼まれました。
◆戻られた時はどんな立場になられたのですか。

　院代という立場でした。実際は方丈さん（真哉住職）が関
われていた一洗会という事務局の手伝いと法務全般、そして随身
の面倒を見ることでした。
◆待遇をお聞かせ頂けますか。

　随身の学生の小遣いが月３千円の時に２万円でした。
　でも、学生が食費を浮かすために昼休みに学校から戻って来
るのです。何もさせずに食べさせる訳にはいきませんから、境内の
草取りをさせてそれに対してパンとコーラを買わせてきて彼らの昼
ごはんにしていました。２万円の給料はそれで無くなりましたね（笑）。
◆面倒見が良かったのですね。

　梅窓院で随身していると本当に良くしてもらえるので、自然
と自分達も面倒見が良くなってしまうのだと思いますよ。
◆なるほど。

　特に田舎の裕福でない寺で苦労してきた者にとっては東
京のお布施は破格でしたからね。

梅窓院に入った年の夏、棚経といって檀家さんの家を訪れてお

経をあげるのですが、頂いたお布施の金額は住職に報告はしま
すが、すべて自分たちのものになりました。
　３日間回って４万～５万円の布施を頂いた時には夢のようでした
ね。九州から来た仲間は新盆のお宅の一軒の棚経で１万円の布
施をもらい、多すぎてもらえませんと半分戻したという話もありました。
◆そうですか、東京という場所は特別な所だったのですね。

　岩手花巻の棚経でのお布施は百円でしたからね。１万円
なんて百倍ですよ。百軒回る分を一回の、しかも短いお経ヘのお
布施ですからね。想定外どころか夢にも思わないことでした。
◆随身時代の思い出をお聞かせ頂けますか。

　東京オリンピックの聖火ランナーを見たことが印象的でした
ね。
　昨年9月に亡くなられました さん。その さんが梅窓
院の前を通るところを見て、急いで競技場へ向かい、中には入れ
ませんが、外でも聖火台が見えるところから点灯の瞬間をこの目で
見ました。そしてブルーインパルスが大空に描いた五輪のマークに
も感動しました。
◆昭和39年の東京オリンピックですね。

　はい、そうです。それと昭和40年にハワイから戻られた御
前さま（真孝前々住職）のお酒の強さも忘れられません。
　夕刊を届けた時、晩酌されていた御前さまから飲んでみろと
ジョッキを差し出されて、それを飲んだらなんと腰が立たなくなった。
後で聞いたら、ジョッキの半分はウイスキー。甘くするためにガムシ
ロップ少々、そして残りが日本酒だったそうです。
　普段から飲み慣れていませんでしたが、まさか立てなくなるとは
……。
◆真孝先々代、本当にお酒がお強かったのですね。

　それと忘れられないのが梅窓院での餅つきですね。いろい
ろ寺回りの雑用をしてくれる方がいて、どこかで臼と杵をもらってき
てから毎年年末に餅つきをしました。田舎ではやりますが東京のど
真ん中で餅つきをすることに驚きましたね。

だい
　方丈さん（真哉前住職）の思い出では方丈さんが出された「大
せん
山」というとんかつ屋さんでの手伝いですね。職人さんが夕方に
帰った後、揚げるだけに準備されたとんかつを揚げていました。昭
和40年代でハシでも切れるとんかつでしたから、方丈さんは先見
の明がありましたよね。
◆そうでしたか。

なんだか、勉強に関わらない思い出ばかりだね。
◆いえいえ、むしろ貴重なお話でした。ありがとうございました。

上人。楽しそうに随身時代の話をされた
本当に色々な話しをして下さいました。
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冬になると太る…という経験はあ
りませんか。寒いと外に出るのが億劫
で、つい運動不足になりがち。それも
原因の一つですが、そもそも冬はエ
ネルギーを蓄える「充電期間」なので
す。蓄えたエネルギーの多くは体温
を保つことに費やされます。

自然界の生物に目を向けても、冬
は植物も成長を休めて春の芽吹きを
じっと待ち、動物たちは冬眠や休息期
間に入ります。

東洋医学では、五臓と季節との関
係について、冬は「腎」と密接な関係
があり、腎の負担が大きくなる時期と
教えています。腎は生命活動の源と
なる精力を蓄え、全身に活力を与え
ています。そのため腎が弱ると、生命
エネルギーが衰えて、気力、体力とも
落ちて、元気もやる気もなくなりま
す。

腎はまた、膀胱、耳、骨をも管理し
ているので、腎の働きが衰えると、尿
の出が悪くなったり、むくみ、冷え、貧
血、膀胱炎、下痢、腰痛、神経痛、足腰
の衰え、耳鳴りなどの症状が起こりや
すくなります。

これらのことから、冬は腎の働きを
補う食べ物を積極的にとるのが冬の
養生法。代表的な食品は昆布、若布、
ひじきなどの海藻類。いわし、チリメン
ジャコ、アサリ、シジミなどの魚介類。
黒豆、黒ゴマ、黒きくらげ、栗、ごぼう
などです。

とすると、お正月に食べる、「ごぼう
の昆布巻き」「黒豆煮」「田作り」「栗き
んとん」などのおせち料理に登場す
る食べ物は、“元気”の元締めである
腎を補助するための薬食なのです
ね。先祖が遺してくださった尊い教え
をしっかり受け継ぎたいと思います。

食
養
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究
家

武
鈴
子

「
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ち
」は

腎
の
養
生
食

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8日(木)を締
切、平成27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
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第
五
十
七
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大
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紀
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純
石
臼
挽
蕎
麦

　増
田
屋

石臼を回す水車が目を引く明るく広
い店内。

石臼で自家製粉したフレッシュなそば
粉を使用した新そばせいろときのこ
天ぷら990円。

営業時間／平・土11:00～23:45（L.O.23:15）
日・祝11:00～23:00（L.O.22:30）
ランチ　11:00～15:00
定休日／年中無休　席数／40席 
住所／東京都新宿区歌舞伎町2-38-3 B1階
TEL／03-3204-4147

★
ファミリーマート

ドンキホーテ

歌舞伎町交番

大久保病院

広場 映画館

増田屋（地下１階）

靖国通り

職安通り

新宿東宝ビル
（建設中）

プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル西
武
新
宿
駅
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谷
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ょ
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く
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寺本尊の前で中島住職と一緒に記念撮影。

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。今回は岩手県花巻市
の鳥谷寺吉水正教上人にお話を伺いました。

◆本日はよろしくお願い致します。さっそくですが、梅窓院に随
身された時期からお話し頂けますでしょうか。
吉水正教住職（以下吉水） 昭和38年から42年まで、そして44
年に戻って47年までいました。都合7年もお世話になりました。
◆学生時代と卒業後ということでしょうか。
吉水 はい、卒業してすぐお寺に戻っても、小さいお寺で父が一
人居れば法務は問題なく、副住職といっても何か職に就く必要が
ありました。ですので、もう少し東京にいるかと、梅窓院を出てから
三畳一間のアパートでバイト暮らしを始めました。
◆寝食の心配がなく、お小遣いまでもらえた梅窓院での随身生
活から単身での生活となると大変だったのではないですか。
吉水 ええ、三畳間の家賃は月3千円、食事がついているバイトを
探してなんとか生活していました。
◆再び梅窓院に戻られたきっかけは。
吉水 後輩の奥君と山崎君が訪ねてきて、先輩、今手が足りなく
て僕たち学校に行けないので帰ってきて下さいと頼まれました。
◆戻られた時はどんな立場になられたのですか。
吉水　院代という立場でした。実際は方丈さん（真哉住職）が関
われていた一洗会という事務局の手伝いと法務全般、そして随身
の面倒を見ることでした。
◆待遇をお聞かせ頂けますか。
吉水 随身の学生の小遣いが月３千円の時に２万円でした。

でも、学生が食費を浮かすために昼休みに学校から戻って来
るのです。何もさせずに食べさせる訳にはいきませんから、境内の
草取りをさせてそれに対してパンとコーラを買わせてきて彼らの昼
ごはんにしていました。２万円の給料はそれで無くなりましたね（笑）。
◆面倒見が良かったのですね。
吉水 梅窓院で随身していると本当に良くしてもらえるので、自然
と自分達も面倒見が良くなってしまうのだと思いますよ。
◆なるほど。
吉水 特に田舎の裕福でない寺で苦労してきた者にとっては東
京のお布施は破格でしたからね。

梅窓院に入った年の夏、棚経といって檀家さんの家を訪れてお

経をあげるのですが、頂いたお布施の金額は住職に報告はしま
すが、すべて自分たちのものになりました。

３日間回って４万～５万円の布施を頂いた時には夢のようでした
ね。九州から来た仲間は新盆のお宅の一軒の棚経で１万円の布
施をもらい、多すぎてもらえませんと半分戻したという話もありました。
◆そうですか、東京という場所は特別な所だったのですね。
吉水 岩手花巻の棚経でのお布施は百円でしたからね。１万円
なんて百倍ですよ。百軒回る分を一回の、しかも短いお経ヘのお
布施ですからね。想定外どころか夢にも思わないことでした。
◆随身時代の思い出をお聞かせ頂けますか。
吉水 東京オリンピックの聖火ランナーを見たことが印象的でした
ね。

昨年9月に亡くなられました坂井義則さん。その坂井さんが梅窓
院の前を通るところを見て、急いで競技場へ向かい、中には入れ
ませんが、外でも聖火台が見えるところから点灯の瞬間をこの目で
見ました。そしてブルーインパルスが大空に描いた五輪のマークに
も感動しました。
◆昭和39年の東京オリンピックですね。
吉水 はい、そうです。それと昭和40年にハワイから戻られた御
前さま（真孝前々住職）のお酒の強さも忘れられません。

夕刊を届けた時、晩酌されていた御前さまから飲んでみろと
ジョッキを差し出されて、それを飲んだらなんと腰が立たなくなった。
後で聞いたら、ジョッキの半分はウイスキー。甘くするためにガムシ
ロップ少々、そして残りが日本酒だったそうです。

普段から飲み慣れていませんでしたが、まさか立てなくなるとは
……。
◆真孝先々代、本当にお酒がお強かったのですね。
吉水 それと忘れられないのが梅窓院での餅つきですね。いろい
ろ寺回りの雑用をしてくれる方がいて、どこかで臼と杵をもらってき
てから毎年年末に餅つきをしました。田舎ではやりますが東京のど
真ん中で餅つきをすることに驚きましたね。

方丈さん（真哉前住職）の思い出では方丈さんが出された「大
山」というとんかつ屋さんでの手伝いですね。職人さんが夕方に
帰った後、揚げるだけに準備されたとんかつを揚げていました。昭
和40年代でハシでも切れるとんかつでしたから、方丈さんは先見
の明がありましたよね。
◆そうでしたか。
吉水 なんだか、勉強に関わらない思い出ばかりだね。
◆いえいえ、むしろ貴重なお話でした。ありがとうございました。
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楽しそうに随身時代の話をされた吉水上人。
本当に色々な話しをして下さいました。
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新年明けましておめでとうございま
す。皆様お変わりなくお正月をお迎えに
なられたことと存じます。

昨年は台風をはじめ自然災害が多く
起きました。今年は穏やかな1年になっ
て欲しいものです。

年末には年越しそばを食べる習慣がありますが、皆様
のお宅ではいかがでしょう。家族そろっておそばを食べ
られましたか。

今号の散歩道では外苑前駅すぐの増田屋さんからのれ
ん分けされた新宿歌舞伎町の増田屋さんを紹介していま
す。二つの増田屋さん、どちらも梅窓院のお檀家様です。

歌舞伎町といえば日本を代表する繁華街ですが、その
雑踏の中、地下のお店に入るとその喧騒が嘘のような静
寂で小綺麗なお店です。年越しならぬ初そばを召し上
がってみてはいかがでしょう。お店の詳細は今号散歩道
で紹介してあります。

さて、昨年秋の文化講演会、11回目になりましたが、
講演会始まって以来の人気となり、定員を大幅に超える
申し込みを頂きました。
「寺の力」と題した建築家の隈研吾先生の講演で、隈

先生は新生梅窓院を設計して頂いた建築家です。世界が
注目する隈先生、日本はもちろん、世界各地で手掛けた
建物は数知れませんが、その中で建築物としての「寺」を
演題に入れて話をされたのは初めてだそうです。寺にい
る私たちだと気付きにくい寺の魅力や役割についての話
となり、大変興味深い内容でした。

話は変わり、鎌倉の材木座海岸前の浄土宗大本山光
明寺の話です。

昨年7月に第百十一世宮林昭彦台下が遷化され、10
月には第百十二世として柴田哲彦台下が推挙されまし
た。光明寺は関東地方における浄土宗の布教拠点となっ
た名刹で、十夜法要が始まった浄土宗の大本山です。

光明寺の十夜法要は毎年10月に催されますが、昨年
は私も数年ぶりに随喜致しました。梅窓院でも平成15
年から十夜法要を厳修しています。念仏を唯一の修行と
する浄土宗ならではの法要です。秋の話をするには少々
早いですが、今年も1年健やかに過ごされ、梅窓院の十
夜法要にぜひお参り頂けることを心より祈念しています。

住職挨拶
梅窓院第二十五世 中島 真成

池の鏡に新緑のブナ林の緑が映り、深い幽玄の世界に引き込まれ
そうな錯覚に襲われる。
新潟県十日町松口、松之山温泉の近くの丘陵に樹齢約90年程の
ブナ林が生い茂り、その姿が美しく美人林として有名です。

今年も第６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。

第5回秋彼岸写真コンクールグランプリ受賞作品
「池鏡幽玄を誘う」

撮影：加藤 德郎様

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―

平成26年度　　  仏教講座のご案内後期

全講座▶午後6時～8時　 受講料▶無料　 場所▶祖師堂

発　　行／梅窓院
発 行 日／平成27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

そのひとつである仏教講座に参加しました。
よく参加しているのは阿川先生と本林先生
の講座です。お経の解説や、仏教が生活や
文化に密接に繋がっていることがわかるの
で、仏教が身近に感じられて興味深いです。
先日、友人の葬儀でカナダのバンクーバーに
行った際に、ご僧侶が浄土宗のカナダ人の
方でした。英語で話されているのですが、お経
だけは日本語で聞き覚えのある無量寿経でし
た。阿川先生の講座でお経を読んでいたの
で、私も一緒にお称えすることができました。

※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（木）

◆第64回 念仏と法話の会 2月9日（月）

◆春彼岸会法要・寄席・物産展 3月21日（土）

◆はなまつり 4月4日(土)～8日(水)

◆大施餓鬼会法要 5月16日（土）

◆開山忌法要・能楽奉納 6月13日(土)

◆第65回 念仏と法話の会 6月18日（木）

◆盂蘭盆会法要 7月13日（月）

◆秋彼岸会法要・寄席 9月23日(水)

◆文化講演会 10月開催予定

◆十夜法要・芋煮会 11月21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

◆団体参拝旅行 信州 善光寺 5月9日（土）～10日（日）
※詳細は春彼岸号にてお知らせ致します。

平成27年平成27年 年年 間間 行行 事事 予予 定定
お檀家さんに伺いました

「仏教が身近に感じられます」

「お彼岸をゆっくり過ごしました」

平成２6年仏教講座にて
（本林靖久先生『仏教法会―祈祷と供養―』）

平成２6年秋彼岸法要にて

梅窓院通信 No.74 8

行事予定

第64回 念仏と法話の会
2月9日（月）
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 「念仏往生」を願う生き方
講師　佐賀教区 鏡智院　中村一之上人

※各講座第3回目の最終講座は、後半、茶話会の予定です。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。

お寺に来るのは葬儀や法要
の時だけだと思っていました
が、梅窓院の「お寺を人々が
集うコミュニティーの場に」
という趣旨に興味を持ち、  

仕事の合間にはバイクで、来年十三回忌を
迎える父の墓参に立ち寄ります。今日は、秋
彼岸なので母と一緒に参りました。家でゆっ
くり過ごしたあと出かけましたので寄席は
見逃しましたが、美味しくお呈茶を頂きまし
た。作法は身につけていませんが、気軽でい
いですね。とても良い休日になりました。




