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自　平成28年4月 1 日
至　平成29年3月31 日

平成28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）
保守修繕費（建物）
保守修繕費（墓苑・境内）
人件費
事務費（郵送費・コピーなど）

78,951

32,473

50,110

161,534

3,292
25,052
39,290
51,427
36,120
6,353

161,534合　計合　計

梅
窓
院
よ
り
会
計
の
ご
報
告

青山梅窓院墓苑総販売代理店の日本エキスパートシステムです。皆様がこの『青山』をご覧
になっている頃……、少しは涼しくなっているでしょうか？　今は墓地内の元気すぎる雑草で
ご苦労されておられるお檀家様からのお問合わせがひっきりなしです。最近は年間で墓苑清
掃業務をご契約される方も増えて参りました。お気軽にお問合せ下さい。

さて今年も秋季彼岸会のお中日に「動物慰霊法要」を開催致します。梅窓院無礙光塔に納
骨されていない方でも参列できますのでぜひご来寺下さい。皆様が子供の頃に飼っていたワ
ンコ、ニャンコたちが来てくれるかもしれませんし、本堂の中で色々な（ユニークな）ペットちゃ
んたちの名前が読み上げられるのもちょっと楽しいです。おうちの中では王様（女王様）だった
子たちを想うひと時をお持ち下さい。お参りの際に私どもを見かけたらお気軽にお声がけ下
さい。

お知合いの方へ梅窓院墓苑のご紹介もぜひお願いします。

日本エキスパートシステム 墓苑事業部からのお知らせ
梅窓院のお墓とペット供養の窓口

梅窓院では10月より平成29年度
後期 仏教講座を開講します。今年
度も5名の先生をお迎えしておりま
す。どうぞお気軽にご参加下さい。
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

発 　 行 ／ 梅窓院
発 行 日／ 平成29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
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

お檀家さんに伺いました

「昔を思い出します」
鶴見 忠雄・正子様
例年の行事として、今年もお参りに
来ました。昔は子供連れで施餓鬼に
参加していましたが、最近は夫婦で
お参りをしています。
お斎は毎年変わらない味で美味しい
なと思いながらいただきました。
今回の法話で
は、知っている
ようで知らな
かった浄土宗
の行事につい
て、大変勉強
になりました。

平成29年団体参拝旅行にて

「とても貴重な体験ができました」
米濵 鉦二・麗子様
梅窓院の団体参拝に初めて参加致
しました。団体参拝ならではの滅多
に聞けない法話を拝聴し、普段行け
ない場所にも行くことができたのが
とても良かったです。
特に知恩院では伊藤唯眞猊下の法
話に感動し、メモも取りました。
今回、梅窓院の団体参拝を通して大
変貴重な体験ができ感謝しています。

平成29年施餓鬼にて

平成29年度 後期
仏教講座のご案内

行 事 予 定

9月23日（土）
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。

秋彼岸会法要

11月18日（土）
法要　午後4時～　本堂
※詳しくは十夜号をご覧下さい。

十夜法要

10月21日（土）
開演
午後3時～　祖師堂　

【講師】里中満智子氏
（マンガ家）

※詳しくは別紙チラシ
をご覧下さい。

文化講演会

M・ファン・デン・フック
ピアノリサイタル

11月25日（土）
開演 午後3時～　祖師堂
冥加料　檀家2,000円・
一般5,000円・学生3,000円／先着300名
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

10月2日（月）
受付開始　午前11時～
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

第72回 念仏と法話の会

ブ
ッ
ダ
を

め
ぐ
る
人
々
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気
が
付
く
と
今
年
も
残
り
三
分
の
一
に
な
り
ま
し
た
。皆

様
、お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、梅
窓
院
の
樹
木
葬
墓
苑
、「
梅
林
苑
」の
工
事
が
終
わ

り
、ご
遺
骨
を
埋
葬
す
る
準
備
が
整
い
ま
し
た
。梅
と
い
う
字

を
冠
す
る
寺
名
な
が
ら
、境
内
に
梅
の
木
が
少
な
い
こ
と
も
あ

り
、樹
木
葬
の
樹
と
し
て
梅
を
植
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。で

す
が
、植
樹
の
時
期
は
冬
が
良
い
と
の
こ
と
で
、梅
林
苑
の
名

に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
ま
で
、少
し
お
待
ち
下
さ
い
。

場
所
は
相
輪
近
く
に
な
り
ま
す
。詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
合

せ
下
さ
い
。

五
月
に
団
体
参
拝
で
京
都
を
訪
れ
ま
し
た
。浄
土
宗
の
総

本
山
知
恩
院
、大
本
山
清
浄
華
院
、宇
治
の
平
等
院
な
ら
び
に

浄
土
院
、黄
檗
宗
の
大
本
山
萬
福
寺
、世
界
遺
産
の
天
龍
寺
、

そ
し
て
伏
見
の
月
桂
冠
酒
造
を
訪
れ
ま
し
た
。

かい

ば
い
り
ん
え
ん

5月の団参は知恩院（左上）と清浄華院（左下）と平等院（中央下）に参拝。萬福寺で普茶料理（中央中）をいただき、開パン（中央上）も見学。嵐山の竹林
（右上）を歩きトロッコ列車（右下）にも乗りました。

梅
窓
院
第
二
十
五
世

中
島
真
成

住
職
挨
拶
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知
恩
院
で
は

猊
下
に
拝
謁
、法
話
も
い
た
だ
き
ま

し
た
。八
面
の「
お
檀
家
さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
」で
も
お
声
を
お

聞
か
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、貴
重
な
体
験
を
致
し
ま
し
た
。

秋
の
大
き
な
行
事
、秋
彼
岸
と
文
化
講
演
会
で
す
が
、秋
彼

岸
で
は
例
年
に
引
き
続
き
写
真
展
を
開
催
す
る
こ
と
に
致
し

ま
し
た
。詳
細
は
同
封
の
案
内
チ
ラ
シ
を
ご
覧
下
さ
い
。多
く

の
皆
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

文
化
講
演
会
で
は
マ
ン
ガ
家
の
里
中
満
智
子
先
生
を
お
迎

え
し
ま
す
。皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
日
本
を
代
表
す
る
マ

ン
ガ
家
で
、漫
画
以
外
で
も
ご
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
し
、ど
ん
な

お
話
を
い
た
だ
け
る
か
楽
し
み
で
す
。ち
な
み
に
、梅
窓
院
に

墓
地
を
お
持
ち
と
い
う
縁
で
ご
快
諾
い
た
だ
き
ま
し
た
。

十
一
月
に
は
フ
ァ
ン・デ
ン・フ
ッ
ク
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ

ル
が
開
催
さ
れ
ま
す
。今
回
で
十
六
回
目
と
な
り
ま
す
。

秋
の
梅
窓
院
は
行
事
が
続
き
ま
す
が
、皆
様
の
お
元
気
な
顔

を
お
見
せ
い
た
だ
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

げ
い
か
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大
切
な
亡
き
人
と
も
う
一
度
会
い
た
い
。

誰
し
も
の
願
い
で
す
。そ
し
て
、当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、そ
の
思

い
は
全
世
界
の
人
々
の
共
通
の
願
い
で
す
。

こ
の
六
月
に
中
島
住
職
の
ご
厚
意
に
よ
り
パ
リ
で
行
わ
れ
た
浄
土

宗
フ
ラ
ン
ス
開
教
区
十
周
年
記
念
講
演
に
参
加
す
る
ご
縁
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。パ
リ
開
教
区
ご
住
職
の
、高
僧
光
隆
上
人
の
異
国
で
の
開

教
の
尊
い
お
話
、そ
の
後
、ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
浄
土
真
宗
の
僧

侶
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
ジ
ェ
ロ
ー
ム

デ
ュ
コ
ー
ル
氏
の
講
演
と

続
き
ま
し
た
。デ
ュ
コ
ー
ル
氏
は
、法
然
上
人
の
お
念
仏
の
み
教
え
が
凝

縮
さ
れ
た『
選
択
集
』を
、フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
す
と
い
う
偉
業
を
成
し
遂

げ
ら
れ
た
方
で
、「
私
が
な
ぜ
、多
く
の
方
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
て

い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、仏
教
に
帰
依
し
た
の
か
」と
、と
て
も
興
味
深
い
お

話
を
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
理
由
は
仏
教
の
慈
悲
の
教
え
に
と
て
も
感
銘

を
受
け
た
こ
と
、そ
し
て
、そ
の
中
で
も
阿
弥
陀
様
の【
倶
会
一
処
】と

い
う
教
え
が
有
り
難
か
っ
た
か
ら
、と
の
こ
と
で
し
た
。

阿
弥
陀
様
を
信
じ
、お
念
仏
を
称
え
る
者
は
、皆
阿
弥
陀
様
の
西
方

極
楽
浄
土
で
再
会
出
来
る
。浄
土
信
仰
を
信
じ
る
も
の
と
し
て
、お
話

の
中
で
私
が
最
も
心
に
染
み
、と
て
も
共
感
出
来
る
こ
と
で
し
た
。〝
再

び
会
え
る
〞な
ん
と
も
有
り
難
く
お
優
し
い
み
教
え
で
し
ょ
う
。私
も

日
本
か
ら
遠
く
離
れ
た
異
国
、異
文
化
の
パ
リ
で
、皆
様
と
一
緒
に
お

念
仏
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、先
に
お
浄
土
に
往
生
さ
れ
た
、そ

れ
ぞ
れ
の
大
切
な
亡
き
人
た
ち
と
極
楽
浄
土
で
再
会
で
き
る
喜
び
を

噛
み
し
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。国
は
違
え
ど
、思
い
を
合
わ
せ
南

無
阿
弥
陀
仏
と
お
称
え
す
る
と
い
う
、何
に
も
代
え
が
た
い
大
変
貴

重
で
、尊
い
体
験
で
し
た
。

も
う
す
ぐ
お
彼
岸
で
す
。お
彼
岸
は
真
西
に
あ
る
西
方
極
楽
浄
土

を
最
も
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
期
間
。

ぜ
ひ
、お
墓
詣
り
、そ
し
て
お
堂
で
の
お
彼
岸
法
要
に
ご
参
列
し
私

た
ち
と
一
緒
に
お
念
仏
を
共
に
お
称
え
し
ま
し
ょ
う
。大
切
な
亡
き
方

と
再
び（
極
楽
浄
土
に
て
）再
会
で
き
る
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

彼岸寄席 午後1時～ 地下2階  祖師堂にて 秋
彼
岸
法
要

九
月
二
十
三
日（
土
）

秋
彼
岸
に
よ
せ
て

塔婆
申込み方法

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。

塔婆回向料…1本／7,000円
●同封のハガキにご記入の上9月15日（金）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。）

法　要  午後2時～ 地下2階  祖師堂にて
 ※ご法要の受付は1階観音堂にてお済ませ下さい。

1962年荒川区生まれ。
1981年三遊亭圓歌師匠に入門。
1993年女性初の真打ち昇進(女流枠)。
2000年女流枠撤廃され、男性と同様の真打ち扱い。
寄席・落語の会から、講演会・司会業、コラム執筆など
活動の場は幅広い。
2010年6月より落語協会理事・演芸家連合常任理事就任。
現在フジテレビ“直撃LIVE！グッディ”に準レギュラー出演中。
前座：三遊亭粋歌さん

三
遊
亭
歌
る
多
師
匠

梅窓院の僧侶がご供養に勤めます。
ぜひご参列下さい。
時　：正午　　於　：2階本堂
主催：株式会社日本エキスパートシステム

第8回 秋彼岸写真展のお知らせ
応募作品を観音堂（１階）に展示致します。
締め切りは9月11日(月)です。
ご応募お待ちしております。
※詳細は同封チラシをご覧下さい。

平成29年度  秋の動物慰霊法要のお知らせ

（
法
務
部

西
沢
）

プロフィール
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法
話

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職

　勝
崎
裕
彦

秋
風
秋
思
の
仏
教
句

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
39
）

秋
の
風
を
見
て
、
秋
の
風
を
聞
き
、

秋
の
風
を
思
う
。
そ
し
て
、
心
し

て
心
深
く
秋
を
思
う
。
秋
思
と
は
、
秋
意
を

汲
ん
で
秋
の
思
い
を
尽
く
し
、
秋
へ
心
を
い

た
す
こ
と
で
あ
る
。
秋
懐
・
傷
秋
・
秋
あ
わ

れ
の
中
に
秋
思
秋
容
が
あ
る
。

私
は
今
、
こ
の
小
さ
な
秋
の
思
い
に
私
の

心
ば
か
り
の
仏
心
を
重
ね
合
わ
さ
せ
て
み
た

い
。
秋
の
風
を
仏
心
を
育
て
は
ぐ
く
む
慈
風

と
受
け
と
め
て
、
爽
秋
好
秋
を
迎
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。

後
の
彼
岸
つ
ま
り
秋
の
彼
岸
か
ら
は
い
よ

い
よ
本
格
的
な
秋
。
秋
心
秋
情
の
仏
教
句
を

取
り
上
げ
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
お
だ
や
か
で

や
さ
し
い
仏
心
句
の
世
界
が
開
け
て
く
る
で

あ
ろ
う
。

ひ
が
ん
の
蚊
釈
迦
の
ま
ね
し
て
喰
は
せ
け
り

（
大
江
丸
）

す
が
る
蚊
も
秋
の
彼
岸
の
阿
弥
陀
経
（
杜
藻
）

安
井
大
江
丸
は
、
通
称
大
和
屋
善
兵
衛
。

飛
脚
問
屋
の
主
人
と
し
て
家
業
も
興
し
、
そ

の
余
技
と
し
て
文
芸
一
般
に
明
る
く
、
交
友

知
己
も
広
く
、
温
厚
に
し
て
大
人
の
風
格
を

持
ち
、
自
由
洒
脱
な
句
作
を
も
っ
て
聞
こ
え
、

天
明
・
寛
政
期
の
俳
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
。

一
方
、
京
極
杜
藻
は
、
京
極
家
を
継
い
で
運

輸
業
界
に
業
績
を
上
げ
、
原
石
鼎
門
と
し
て

高
尚
高
雅
な
句
風
を
受
け
継
い
だ
。
そ
の
両

人
の
秋
の
彼
岸
句
に
、
夏
の
残
り
蚊
の
小
さ

な
さ
ま
が
生
き
て
い
る
。「
秋
だ
な
あ
」
と
感

じ
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
か
。

秋
暁
の
行
き
か
ふ
は
皆
修
行
僧

（
林
火
）

不
動
明
王
女
わ
れ
ゐ
て
秋
ま
ひ
る

（
秀
野
）

山
門
を
ぎ
い
と
鎖
す
や
秋
の
暮

（
子
規
）

一
山
に
響
く
魚
板
や
秋
ゆ
ふ
べ

（
繞
石
）

秋
の
夜
や
古
き
書
読
む
奈
良
法
師

（
蕪
村
）

秋
の
一
日
を
辿
っ
た
五
句
。

抒
情
精
神
あ
ふ
る
る
と
称
さ
れ
る
大
野
林

火
は
、
秋
の
明
け
方
の
修
行
僧
の
す
が
す
が

し
い
姿
を
写
し
取
っ
た
。

石
橋
秀
野
の
ご
夫
君
は
高
名
な
山
本
健
吉

氏
。
著
名
な
俳
人
た
ち
と
の
交
誼
も
広
く
、

そ
の
中
で
女
流
と
し
て
の
識
見
・
感
性
を
備

え
た
人
。
こ
の
句
も
、
火
炎
猛
火
の
中
の
不

動
明
王
の
猛
々
し
さ
に
対
峙
し
て
、
女
性
で

あ
る
私
を
一
人
置
い
て
、
秋
日
の
風
気
を
見

て
い
る
。

そ
し
て
正
岡
子
規
で
あ
る
。「
藪
寺
に
磬
打

つ
音
や
秋
の
暮
」「
老
僧
の
棒
加
へ
け
り
秋
の

暮
」
―
―
、
い
ず
れ
も
子
規
の
秋
の
暮
の
仏

教
句
で
あ
る
。

小
泉
八
雲
と
の
ゆ
か
り
も
深
い
大
谷
繞
石

の
秋
の
夕
べ
の
句
。
魚
板
は
魚
鼓
と
も
い
い
、

木
魚
の
異
称
で
も
あ
る
が
、
魚
鼓
の
ほ
う
は

空
洞
状
で
、
魚
板
は
板
形
で
あ
る
。
寺
堂
の

入
り
口
な
ど
に
吊
し
て
、
時
刻
や
諸
事
を
知

ら
せ
る
た
め
に
叩
く
木
製
仏
具
で
あ
る
。

最
後
は
与
謝
蕪
村
の
名
句
。「
読
書
の
秋
」

の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
東
大
寺
や
興
福

寺
の
伝
統
を
添
え
る
句
で
あ
る
な
ど
と
書
け

ば
、
い
か
に
も
お
軽
い
言
い
草
と
な
っ
て
し

ま
う
。

仏
掌
の
上
の
虚
空
や
秋
麗
ら

（
し
げ
き
）

爽
か
に
掌
に
据
ゑ
ま
つ
る
北
魏
仏

（
楸
邨
）

現
代
俳
人
の
町
田
し
げ
き
の
句
心
は
、
仏

の
手
の
ひ
ら
、
た
な
ご
こ
ろ
の
上
に
悠
久
無

限
の
虚
空
を
は
る
か
に
思
い
、
秋
麗
・
秋
麗
ら

の
光
り
輝
き
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
内
面
追
及
の
人
間
探
求
派
の
加
藤

楸
邨
の
一
句
。
合
掌
の
正
し
い
作
法
と
正
し

い
心
持
ち
の
中
に
し
っ
か
り
と
据
え
落
ち
着

け
て
、
心
か
ら
深
く
祈
り
奉
る
北
魏
仏
、
そ

の
あ
り
よ
う
を
秋
の
爽
気
・
涼
気
が
さ
や
か

に
さ
わ
や
い
で
い
る
―
―
、
私
は
こ
の
よ
う

に
理
解
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

さ
て
秋
で
あ
る
。
私
も
今
、
そ
の
秋
に
身

と
心
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
私
自
身
は
古
稀

七
十
歳
を
過
ぎ
て
、
煩
悩
の
思
い
煩
い
、
悩

み
苦
し
み
の
最
中
に
あ
る
。「
秋
麗
や
た
だ
仰

ぎ
見
ん
空
一
点
」
―
―
、
秋
の
行
方
に
自
分

自
身
の
生
き
方
、
処
し
方
に
惑
い
迷
う
私
で

あ
る
。

五
・
六
・
七
月
の

行
事
報
告

開
山
忌
法
要・ 

能
楽
奉
納

　
六
月
十
日（
土
）

第
71
回

念
仏
と
法
話
の
会

　六
月
二
十
六
日（
月
）

盂
蘭
盆
会
法
要

七
月
十
三
日（
木
）

郡
上
お
ど
り

i
n
青
山
法
要

六
月
二
十
三
日（
金
）

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

五
月
二
十
日（
土
）

団
体
参
拝
旅
行

―
京
都
―

五
月
二
十
七
日（
土
）

　
〜
二
十
八
日（
日
）

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

、
、

の
ち

を
み
な

と
ざふ

み

た
け
だ
け

な

ら

ほ
う
し

う
ら

さ
わ
や

し
ゅ
う
れ
い

く

え

い
っ
し
ょ

こ
う
そ
う
み
つ
た
か

お
お
た
に
じ
ょ
う
せ
き

ぎ
ょ
ば
ん

ぎ
ょ

く
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大
切
な
亡
き
人
と
も
う
一
度
会
い
た
い
。

誰
し
も
の
願
い
で
す
。そ
し
て
、当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、そ
の
思

い
は
全
世
界
の
人
々
の
共
通
の
願
い
で
す
。

こ
の
六
月
に
中
島
住
職
の
ご
厚
意
に
よ
り
パ
リ
で
行
わ
れ
た
浄
土

宗
フ
ラ
ン
ス
開
教
区
十
周
年
記
念
講
演
に
参
加
す
る
ご
縁
を
い
た
だ

な
い
で
し
ょ
う
か
。

彼岸寄席 午後1時～ 地下2階  祖師堂にて 秋
彼
岸
法
要

九
月
二
十
三
日（
土
）

秋
彼
岸
に
よ
せ
て

塔婆
申込み方法

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。

塔婆回向料…1本／7,000円
●同封のハガキにご記入の上9月15日（金）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。）

法　要  午後2時～ 地下2階  祖師堂にて
 ※ご法要の受付は1階観音堂にてお済ませ下さい。

1962年荒川区生まれ。
1981年三遊亭圓歌師匠に入門。
1993年女性初の真打ち昇進(女流枠)。
2000年女流枠撤廃され、男性と同様の真打ち扱い。
寄席・落語の会から、講演会・司会業、コラム執筆など
活動の場は幅広い。
2010年6月より落語協会理事・演芸家連合常任理事就任。
現在フジテレビ“直撃LIVE！ グッディ”に準レギュラー出演中。
前座：三遊亭粋歌さん

三
遊
亭
歌
る
多
師
匠

梅窓院の僧侶がご供養に勤めます。
ぜひご参列下さい。
時　：正午　　於　：2階本堂
主催：株式会社日本エキスパートシステム

第8回 秋彼岸写真展のお知らせ
応募作品を観音堂（１階）に展示致します。
締め切りは9月11日(月)です。
ご応募お待ちしております。
※詳細は同封チラシをご覧下さい。

平成29年度  秋の動物慰霊法要のお知らせ

（
法
務
部
　西
沢
）

プロフィール
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法
話

新
宿
区

香
蓮
寺
住
職

勝
崎
裕
彦

秋
風
秋
思
の
仏
教
句

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
39
）

秋
の
風
を
見
て
、
秋
の
風
を
聞
き
、

秋
の
風
を
思
う
。
そ
し
て
、
心
し

て
心
深
く
秋
を
思
う
。
秋
思
と
は
、
秋
意
を

汲
ん
で
秋
の
思
い
を
尽
く
し
、
秋
へ
心
を
い

た
す
こ
と
で
あ
る
。
秋
懐
・
傷
秋
・
秋
あ
わ

れ
の
中
に
秋
思
秋
容
が
あ
る
。

私
は
今
、
こ
の
小
さ
な
秋
の
思
い
に
私
の

心
ば
か
り
の
仏
心
を
重
ね
合
わ
さ
せ
て
み
た

い
。
秋
の
風
を
仏
心
を
育
て
は
ぐ
く
む
慈
風

と
受
け
と
め
て
、
爽
秋
好
秋
を
迎
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。

後
の
彼
岸
つ
ま
り
秋
の
彼
岸
か
ら
は
い
よ

い
よ
本
格
的
な
秋
。
秋
心
秋
情
の
仏
教
句
を

取
り
上
げ
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
お
だ
や
か
で

や
さ
し
い
仏
心
句
の
世
界
が
開
け
て
く
る
で

あ
ろ
う
。

ひ
が
ん
の
蚊
釈
迦
の
ま
ね
し
て
喰
は
せ
け
り

（
大
江
丸
）

す
が
る
蚊
も
秋
の
彼
岸
の
阿
弥
陀
経
（
杜
藻
）

安
井
大
江
丸
は
、
通
称
大
和
屋
善
兵
衛
。

飛
脚
問
屋
の
主
人
と
し
て
家
業
も
興
し
、
そ

の
余
技
と
し
て
文
芸
一
般
に
明
る
く
、
交
友

知
己
も
広
く
、
温
厚
に
し
て
大
人
の
風
格
を

持
ち
、
自
由
洒
脱
な
句
作
を
も
っ
て
聞
こ
え
、

天
明
・
寛
政
期
の
俳
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
。

一
方
、
京
極
杜
藻
は
、
京
極
家
を
継
い
で
運

輸
業
界
に
業
績
を
上
げ
、
原
石
鼎
門
と
し
て

高
尚
高
雅
な
句
風
を
受
け
継
い
だ
。
そ
の
両

人
の
秋
の
彼
岸
句
に
、
夏
の
残
り
蚊
の
小
さ

な
さ
ま
が
生
き
て
い
る
。「
秋
だ
な
あ
」
と
感

じ
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
か
。

秋
暁
の
行
き
か
ふ
は
皆
修
行
僧

（
林
火
）

不
動
明
王
女
わ
れ
ゐ
て
秋
ま
ひ
る

（
秀
野
）

山
門
を
ぎ
い
と
鎖
す
や
秋
の
暮

（
子
規
）

一
山
に
響
く
魚
板
や
秋
ゆ
ふ
べ

（
繞
石
）

秋
の
夜
や
古
き
書
読
む
奈
良
法
師

（
蕪
村
）

秋
の
一
日
を
辿
っ
た
五
句
。

抒
情
精
神
あ
ふ
る
る
と
称
さ
れ
る
大
野
林

火
は
、
秋
の
明
け
方
の
修
行
僧
の
す
が
す
が

し
い
姿
を
写
し
取
っ
た
。

石
橋
秀
野
の
ご
夫
君
は
高
名
な
山
本
健
吉

氏
。
著
名
な
俳
人
た
ち
と
の
交
誼
も
広
く
、

そ
の
中
で
女
流
と
し
て
の
識
見
・
感
性
を
備

え
た
人
。
こ
の
句
も
、
火
炎
猛
火
の
中
の
不

動
明
王
の
猛
々
し
さ
に
対
峙
し
て
、
女
性
で

あ
る
私
を
一
人
置
い
て
、
秋
日
の
風
気
を
見

て
い
る
。

そ
し
て
正
岡
子
規
で
あ
る
。「
藪
寺
に
磬
打

つ
音
や
秋
の
暮
」「
老
僧
の
棒
加
へ
け
り
秋
の

暮
」
―
―
、
い
ず
れ
も
子
規
の
秋
の
暮
の
仏

教
句
で
あ
る
。

小
泉
八
雲
と
の
ゆ
か
り
も
深
い
大
谷
繞
石

の
秋
の
夕
べ
の
句
。
魚
板
は
魚
鼓
と
も
い
い
、

木
魚
の
異
称
で
も
あ
る
が
、
魚
鼓
の
ほ
う
は

空
洞
状
で
、
魚
板
は
板
形
で
あ
る
。
寺
堂
の

入
り
口
な
ど
に
吊
し
て
、
時
刻
や
諸
事
を
知

ら
せ
る
た
め
に
叩
く
木
製
仏
具
で
あ
る
。

最
後
は
与
謝
蕪
村
の
名
句
。「
読
書
の
秋
」

の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
東
大
寺
や
興
福

寺
の
伝
統
を
添
え
る
句
で
あ
る
な
ど
と
書
け

ば
、
い
か
に
も
お
軽
い
言
い
草
と
な
っ
て
し

ま
う
。

仏
掌
の
上
の
虚
空
や
秋
麗
ら

（
し
げ
き
）

爽
か
に
掌
に
据
ゑ
ま
つ
る
北
魏
仏

（
楸
邨
）

現
代
俳
人
の
町
田
し
げ
き
の
句
心
は
、
仏

の
手
の
ひ
ら
、
た
な
ご
こ
ろ
の
上
に
悠
久
無

限
の
虚
空
を
は
る
か
に
思
い
、
秋
麗
・
秋
麗
ら

の
光
り
輝
き
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
内
面
追
及
の
人
間
探
求
派
の
加
藤

楸
邨
の
一
句
。
合
掌
の
正
し
い
作
法
と
正
し

い
心
持
ち
の
中
に
し
っ
か
り
と
据
え
落
ち
着

け
て
、
心
か
ら
深
く
祈
り
奉
る
北
魏
仏
、
そ

の
あ
り
よ
う
を
秋
の
爽
気
・
涼
気
が
さ
や
か

に
さ
わ
や
い
で
い
る
―
―
、
私
は
こ
の
よ
う

に
理
解
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

さ
て
秋
で
あ
る
。
私
も
今
、
そ
の
秋
に
身

と
心
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
私
自
身
は
古
稀

七
十
歳
を
過
ぎ
て
、
煩
悩
の
思
い
煩
い
、
悩

み
苦
し
み
の
最
中
に
あ
る
。「
秋
麗
や
た
だ
仰

ぎ
見
ん
空
一
点
」
―
―
、
秋
の
行
方
に
自
分

自
身
の
生
き
方
、
処
し
方
に
惑
い
迷
う
私
で

あ
る
。

五
・
六
・
七
月
の

行
事
報
告

開
山
忌
法
要・

能
楽
奉
納

六
月
十
日（
土
）

第
71
回

念
仏
と
法
話
の
会

六
月
二
十
六
日（
月
）

盂
蘭
盆
会
法
要

七
月
十
三
日（
木
）

郡
上
お
ど
り

i
n
青
山
法
要

六
月
二
十
三
日（
金
）

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

五
月
二
十
日（
土
）

左
か
ら

飯
田
佳
孝
様（
五
十
回
表
彰
）、

藁
谷
副
住
職
、

今
井
恵
子
様（
四
十
五
回
表
彰
）

団
体
参
拝
旅
行

―
京
都
―

五
月
二
十
七
日（
土
）

〜
二
十
八
日（
日
）

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

、
、

や
よ
こ

の
ち

を
み
な

と
ざふ

み

た
け
だ
け

な

ら

ほ
う
し

う
ら

さ
わ
や

し
ゅ
う
れ
い

お
お
た
に
じ
ょ
う
せ
き

ぎ
ょ
ば
ん

ぎ
ょ

く

き
ま
し
た
。パ
リ
開
教
区
ご
住
職
の

上
人
の
異
国
で
の
開

教
の
尊
い
お
話
、そ
の
後
、ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
浄
土
真
宗
の
僧

侶
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る

氏
の
講
演
と

続
き
ま
し
た

氏
は
、法
然
上
人
の
お
念
仏
の
み
教
え
が
凝

縮
さ
れ
た『
選
択
集
』を
、フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
す
と
い
う
偉
業
を
成
し
遂

げ
ら
れ
た
方
で
、「
私
が
な
ぜ
、多
く
の
方
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
て

い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、仏
教
に
帰
依
し
た
の
か
」と
、と
て
も
興
味
深
い
お

話
を
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
理
由
は
仏
教
の
慈
悲
の
教
え
に
と
て
も
感
銘

く

え

い
っ
し
ょ

を
受
け
た
こ
と
、そ
し
て
、そ
の
中
で
も
阿
弥
陀
様
の【
倶
会
一
処
】と

い
う
教
え
が
有
り
難
か
っ
た
か
ら
、と
の
こ
と
で
し
た
。

阿
弥
陀
様
を
信
じ
、お
念
仏
を
称
え
る
者
は
、皆
阿
弥
陀
様
の
西
方

極
楽
浄
土
で
再
会
出
来
る
。浄
土
信
仰
を
信
じ
る
も
の
と
し
て
、お
話

の
中
で
私
が
最
も
心
に
染
み
、と
て
も
共
感
出
来
る
こ
と
で
し
た
。〝
再

び
会
え
る
〞な
ん
と
も
有
り
難
く
お
優
し
い
み
教
え
で
し
ょ
う
。私
も

日
本
か
ら
遠
く
離
れ
た
異
国
、異
文
化
の
パ
リ
で
、皆
様
と
一
緒
に
お

念
仏
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、先
に
お
浄
土
に
往
生
さ
れ
た
、そ

れ
ぞ
れ
の
大
切
な
亡
き
人
た
ち
と
極
楽
浄
土
で
再
会
で
き
る
喜
び
を

噛
み
し
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。国
は
違
え
ど
、思
い
を
合
わ
せ
南

無
阿
弥
陀
仏
と
お
称
え
す
る
と
い
う
、何
に
も
代
え
が
た
い
大
変
貴

重
で
、尊
い
体
験
で
し
た
。

も
う
す
ぐ
お
彼
岸
で
す
。お
彼
岸
は
真
西
に
あ
る
西
方
極
楽
浄
土

を
最
も
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
期
間
。

ぜ
ひ
、お
墓
詣
り
、そ
し
て
お
堂
で
の
お
彼
岸
法
要
に
ご
参
列
し
私

た
ち
と
一
緒
に
お
念
仏
を
共
に
お
称
え
し
ま
し
ょ
う
。大
切
な
亡
き
方

と
再
び（
極
楽
浄
土
に
て
）再
会
で
き
る
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
は

、

。
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当
日
、小
雨
模
様
の
中
、東
急
東
横
線
の
祐
天
寺
駅
改
札
に
集

合
。そ
う
こ
の
駅
名
は
、江
戸
時
代
の
名
僧
、祐
天
上
人
の
弟
子
の

祐
海
上
人
が
、上
人
遷
化
後
に
師
僧
の
名
前
を
冠
し
て
一
七
一
八

年（
享
保
三
年
）に
開
山
し
た
寺
名
が
由
来
に
な
っ
て
い
ま
す
。

祐
天
寺
は
浄
土
宗
を
代
表
す
る
名
刹
で
、今
年
祐
天
上
人
の
三

百
年
御
遠
忌
を
迎
え
、多
く
の
団
体
参
拝
な
ど
の
方
々
が
訪
れ
て

い
ま
す
。

広
い
境
内
か
ら
本
堂
に
上
が
る
と
、三
か
寺
団
参
で
の
ご
縁
も

後
、ご
僧
侶
の
案
内
で
境
内
を
散
策
、歌
舞
伎
で
有

名
な
累
塚
、祐
天
上
人
の
本
地
身（
生
ま
れ
変
わ
り
）

と
言
わ
れ
る
地
蔵
尊
な
ど
を
参
拝
し
ま
し
た
。あ
っ

と
い
う
間
に
二
時
間
が
過
ぎ
、祐
天
寺
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
瓦
煎
餅
と
お
茶
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
上
に
、三
百

年
御
遠
忌
の
記
念
品
ま
で
頂
戴
し
ま
し
た
。

お
さ
ん
ぽ
会

お
寺

浄
土
宗・
祐
天
寺

ゆ
う

し
ょ
う

が
く

じ

て
ん

じ

日
蓮
宗
は
日
蓮
上
人
が
開
か
れ
た

宗
派
で
、鎌
倉
新
仏
教
の
代
表
的
宗

派
の
ひ
と
つ
で
す
。題
目
の「
南
無
妙
法

蓮
華
経
」（
＝
法
華
経
）を
唱
え
る
と
す

べ
て
の
苦
悩
か
ら
逃
れ
ら
れ
、仏
に
な

れ
る
と
い
う
教
え
で
す
。開
宗
は
一
二

五
三
年（
建
長
五
年
）で
す
か
ら
、浄
土
宗
の
法
然
上
人
が
極
楽
浄

土
へ
旅
立
た
れ
て
か
ら
お
よ
そ
四
十
年
後
の
こ
と
で
す
。

正
覚
寺
は
江
戸
時
代
初
期
の
一
六
一
九
年（
元
和
五
年
）に
日

栄
上
人
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
お
寺
で
、碑
文
谷
の
法
華
寺（
現
在
の

円
融
寺
）の
末
寺
で
し
た
。境
内
に
は
和
服
姿
の
凛
々
し
い
像
が
あ

り
ま
す
が
、歌
舞
伎
の「
伽
羅
先
代
萩
」の
主
役
政
岡
の
局
の
モ
デ

ル
と
言
わ
れ
る
伊
達
家
四
代
藩
主
の
母
で
あ
る
三
沢
初
子
の
像
で

す
。加
え
て
正
覚
寺
に
は
初
子
の
邸
宅
で
使
わ
れ

て
い
た
欄
間
な
ど
が
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。

他
宗
の
参
拝
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、第
三

十
世
池
田
是
祥
住
職
が
諸
堂
す
べ
て
を
案
内
、

住
職
自
ら
の
丁
重
な
説
明
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

両
寺
の
参
拝
の
様
子
は
写
真

と
そ
の
説
明
を
ご
覧
下
さ
い
。

新
連
載「
お
寺
お
さ
ん
ぽ
会
」 ―

お
檀
家
さ
ん
と
一
緒
に
寺
々
を

お
参
り
す
る
読
者
参
加
企
画
で
、第
一
回
は
浄
土
宗
祐
天
寺
と

日
蓮
宗
正
覚
寺
を
訪
れ
ま
し
た
。二
か
寺
と
も
歌
舞
伎
に
縁
の

深
い
お
寺
だ
っ
た
の
で
す
が
、そ
の
参
拝
記
を
お
届
け
し
ま
す
。

今
回
ご
参
加
い
た
だ
い
た
お
檀
家
さ
ん
は
、今
年
五
月
の
京
都

団
体
参
拝
に
参
加
さ
れ
た
、お
寺
好
き
な
八
人
の
皆
さ
ん
で
し
た
。

祐天寺本堂正覚寺山門

本堂での勤行の模様。日蓮宗を開かれた日蓮上人の説明を拝聴。

境内散策後に中庭を臨む書院で
お菓子とお茶をいただきました。

歌舞伎でしばしば演じられるかさね、
上演が決まると演じる役者さんが
必ず祐天寺にお参りにみえる累塚。

正覚寺池田是祥住職。
諸堂のご案内、そして、
色々なお話をいただきま
した。

特別な計らいでご本尊を間
近で参拝、その真剣な眼差
しにご本尊も驚かれたかもし
れません。

（上）東京都の指定有形文
化財に指定されている徳川
二代将軍正室のお江（崇源
院殿）の位牌を祀っていた宮
殿。静岡・宝台院から移された。

（下）祐天上人に姿を変えて
この世に現れたといわれる地
蔵菩薩。天井に江戸の町火
消の纏の絵が描かれている
地蔵堂に安置されています。

山門を入って右手にある三沢
初子の像。正覚寺に多大な
る寄与をされた初子、歌舞伎
のモデルにもなっています。

第1回

東
急
東
横
線
祐
天
寺
駅

日
蓮
宗・
正
覚
寺

東
急
東
横
線
中
目
黒
駅

くう

でん

まとい

かさね

昼食は祐天寺から中目黒駅へ向かって坂道を下ること約10分、目黒区役所
隣の「はな豆」というお店でヘルシーな野菜料理をいただきました。

駒沢通り沿いのはな豆はバイキングスタイルの野菜が美味しいお店でした。

お楽しみ
昼食
コーナー

客殿から望む中庭。奥には滝が流れています。

日蓮宗の本堂、設えは浄土宗とは
だいぶ異なります。太鼓が鳴り物
の中心だそうです。

10：00 祐天寺駅東口集合

10：30～12：45 祐天寺参拝

13：00～13：50 昼食（はな豆）

14：00～15：00 正覚寺参拝

15：10 中目黒駅解散

当日の行程

今回の参加は檀家さん8名、梅窓院からの僧侶
を含めて4名のスタッフみんなで本堂前で一枚。

ご

き

お
んか

さ
ね

ほ
ん

め
い
ぼ
く
せ
ん
だ
い
は
ぎ

み

い
け
だ
ぜ
し
ょ
う

ざ
わ
は
つ
こ

じ
し
ん

あ
り

住
職
が
自
ら
導
師
を
務
め
ら
れ
て
の
勤
行
、そ
し

て
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、ご
本
尊
は
も
と
よ
り
内
陣

奥
の
貴
重
な
宝
物
ま
で
本
当
に
間
近
で
拝
見
さ
せ
て
い
た

だ
く
な
ど
、特
別
な
お
も
て
な
し
を
受
け
ま
し
た
。そ
の

祐天寺 住職よ
り、丁寧なご説明をいた
だきました。

、
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当
日
、小
雨
模
様
の
中
、東
急
東
横
線
の
祐
天
寺
駅
改
札
に
集

合
。そ
う
こ
の
駅
名
は
、江
戸
時
代
の
名
僧
、祐
天
上
人
の
弟
子
の

祐
海
上
人
が
、上
人
遷
化
後
に
師
僧
の
名
前
を
冠
し
て
一
七
一
八

年（
享
保
三
年
）に
開
山
し
た
寺
名
が
由
来
に
な
っ
て
い
ま
す
。

祐
天
寺
は
浄
土
宗
を
代
表
す
る
名
刹
で
、今
年
祐
天
上
人
の
三

百
年
御
遠
忌
を
迎
え
、多
く
の
団
体
参
拝
な
ど
の
方
々
が
訪
れ
て

い
ま
す
。

広
い
境
内
か
ら
本
堂
に
上
が
る
と
、三
か
寺
団
参
で
の
ご
縁
も

あ
り
、巖
谷
勝
正
住
職
が
自
ら
導
師
を
務
め
ら
れ
て
の
勤
行
、そ
し

て
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、ご
本
尊
は
も
と
よ
り
内
陣

奥
の
貴
重
な
宝
物
ま
で
本
当
に
間
近
で
拝
見
さ
せ
て
い
た

だ
く
な
ど
、特
別
な
お
も
て
な
し
を
受
け
ま
し
た
。そ
の

後
、ご
僧
侶
の
案
内
で
境
内
を
散
策
、歌
舞
伎
で
有

名
な
累
塚
、祐
天
上
人
の
本
地
身（
生
ま
れ
変
わ
り
）

と
言
わ
れ
る
地
蔵
尊
な
ど
を
参
拝
し
ま
し
た
。あ
っ

と
い
う
間
に
二
時
間
が
過
ぎ
、祐
天
寺
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
瓦
煎
餅
と
お
茶
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
上
に
、三
百

年
御
遠
忌
の
記
念
品
ま
で
頂
戴
し
ま
し
た
。

お
さ
ん
ぽ
会

お
寺

浄
土
宗・
祐
天
寺

ゆ
う

し
ょ
う

が
く

じ

て
ん

じ

日
蓮
宗
は
日
蓮
上
人
が
開
か
れ
た

宗
派
で
、鎌
倉
新
仏
教
の
代
表
的
宗

派
の
ひ
と
つ
で
す
。題
目
の「
南
無
妙
法

蓮
華
経
」（
＝
法
華
経
）を
唱
え
る
と
す

べ
て
の
苦
悩
か
ら
逃
れ
ら
れ
、仏
に
な

れ
る
と
い
う
教
え
で
す
。開
宗
は
一
二

五
三
年（
建
長
五
年
）で
す
か
ら
、浄
土
宗
の
法
然
上
人
が
極
楽
浄

土
へ
旅
立
た
れ
て
か
ら
お
よ
そ
四
十
年
後
の
こ
と
で
す
。

正
覚
寺
は
江
戸
時
代
初
期
の
一
六
一
九
年（
元
和
五
年
）に
日

栄
上
人
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
お
寺
で
、碑
文
谷
の
法
華
寺（
現
在
の

円
融
寺
）の
末
寺
で
し
た
。境
内
に
は
和
服
姿
の
凛
々
し
い
像
が
あ

り
ま
す
が
、歌
舞
伎
の「
伽
羅
先
代
萩
」の
主
役
政
岡
の
局
の
モ
デ

ル
と
言
わ
れ
る
伊
達
家
四
代
藩
主
の
母
で
あ
る
三
沢
初
子
の
像
で

す
。加
え
て
正
覚
寺
に
は
初
子
の
邸
宅
で
使
わ
れ

て
い
た
欄
間
な
ど
が
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。

他
宗
の
参
拝
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、第
三

新
連
載「
お
寺
お
さ
ん
ぽ
会
」 ―

お
檀
家
さ
ん
と
一
緒
に
寺
々
を

お
参
り
す
る
読
者
参
加
企
画
で
、第
一
回
は
浄
土
宗
祐
天
寺
と

日
蓮
宗
正
覚
寺
を
訪
れ
ま
し
た
。二
か
寺
と
も
歌
舞
伎
に
縁
の

深
い
お
寺
だ
っ
た
の
で
す
が
、そ
の
参
拝
記
を
お
届
け
し
ま
す
。

今
回
ご
参
加
い
た
だ
い
た
お
檀
家
さ
ん
は
、今
年
五
月
の
京
都

団
体
参
拝
に
参
加
さ
れ
た
、お
寺
好
き
な
八
人
の
皆
さ
ん
で
し
た
。

祐天寺本堂正覚寺山門

本堂での勤行の模様。日蓮宗を開かれた日蓮上人の説明を拝聴。

祐天寺巖谷勝正住職よ
り、丁寧なご説明をいた
だきました。

境内散策後に中庭を臨む書院で
お菓子とお茶をいただきました。

歌舞伎でしばしば演じられるかさね、
上演が決まると演じる役者さんが
必ず祐天寺にお参りにみえる累塚。

特別な計らいでご本尊を間
近で参拝、その真剣な眼差
しにご本尊も驚かれたかもし
れません。

（上）東京都の指定有形文
化財に指定されている徳川
二代将軍正室のお江（崇源
院殿）の位牌を祀っていた宮
殿。静岡・宝台院から移された。

（下）祐天上人に姿を変えて
この世に現れたといわれる地
蔵菩薩。天井に江戸の町火
消の纏の絵が描かれている
地蔵堂に安置されています。

山門を入って右手にある三沢
初子の像。正覚寺に多大な
る寄与をされた初子、歌舞伎
のモデルにもなっています。

第1回

東
急
東
横
線
祐
天
寺
駅

日
蓮
宗・
正
覚
寺

東
急
東
横
線
中
目
黒
駅

くう

でん

まとい

かさね

昼食は祐天寺から中目黒駅へ向かって坂道を下ること約10分、目黒区役所
隣の「はな豆」というお店でヘルシーな野菜料理をいただきました。

駒沢通り沿いのはな豆はバイキングスタイルの野菜が美味しいお店でした。

お楽しみ
昼食
コーナー

客殿から望む中庭。奥には滝が流れています。

日蓮宗の本堂、設えは浄土宗とは
だいぶ異なります。太鼓が鳴り物
の中心だそうです。

10：00 祐天寺駅東口集合

10：30～12：45 祐天寺参拝

13：00～13：50 昼食（はな豆）

14：00～15：00 正覚寺参拝

15：10 中目黒駅解散

当日の行程

今回の参加は檀家さん8名、梅窓院からの僧侶
を含めて4名のスタッフみんなで本堂前で一枚。

い
わ
や
し
ょ
う
じ
ょ
う

ご

き

お
んか

さ
ね

ほ
ん

め
い
ぼ
く
せ
ん
だ
い
は
ぎ

み
ざ
わ
は
つ
こ

じ
し
ん

十
世

住
職
が
諸
堂
す
べ
て
を
案
内
、

住
職
自
ら
の
丁
重
な
説
明
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

両
寺
の
参
拝
の
様
子
は
写
真

と
そ
の
説
明
を
ご
覧
下
さ
い
。

正覚寺 住職。
諸堂のご案内、そして、
色々なお話をいただきま
した。



今
回
は
外
苑
前
駅
か
ら
徒
歩
5
分
。南

青
山
の
裏
通
り
に
あ
る
イ
タ
リ
ア
料
理

「
ラ
ル
テ
沢
藤
」を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

店
名
の
ラ
ル
テ
は
イ
タ
リ
ア
語
で「
芸
術
」

と
い
う
意
味
。そ
の
名
の
通
り
、ピ
ン
ク
、黄

色
、緑
な
ど
彩
り
豊
か
な
お
料
理
、そ
れ
が

素
敵
な
絵
柄
の
お
皿
で
サ
ー
ブ
さ
れ
る
の
で
、

思
わ
ず
写
真
に
納
め
た
く
な
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
見
た
目
だ
け
で
は
な
く
、お
薦

め
の
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
ポ
モ
ド
ー
ロ
は
、完
熟
ト
マ

ト
の
甘
み
と
炒
め
た
野
菜
の
香
ば
し
さ
が
モ

チ
モ
チ
の
麺
と
絡
み
合
って
ま
さ
に
絶
品
。

ま
た
、オ
ー
ナ
ー
シェフ
で
あ
る
沢
藤
さ
ん

は「
千
疋
屋
」で
デ
ザ
ー
ト
を
任
さ
れ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、フ
ル
ー
ツ
な
ど
甘
い
食
材

を
使
っ
た
料
理
が
お
得
意
。試
食
し
た
本
日

の
ス
ー
プ
に
は
桃
の
ピ
ュ
ー
レ
や
カ
ス
タ
ー
ド

が
使
用
さ
れ
て
お
り
、ス
ー
プ
な
が
ら
デ
ザ

ー
ト
の
よ
う
な
甘
さ
に
驚
か
さ
れ
る一
品
に

仕
上
が
って
い
ま
し
た
。

基
本
コ
ー
ス
は
6
品
に
デ
ザ
ー
ト
、カ
フェ

が
つい
て
、な
ん
と
税
込
み
3
9
5
0
円
。お

料
理
だ
け
で
は
な
く
こ
の
価
格
に
も
大
満

足
で
す
。ぜ
ひ
、沢
藤
流
の
エッ
セ
ン
ス
が
加

え
ら
れ
た
ア
ー
ト
な
イ
タ
リ
ア
料
理
を
お

楽
し
み
下
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春は桜、秋は菊。菊花は日本でも
秋の花として馴染み深く、秋になる
と随所で菊花を愛でる催しが開か
れます。中国では、中秋の名月がく
ると、「菊酒」を飲み、冬の鍋料理に
は必ず菊花が出されました。

菊は中国から薬草として日本に
伝えられました。中国では奇数を
陽の数とし、陽の極みである9が重
なる9月9日は大変めでたい日と
され、菊の香りを移した「菊酒」を
飲んで、邪気を払い、長寿を願うと
いう風習がありました。日本には平
安時代にこの習わしが伝わり、宮中
では〝観菊の宴〞が催されて、菊酒
を飲み、詩歌を詠んでこの日を
祝ったといいます。「重陽の節句」

「菊の節句」とも言われています。
『本朝食鑑』（江戸時代）には、菊

花は、風邪の熱、めまい、目の充血
などを治すと記され、乾した菊花を
枕に詰めて用いれば、頭目の病い
を除く……とあります。風邪による
頭痛、結膜炎、高血圧などを改善す
る効果があるというわけです。
「菊花酒」は、食用菊200g、氷

砂糖100gを交互に容器に入れ、
焼酎900㏄を注いで1ヵ月おいた
ら飲めます。料理には、少し苦味が
あるので、熱湯に酢を少し落として
さっと茹で、三杯酢や胡麻和えなど
にするとおいしい。また、白玉粉に
菊花を加えて、耳たぶの硬さにこ
ね、小さな団子に丸めて茹でた「菊
花だんご」をおしるこに加えれば秋
の楽しいデザートに!

食
養
研
究
家

武
鈴
子

「
菊
花
」は
食
べ
る
薬

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30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

青山俳壇の選者、大崎
紀夫先生による俳句の会で
す。ご興味のある方は、下記
の番号までご連絡下さい。
ウエップ編集室
電話03-5368-1870

青 山 散 歩 道

投句募集 ｢やぶれ傘｣会員募集
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営業時間／
ランチ 12:00～15：00（13:30 L.O.）
ディナー 18:00～23：00（20:30 L.O.）
定休日／不定休
席数／12席
住所／東京都港区南青山三丁目4-12
TEL／03-5775-4980

茶色と白の落ち着いた雰囲気の店内。都会の喧噪を忘れて
ゆっくりとお食事をいただくことができます。

PRANZO Dコース ▶
スープ、前菜の盛り合わせ、
パスタ、シェフのおまかせ
パスタ、魚、肉料理、デザート、
カフェがついて税込みで
3,950円。青山でこの価格
は破格。支払いは現金のみ
となる代わりに、サービス料

（１０％）がかからないのもシ
ェフのやさしい心遣い。
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　今回の囲む人々は、お寺生まれながら小学校の先生
を勤めあげ、梅窓院の行事でも法話をいただいたことの
ある 上人にご登場いただきました。取材当日の
念仏と法話の会の後に、お話を伺いました。

◆法話、ありがとうございました。休憩は入るものの、
90分間ですから、お疲れになられたでしょう。

いいえ、皆さん一所懸命聴
いて下さるので、疲れを感じることはありません。
◆そう言っていただけると嬉しい限りです。引き続きよ
ろしくお願い致します 上人はいつ梅窓院に随身
されたのですか。

　昭和42年からの一年間です。
◆梅窓院に随身していた学生が多かった頃ですね。

　ええ、多くの先輩がいました。この『青山』を読ませて
いただいていると懐かしい方々が登場されるので、その度ご
とに梅窓院時代を思い出します。
◆『青山』を読んでいただいているのにもお礼を申し
上げます。
　ところで、随身は一年間、ということでしたが、その
理由をお教え下さい。

　はい。私は群馬県みどり市にある長壽院という寺
の三男として生まれたのですが、寺を継ぐのは兄でした。
　大きなお寺ではありませんから、寺の仕事は父と兄一
人で充分で、三男としては、万が一に備え僧侶の資格を
とりますが、別の職業を持たなくてはいけなかったのです。
◆なるほど。確か弟さんもいらっしゃいましたね。

　ええ、弟も僧侶の資格を取って、縁あってお寺に
入りました。この近くで、南青山にある浄土宗寺院です。
◆そうですか。すると兄弟三人が僧侶の資格を取っ
て、兄がみどり市のお寺、弟が青山のお寺、そして
上人はお寺以外の仕事に就いたのですね。
　はい、私も兄同様大正大学に入学しましたが、

仏教系の学部ではなく文学部でした。理由は教員資格
などを取るためです。
◆学校の先生を職業に選ばれたのですね。

　はい。中高の社会の教員資格を取りましたが、
最終的には小学校の教員になり定年まで勤務しました。
　ということで、大学では僧侶の資格、そして教員の資
格、さらに社会教育主事を望みましたがカリキュラムの
都合上どうしても取れませんでした。ですから、受けなけ
ればならない講義ばかりでした。
◆３つの資格取得では大変ですね。
　ええ、毎日朝から晩まで講義が詰まっていました。

ですが、その頃の梅窓院は随身の学生に当番が割り当
てられ、当番になると、一週間学校に行けなかったので
す。となると講義が受けられず、資格どころではなくなり
ました。そこで、一年間はお世話になりましたが、母の実
家である高崎から通いました。
◆なるほど、生きていくための職を見つけなくてはい
けないのですからね。事情が飲み込めました。ですが、
もともと梅窓院との関係は？

　母が高崎の安国寺というお寺に出入りしており
まして、そこの 住職が梅窓院の先代、真哉住職の
友人だったからです。

◆京都の清浄華院の台下になられた方ですね。
一年間の随身ですが、思い出に残っていることを

お聞かせ下さい。
　一番ありがたかったのが、読経や袈裟の着け方

など、僧侶としてのイロハを学んだことですね。それが今
も脈 と々生かされています。振り返ってみますと、真哉上
人は未来ある僧侶の育成に心血を注がれていたことが、
よくわかりました。
　定年後に群馬のお寺で法要などのお手伝いをして
いるのですが、それも梅窓院での随身時代があったお
かげです（笑）。
◆そうですか。三つ子の魂ではありませんが、若い頃
に覚えたことは一生ものですね。それ以外では？

　夏休みに今の住職、といっても確か小学校の四
年生ぐらいでしたが、住職を連れて二人で埼玉の倉常
寺に二泊三日で行きました、電車とバスを乗り継いで。
住職、自然の中で伸び伸びと遊んでいましたね。
◆二人ということは、信頼されていたのですね。

　何で自分だったのかわかりませんでしたが、いい
思い出ですね。その後、瀧沢上人の晋山式で何十年
ぶりのなつかしい倉常寺が思い出されました。
◆住職も覚えているでしょうか、今度聞いてみます。
今日はお疲れのところ、

ありがとうございました。
これからもよろしく
お願い致します。

学校の先生らしく、梅窓院での随身時代の
思い出をちゃんとメモしてきてくれた 上人。

念仏と法話の会にて観音堂で資料にそって法話をされる 上人。
小学校の先生を退職されてから、法話をしていただいている。

ちょうじゅいん

。
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（１０％）がかからないのもシ
ェフのやさしい心遣い。

参
道

梅窓院

銀座線
外苑前駅

1a出口
LOUNGE
by Francfranc

至赤坂

スキーショップジロー

★

ラルテ沢藤

ファミリーマート

至渋谷

銀座線
表参道駅

A4出口

外
苑
西
通
り

梅窓院通信 No.90 6

蟹
和
秀
顕（
か
に
わ
し
ゅ
う
け
ん
）上
人

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

長
壽
院

今回の囲む人々は、お寺生まれながら小学校の先生
を勤めあげ、梅窓院の行事でも法話をいただいたことの
ある蟹和秀顕上人にご登場いただきました。取材当日の
念仏と法話の会の後に、お話を伺いました。

◆法話、ありがとうございました。休憩は入るものの、
90分間ですから、お疲れになられたでしょう。
蟹和上人（以下　蟹和） いいえ、皆さん一所懸命聴
いて下さるので、疲れを感じることはありません。
◆そう言っていただけると嬉しい限りです。引き続きよ
ろしくお願い致します。蟹和上人はいつ梅窓院に随身
されたのですか。
蟹和 昭和42年からの一年間です。
◆梅窓院に随身していた学生が多かった頃ですね。
蟹和 ええ、多くの先輩がいました。この『青山』を読ませて
いただいていると懐かしい方々が登場されるので、その度ご
とに梅窓院時代を思い出します。
◆『青山』を読んでいただいているのにもお礼を申し
上げます。
ところで、随身は一年間、ということでしたが、その
理由をお教え下さい。
蟹和 はい。私は群馬県みどり市にある長壽院という寺
の三男として生まれたのですが、寺を継ぐのは兄でした。
大きなお寺ではありませんから、寺の仕事は父と兄一

人で充分で、三男としては、万が一に備え僧侶の資格を
とりますが、別の職業を持たなくてはいけなかったのです。
◆なるほど。確か弟さんもいらっしゃいましたね。
蟹和 ええ、弟も僧侶の資格を取って、縁あってお寺に
入りました。この近くで、南青山にある浄土宗寺院です。
◆そうですか。すると兄弟三人が僧侶の資格を取っ
て、兄がみどり市のお寺、弟が青山のお寺、そして蟹
和上人はお寺以外の仕事に就いたのですね。
蟹和 はい、私も兄同様大正大学に入学しましたが、
仏教系の学部ではなく文学部でした。理由は教員資格
などを取るためです。
◆学校の先生を職業に選ばれたのですね。
蟹和 はい。中高の社会の教員資格を取りましたが、
最終的には小学校の教員になり定年まで勤務しました。
ということで、大学では僧侶の資格、そして教員の資
格、さらに社会教育主事を望みましたがカリキュラムの
都合上どうしても取れませんでした。ですから、受けなけ
ればならない講義ばかりでした。
◆３つの資格取得では大変ですね。
蟹和 ええ、毎日朝から晩まで講義が詰まっていました。
ですが、その頃の梅窓院は随身の学生に当番が割り当
てられ、当番になると、一週間学校に行けなかったので
す。となると講義が受けられず、資格どころではなくなり
ました。そこで、一年間はお世話になりましたが、母の実
家である高崎から通いました。
◆なるほど、生きていくための職を見つけなくてはい
けないのですからね。事情が飲み込めました。ですが、
もともと梅窓院との関係は？
蟹和 母が高崎の安国寺というお寺に出入りしており
まして、そこの大田住職が梅窓院の先代、真哉住職の
友人だったからです。

◆京都の清浄華院の台下になられた方ですね。
　一年間の随身ですが、思い出に残っていることを
お聞かせ下さい。
蟹和　一番ありがたかったのが、読経や袈裟の着け方
など、僧侶としてのイロハを学んだことですね。それが今
も脈 と々生かされています。振り返ってみますと、真哉上
人は未来ある僧侶の育成に心血を注がれていたことが、
よくわかりました。
　定年後に群馬のお寺で法要などのお手伝いをして
いるのですが、それも梅窓院での随身時代があったお
かげです（笑）。
◆そうですか。三つ子の魂ではありませんが、若い頃
に覚えたことは一生ものですね。それ以外では？
蟹和　夏休みに今の住職、といっても確か小学校の四
年生ぐらいでしたが、住職を連れて二人で埼玉の倉常
寺に二泊三日で行きました、電車とバスを乗り継いで。
住職、自然の中で伸び伸びと遊んでいましたね。
◆二人ということは、信頼されていたのですね。
蟹和 何で自分だったのかわかりませんでしたが、いい
思い出ですね。その後、瀧沢上人の晋山式で何十年
ぶりのなつかしい倉常寺が思い出されました。
◆住職も覚えているでしょうか、今度聞いてみます。
今日はお疲れのところ、

ありがとうございました。
これからもよろしく
お願い致します。

学校の先生らしく、梅窓院での随身時代の
思い出をちゃんとメモしてきてくれた蟹和上人。

念仏と法話の会にて観音堂で資料にそって法話をされる蟹和上人。
小学校の先生を退職されてから、法話をしていただいている。

ちょうじゅいん
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自　平成28年4月 1 日
至　平成29年3月31 日

平成28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）
保守修繕費（建物）
保守修繕費（墓苑・境内）
人件費
事務費（郵送費・コピーなど）

78,951

32,473

50,110

161,534

3,292
25,052
39,290
51,427
36,120
6,353

161,534合　計合　計

梅
窓
院
よ
り
会
計
の
ご
報
告

青山梅窓院墓苑総販売代理店の日本エキスパートシステムです。皆様がこの『青山』をご覧
になっている頃……、少しは涼しくなっているでしょうか？　今は墓地内の元気すぎる雑草で
ご苦労されておられるお檀家様からのお問合わせがひっきりなしです。最近は年間で墓苑清
掃業務をご契約される方も増えて参りました。お気軽にお問合せ下さい。

さて今年も秋季彼岸会のお中日に「動物慰霊法要」を開催致します。梅窓院無礙光塔に納
骨されていない方でも参列できますのでぜひご来寺下さい。皆様が子供の頃に飼っていたワ
ンコ、ニャンコたちが来てくれるかもしれませんし、本堂の中で色々な（ユニークな）ペットちゃ
んたちの名前が読み上げられるのもちょっと楽しいです。おうちの中では王様（女王様）だった
子たちを想うひと時をお持ち下さい。お参りの際に私どもを見かけたらお気軽にお声がけ下
さい。

お知合いの方へ梅窓院墓苑のご紹介もぜひお願いします。

日本エキスパートシステム 墓苑事業部からのお知らせ　
梅窓院のお墓とペット供養の窓口

梅窓院では10月より平成29年度 
後期 仏教講座を開講します。今年
度も5名の先生をお迎えしておりま
す。どうぞお気軽にご参加下さい。
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

発 　 行 ／ 梅窓院
発 行 日 ／ 平成29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
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

お檀家さんに伺いました

「昔を思い出します」

平成29年団体参拝旅行にて

「とても貴重な体験ができました」

平成29年施餓鬼にて

平成29年度 後期
仏教講座のご案内

行 事 予 定

9月23日（土）
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。

秋彼岸会法要

11月18日（土）
法要　午後4時～　本堂
※詳しくは十夜号をご覧下さい。

十夜法要

10月21日（土）
開演
午後3時～　祖師堂　

【講師】里中満智子氏
（マンガ家）

※詳しくは別紙チラシ
をご覧下さい。

文化講演会

M・ファン・デン・フック
ピアノリサイタル

11月25日（土）
開演 午後3時～　祖師堂
冥加料　檀家2,000円・
一般5,000円・学生3,000円／先着300名
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

10月2日（月）
受付開始　午前11時～ 
※詳しくは別紙チラシをご覧下さい。

第72回 念仏と法話の会

ブ
ッ
ダ
を

　め
ぐ
る
人
々
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気
が
付
く
と
今
年
も
残
り
三
分
の
一
に
な
り
ま
し
た
。皆

様
、お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、梅
窓
院
の
樹
木
葬
墓
苑
、「
梅
林
苑
」の
工
事
が
終
わ

り
、ご
遺
骨
を
埋
葬
す
る
準
備
が
整
い
ま
し
た
。梅
と
い
う
字

を
冠
す
る
寺
名
な
が
ら
、境
内
に
梅
の
木
が
少
な
い
こ
と
も
あ

り
、樹
木
葬
の
樹
と
し
て
梅
を
植
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。で

す
が
、植
樹
の
時
期
は
冬
が
良
い
と
の
こ
と
で
、梅
林
苑
の
名

に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
ま
で
、少
し
お
待
ち
下
さ
い
。

場
所
は
相
輪
近
く
に
な
り
ま
す
。詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
合

せ
下
さ
い
。

五
月
に
団
体
参
拝
で
京
都
を
訪
れ
ま
し
た
。浄
土
宗
の
総

本
山
知
恩
院
、大
本
山
清
浄
華
院
、宇
治
の
平
等
院
な
ら
び
に

浄
土
院
、黄
檗
宗
の
大
本
山
萬
福
寺
、世
界
遺
産
の
天
龍
寺
、

そ
し
て
伏
見
の
月
桂
冠
酒
造
を
訪
れ
ま
し
た
。

知
恩
院
で
は
伊
藤
唯
眞
猊
下
に
拝
謁
、法
話
も
い
た
だ
き
ま

し
た
。八
面
の「
お
檀
家
さ
ん
に
伺
い
ま
し
た
」で
も
お
声
を
お

聞
か
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、貴
重
な
体
験
を
致
し
ま
し
た
。

秋
の
大
き
な
行
事
、秋
彼
岸
と
文
化
講
演
会
で
す
が
、秋
彼

岸
で
は
例
年
に
引
き
続
き
写
真
展
を
開
催
す
る
こ
と
に
致
し

ま
し
た
。詳
細
は
同
封
の
案
内
チ
ラ
シ
を
ご
覧
下
さ
い
。多
く

の
皆
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

文
化
講
演
会
で
は
マ
ン
ガ
家
の
里
中
満
智
子
先
生
を
お
迎

え
し
ま
す
。皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
日
本
を
代
表
す
る
マ

ン
ガ
家
で
、漫
画
以
外
で
も
ご
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
し
、ど
ん
な

お
話
を
い
た
だ
け
る
か
楽
し
み
で
す
。ち
な
み
に
、梅
窓
院
に

墓
地
を
お
持
ち
と
い
う
縁
で
ご
快
諾
い
た
だ
き
ま
し
た
。

十
一
月
に
は
フ
ァ
ン・デ
ン・フ
ッ
ク
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ

ル
が
開
催
さ
れ
ま
す
。今
回
で
十
六
回
目
と
な
り
ま
す
。

秋
の
梅
窓
院
は
行
事
が
続
き
ま
す
が
、皆
様
の
お
元
気
な
顔

を
お
見
せ
い
た
だ
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

ゆ
い

かい

ば
い
り
ん
え
ん

し
ん
げ
い
か

5月の団参は知恩院（左上）と清浄華院（左下）と平等院（中央下）に参拝。萬福寺で普茶料理（中央中）をいただき、開パン（中央上）も見学。嵐山の竹林
（右上）を歩きトロッコ列車（右下）にも乗りました。

梅
窓
院
第
二
十
五
世

中
島
真
成

住
職
挨
拶
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例年の行事として、今年もお参りに
来ました。昔は子供連れで施餓鬼に
参加していましたが、最近は夫婦で
お参りをしています。
お斎は毎年変わらない味で美味しい
なと思いながらいただきました。
今回の法話で
は、知っている
ようで知らな
かった浄土宗
の行事につい
て、大変勉強
になりました。

梅窓院の団体参拝に初めて参加致
しました。団体参拝ならではの滅多
に聞けない法話を拝聴し、普段行け
ない場所にも行くことができたのが
とても良かったです。
特に知恩院では伊藤唯眞猊下の法
話に感動し、メモも取りました。
今回、梅窓院の団体参拝を通して大
変貴重な体験ができ感謝しています。




