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梅窓院の行事には主人と息子の三人で
ほぼ参加させていただいておりましたが、
先日息子が亡くなり、今回は初めて2人
で法要に参列いたしました。
梅窓院が大好きだった息子。
法要中は息子の事を思い出し、涙が溢れ
てしまいましたが、不思議と息子に会えて
いる気がして心が休まりました。
今後も積極的に行事には参加していこう
と思いました。
また、主人は寄席が大好きなので、歌る
多師匠の話は面白く楽しませていただき
ました。

平成30年平成30年 年年 間間 行行 事事 予予 定定
「息子を想い、法要に参列しました。」
森 榮三様、眞佐子様

平成２9年秋彼岸法要にて
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行事予定

第73回 念仏と法話の会
2月5日（月）
時間　11時30分～（受付11時より開始）
お斎／別時念仏会／法話／茶話会
法話　いのちの仕掛を考える
講師　京都 宇治 平等院住職
　　　神居文彰上人

※各講座第3回目の最終講座は、後半、茶話会となります。講師の先生方や受講生同士、この機会に交流を深めて下さい。

本紙がお手元に届く頃は、喪中はがきや賀状の手配も終わりホッとされていることでしょう。喪中はがきをいただくとどきっとしますが、
お正月に届く賀状は嬉しいものです。

この原稿を書いている時の墓苑部は、草むしり、墓苑清掃のお問合せと作業が一段落して一息つける頃ですが、夏ならぬ秋の雑草の威
力に改めて驚かされていました。

ところで梅窓院に新しくできた樹木葬墓苑はご覧になりましたか？「梅林苑」と言います。植樹時期の関係もあり、まだ梅が植わってい
ないのですが、寒くなったら植える予定で、2月頃には梅花が咲くと良いのですが……。

暮れやお正月のお参りの際に墓所で気が付いたことがあったらお気軽に墓苑部までお問合せ下さい。また、お問合せがなくてもお気軽
にお声がけ下さいね、皆さんからのお声がけは内心結構嬉しいものですから。（墓苑部：森より）

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

お檀家さんに伺いました

※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（月）

◆第73回 念仏と法話の会 2 月 5 日（月）

◆春彼岸会法要・寄席・物産展 3 月21日（水）

◆はなまつり
◆団体参拝旅行  5 月　※詳細は春彼岸号にてお知らせ致します。

◆大施餓鬼会法要 5 月19日（土）

◆開山忌法要・能楽奉納 6 月 9 日（土）

◆第74回 念仏と法話の会 6 月12日（火）

◆盂蘭盆会法要 7 月13日（金）

◆秋彼岸会法要・寄席 9 月23日（日）

◆文化講演会 10月開催予定

◆十夜法要・芋煮会 11月17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

4 月 6 日（金）～ 8 日（日）

平成29年度　　 仏教講座のご案内後期

講座 午後5時～7時（受付は午後4時から）

講座 午後6時～8時（受付は午後5時から）

受講無料・場所/梅窓院祖師堂

講  題／『往生要集』を読む（Ⅱ）
講  師／新井 俊定 先生（天然寺住職）

•第3回…1月18日（木）「念仏利益」「問答料簡」―なぜ、念仏の一門のみを勧むるや

講  題／般若経の私解私釈―「大乗仏教を理解する」シリーズ（1）
講  師／勝崎 裕彦 先生（大正大学名誉教授、香蓮寺住職）

•第2回…1月11日（木）序説・般若波羅蜜について―大乗仏教の理想
•第3回…2月  8日（木） 序説・菩薩について―求法・求道の心

講  題／『無量寿経』（巻下）を読む
講  師／阿川 正貫 先生（浄土寺住職、大正大学講師）

•第2回…1月24日（水） 浄土の安楽について
•第3回…3月  8日（木）まとめ

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、慶岸寺住職）

•第1回…1月15日（月）『選択集』第12章 お念仏の付属①―定善・心を静めた修行―
•第2回…2月27日（火）『選択集』第12章 お念仏の付属②―散善1・三福の修行―
•第3回…3月16日（金）『選択集』第12章 お念仏の付属③―散善2・九品の修行―

講  題／日本人の通過儀礼（下）―生き方を問う民俗学入門―
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  2日（金） 葬送儀礼
•第3回…3月26日（月）墓と弔い上げ

ばいりんえん

もんしょう
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自然
テーマ

親
戚
の
畑
で
初
め
て
の
収
穫
体
験
。葡
萄
大
好

き
な
娘
、葡
萄
を
見
つ
け
る
と
す
ぐ
に
手
を
伸
ば

し
ま
し
た
。

テーマ

秋彼岸写真展
受賞作品

住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世

中
島
真
成

　

平
成
三
十
年
を
迎
え
、あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　皆
さ
ま
に
は
お
変
わ
り
な
く
新
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
お
喜
び

申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
秋
、マ
ン
ガ
家
の
里
中
満
智
子
さ
ん
を
迎
え
て
の
文
化
講
演

会
は
、足
元
が
良
く
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
二
百
名
を
超
え
る
方

に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
は
大
学
で
中
国
哲
学
を
専
攻
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、ブ
ッ
ダ
、

お
釈
迦
様
の
こ
と
は
一
通
り
の
知
識
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、講
演

会
と
同
じ『
ブ
ッ
ダ
を
め
ぐ
る
人
び
と
』と
い
う
漫
画
本
を
出
さ
れ
て

い
る
里
中
先
生
の
話
は
大
変
興
味
深
く
、勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、ブ
ッ
ダ
の
話
の
後
に
キ
リ
ス
ト
教
の
話
に
な
り
ま
す
が
、こ

の
原
稿
を
書
い
て
い
る
十
月
の
終
わ
り
、青
山
通
り
の
歩
道
に
仮
装

し
た
子
供
た
ち
が
あ
ふ
れ
ま
し
た
。そ
う
、ハ
ロ
ウ
ィ
ン
で
す
。骨
董
通

り
か
ら
青
山
一
丁
目
ま
で
の
商
店
街
が
協
力
し
て
、金
曜
日
の
夕
方

五
時
か
ら
色
々
な
店
が
子
供
に
お
菓
子
を
配
っ
た
の
で
す
。数
年
前

か
ら
始
ま
っ
て
い
た
行
事
と
聞
き
ま
し
た
が
、実
際
に
目
の
当
た
り

に
し
た
の
が
初
め
て
で
し
た
の
で
、青
山
の
風
物
詩（
？
）と
し
て
お
知

ら
せ
致
し
ま
す
。

皆
さ
ま
の
ご
協
力
の
お
か
げ
で
よ
う
や
く
樹
木
葬
の
墓
苑
が
整
い

ま
し
た
。梅
窓
院
に
な
か
っ
た
梅
の
木
を
メ
イ
ン
と
す
る
墓
苑
で
、肝

心
な
梅
の
木
は
最
適
な
時
期
と
い
う
こ
と
で
、お
正
月
を
過
ぎ
て
か

ら
の
植
樹
に
な
り
ま
す
が
、埋
葬
に
は
支
障
が
あ
り
ま
せ
ん
。ご
親
戚

や
お
知
り
合
い
で
樹
木
葬
に
関
心
を
お
持
ち
の
方
が
い
ら
し
た
ら
ぜ

ひ
お
知
ら
せ
い
た
だ
き
、実
際
の
現
地
を
ご
覧
に
な
ら
れ
て
下
さ
い
。

今
年
も
元
旦
に
は
修
正
会
を
巌
修
致
し
ま
す
。新
年
を
迎
え
て
の

最
初
の
法
要
と
な
る
修
正
会
で
皆
さ
ま
と
ご
一
緒
に
念
仏
を
お
称

え
し
た
い
も
の
で
す
。

な
お
、ご
参
列
い
た
だ
い
た
方
に
は
恒
例
の
お
節
料
理
と
お
雑
煮

を
用
意
致
し
ま
す
の
で
、お
楽
し
み
下
さ
い
。

光と影のコントラストが美しかった。 

旅行
テーマ

第8回

優秀賞

「どっちが大きいかなぁ？」 撮影：

「
緑
の
絨
毯
」

撮
影
：

「伊香保温泉」 撮影：
雨上がりの温泉街。伊香保らしい階段を
夕涼みで散歩しました。 人物



修正会法要
午前9時半～　2階　本堂

お雑煮
午前11時～　1階　観音堂エントランス

2018年1月1日（月）

※時間は変更となる可能性もございますので、
ご了承下さい。
※お雑煮の振る舞いは元旦のみになります。
修正会に参列いただいた方から優先的に
お雑煮の振舞いをさせていただきます。
なお、数に限りがございますので予めご了承
下さい。

修
正
会

新
年
に
よ
せ
て（
修
正
会
に
よ
せ
て
）

お
檀
家
さ
ん
の
話
で
す
。

お
別
れ
を
言
う
こ
と
す
ら
出
来
な
い
ほ
ど
突
然
の
お
別
れ
を
迎
え
た

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。そ
の
方
は一家
の
主
で
し
た
が
、だ
い
ぶ
以
前
に

「
自
分
の
葬
儀
は
し
な
い
で
い
い
か
ら
な
。」と
遺
言
め
い
た
こ
と
を
言
って
い

た
こ
と
を
家
族
は
思
い
出
し
ま
し
た
。で
す
が
残
さ
れ
た
家
族
は
充
分
話

し
合
い
、父
の
為
に
精
一
杯
の
お
別
れ
を
し
て
あ
げ
た
い
、と
通
夜
葬
儀
を

行
い
ま
し
た
。そ
し
て
、出
来
る
範
囲
で
調
べ
て
、父
の
関
係
者
に
も
連
絡

を
と
り
ま
し
た
。

通
夜
葬
儀
の
当
日
、二
日
間
に
わ
た
り
式
場
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
多
く
の

会
葬
者
で
溢
れ
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
残
さ
れ
た
家
族
の
関
係
者
も
い
ま
し

た
が
、そ
の
多
く
は
父
の
仕
事
関
係
者
や
友
人
達
で
し
た
。父
が
こ
ん
な

に
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
た
な
ん
て
…
…
。家
庭
内
だ
け
で
は
判
ら
な
い

父
の
人
間
関
係
の
広
さ
と
深
さ
に
驚
く
ば
か
り
で
し
た
。さ
ら
に
、家
族

は
会
葬
者
か
ら
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
父
の
幼
い
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、自

分
と
同
じ
年
頃
の
父
の
夢
や
悩
み
も
聞
く
事
が
で
き
ま
し
た
。

葬
儀
式
が
終
わ
っ
た
時
、家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
、「
自
分
の
知
ら
な
い
父
に

触
れ
ら
れ
て
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。そ
ん
な
父
が
浄
土
宗
の
教
え
で
、阿
弥

陀
様
の
お
救
い
を
頂
き
、迷
わ
ず
極
楽
浄
土
に
行
け
る
と
思
う
と
、父
と

こ
の
世
で
は
も
う
会
え
な
い
け
ど
、何
だ
か
ほ
っ
と
し
た
よ
。」と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。

そ
の
言
葉
に
私
た
ち
僧
侶
は
、最
近
よ
く
聞
く
直
葬
な
ど
お
葬
式
が

簡
略
化
さ
れ
て
い
る
時
代
に
、改
め
て
従
来
の
お
葬
式
の
も
つ
意
味
や
大

切
さ
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
法
務
部

西
沢
）

し
ゅ
し
ょ
う
え

修正会
とは

　正月元旦にお寺で世界の平和と人々の幸
福を祈って修する法要を修正会といいます。
新年最初の法要で、前年の良いことも悪いこ
とも、南無阿弥陀仏のお念仏で信仰の糧へ

と変化させる（修正する）法会で、新たな気持ちで新年を迎える
にふさわしいお勤めです。
梅窓院でも元旦に修正会を行っていますので、ご一緒に南無

阿弥陀仏のお念仏を称え、一年をスタート致しましょう。

新年のお参りに来ていただい
た方にお配りしている絵馬は、
元旦のみ1軒に1体のお渡しと
させていただいております。
2体以上ご希望の方は事前に
文書（ＦＡＸかはがき）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。

しゅしょう え

えほう

絵馬について

各檀家さまに1部同封させてい
ただきました。2部以上ご希望
の方はこちらも文書（ＦＡＸか
はがき）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。

暦について

き
ん

は

た
か
は
り

り

む

ら

き
ゃ

じ
ん
じ
つ

く

で
い
き
ょ
う

こ
と
ほ

え

き

こ
と
ほ

こ
と
だ
ま

さ
き
は

さ
い
わ

ぶ

さ
ん
と
う

し

ひ
と

ひ

こ
い
ね
が

よ

も
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法
話

新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職

　勝
崎
裕
彦

年
明
け
松
七
日
の
仏
心

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
40
）

新
年
正
月
の
め
で
た
さ
を
こ
と
ほ
ぎ

な
が
ら
、賀
春
・
迎
春
の
年
賀
気
分

に
浸
る
快
さ
は
得
も
言
わ
れ
ぬ
も
の
が
あ

る
。門
松
を
立
て
た
正
月
飾
り
の
し
め
や
か

さ
の
中
に
、ま
さ
に
松
の
内
・
松
七
日
の
の
ど

か
さ
が
の
ん
び
り
と
お
だ
や
か
で
、静
か
で

あ
る
。年
明
け
の
荘
重
な
淑
気
を
、初
笑
い
の

笑
顔
で
温
か
く
、や
さ
し
く
祝
い
合
い
た
い
。

さ
て
、「
こ
と
ほ
ぐ
」と
は
、寿
ぐ
・
言
祝
ぐ

と
漢
字
で
書
き
表
す
よ
う
に
、言
葉
で
祝
う

こ
と
で
あ
る
。我
が
国
日
本
は
、「
言
霊
の
幸
ふ

国
」と
い
わ
れ
、言
葉
の
持
つ
霊
妙
不
可
思
議

な
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
幸
い
が
も
た
ら
さ

れ
る
国
と
さ
れ
て
き
た
。今
、年
明
け
年
頭
の

新
春
の
め
で
た
さ
に
対
し
て
言
葉
に
よ
っ
て

祝
詞
・
賀
詞
と
し
、改
め
て
祝
意
を
示
し
、祝

福
し
よ
う
と
す
る
時
、松
の
内
・
松
七
日
の
仏

教
俳
句
の
十
七
文
字
を
拾
い
尋
ね
て
、年
始

年
賀
の
仏
心
の
一
面
を
確
か
め
た
い
。

ま
ず
は
一
月
一
日
、元
旦
で
あ
る
。

元
朝
や
め
で
た
き
も
の
に
金
泥
経

元
朝
の
つ
ら
〳
〵
誦
す
る
懺
悔
文

元
旦
の
数
珠
か
け
し
手
を
忘
れ
ゐ
て

小
野
蕪
子
の
句
は
、い
わ
ゆ
る
藍
染
の
紺

紙
に
金
泥
で
書
い
た
金
字
経
・
金
泥
経
を
経

机
に
置
い
て
の
初
読
経
で
あ
る
。森
永
杉
洞

の
句
は
、年
頭
の
初
懺
悔
を「
つ
ら
つ
ら
誦
す

る
」と
中
七
を
置
い
た
と
こ
ろ
が
効
い
て
い

る
。「
我
昔
所
造
諸
悪
業
、皆
由
無
始
貪
瞋
癡
、

従
身
語
意
之
所
生
、
一
切
我
今
皆
懺
悔
」
の

「
略
懺
悔
文
」を
、つ
く
づ
く
と
、よ
く
よ
く
心

し
て
唱
え
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
、新
村
写
空

の
手
に
は
、い
つ
も
の
よ
う
に
決
ま
っ
て
念

珠
が
か
け
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

大
玻
璃
に
雪
降
る
町
を
見
て
二
日

大
玻
璃
と
は
大
ガ
ラ
ス
の
こ
と
。正
月
二

日
、小
鷹
ふ
さ
子
は
一
枚
ガ
ラ
ス
の
大
窓
か

ら
町
中
に
降
る
雪
を
見
て
い
る
。玻
璃
は
、元

来
は
水
晶
の
こ
と
で
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
は
ス
パ
テ
ィ
カ
ー
、パ
ー
リ
語
で
は
パ
リ

カ
ー
、仏
教
語
の
音
写
語
で
あ
る
。

思
は
ざ
る
雪
の
三
日
の
墓
詣

新
年
の
初
墓
参
り
、伊
達
大
門
は
雪
の
中

で
と
も
か
く
先
祖
の
精
霊
に
手
を
合
わ
せ
た

の
で
あ
る
。

高
張
に
四
日
の
灯
あ
り
宝
戒
寺

一
月
四
日
も
夜
。宝
戒
寺
と
い
う
お
寺
の

高
張
提
灯
の
明
か
り
を
見
つ
め
た
句
で
あ
る

が
、八
木
林
之
助
と
い
う
人
の
繊
細
な
作
風

を
考
え
合
わ
せ
る
と
、ま
た
ひ
と
し
お
の
感

慨
も
起
こ
る
。

濡
れ
和
紙
の
無
垢
が
吸
ひ
ゐ
る
五
日
の
陽

「
無
垢
」を
仏
教
語
と
し
て
捉
え
れ
ば
、こ

の
菅
井
青
宵
の
句
も
仏
教
句
と
し
て
受
け
と

め
て
い
た
だ
き
た
い
。汚
れ
な
き
も
の
を
包

み
込
む
五
日
の
日
差
し
が
暖
か
い
。

片
付
き
し
居
間
に
伽
羅
聞
く
六
日
か
な

産
業
界
に
足
跡
を
遺
し
た
藤
田
耕
雪
の
身

辺
句
の
一
つ
。

人
日
の
雪
山
ち
か
き
父
母
の
墓

飯
田
蛇
笏
門
の
長
老
石
原
舟
月
の
甲
斐
の

雪
山
を
望
ん
だ
一
月
七
日
、人
の
日
・
人
日
の

一
句
で
あ
る
。

と
り
と
め
な
く
拾
い
掲
げ
た
句
で
あ
る

が
、そ
こ
に
そ
こ
は
か
と
な
き
仏
心
を
お
汲

み
取
り
願
え
た
で
あ
ろ
う
か
。と
も
か
く
も

初
春
の
正
月
気
分
の
の
ど
か
さ
、お
だ
や
か

さ
を
、こ
の
一
年
の
無
事
平
安
・
無
事
平
穏
に

つ
な
げ
た
い
。心
配
や
不
安
の
な
い
こ
と
、ま

さ
に
何
事
も
な
い
よ
う
な
や
す
ら
か
さ
が
切

実
に
冀
わ
れ
る
。そ
し
て
繰
り
返
し
て
殊
更

に
思
う
こ
と
は
、四
方
の
春
・
千
代
の
春
の
あ

り
が
た
さ
で
あ
る
。

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）

九
・
十
・
十
一
月
の

行
事
報
告
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修正会法要
午前9時半～　2階　本堂

お雑煮
午前11時～　1階　観音堂エントランス

2018年1月1日（月）

※時間は変更となる可能性もございますので、
ご了承下さい。
※お雑煮の振る舞いは元旦のみになります。
修正会に参列いただいた方から優先的に
お雑煮の振舞いをさせていただきます。
なお、数に限りがございますので予めご了承
下さい。

修
正
会

新
年
に
よ
せ
て（
修
正
会
に
よ
せ
て
）

お
檀
家
さ
ん
の
話
で
す
。

お
別
れ
を
言
う
こ
と
す
ら
出
来
な
い
ほ
ど
突
然
の
お
別
れ
を
迎
え
た

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。そ
の
方
は一家
の
主
で
し
た
が
、だ
い
ぶ
以
前
に

「
自
分
の
葬
儀
は
し
な
い
で
い
い
か
ら
な
。」と
遺
言
め
い
た
こ
と
を
言
って
い

た
こ
と
を
家
族
は
思
い
出
し
ま
し
た
。で
す
が
残
さ
れ
た
家
族
は
充
分
話

し
合
い
、父
の
為
に
精
一
杯
の
お
別
れ
を
し
て
あ
げ
た
い
、と
通
夜
葬
儀
を

行
い
ま
し
た
。そ
し
て
、出
来
る
範
囲
で
調
べ
て
、父
の
関
係
者
に
も
連
絡

を
と
り
ま
し
た
。

通
夜
葬
儀
の
当
日
、二
日
間
に
わ
た
り
式
場
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
多
く
の

会
葬
者
で
溢
れ
ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
残
さ
れ
た
家
族
の
関
係
者
も
い
ま
し

た
が
、そ
の
多
く
は
父
の
仕
事
関
係
者
や
友
人
達
で
し
た
。父
が
こ
ん
な

に
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
た
な
ん
て
…
…
。家
庭
内
だ
け
で
は
判
ら
な
い

父
の
人
間
関
係
の
広
さ
と
深
さ
に
驚
く
ば
か
り
で
し
た
。さ
ら
に
、家
族

は
会
葬
者
か
ら
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
父
の
幼
い
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、自

分
と
同
じ
年
頃
の
父
の
夢
や
悩
み
も
聞
く
事
が
で
き
ま
し
た
。

葬
儀
式
が
終
わ
っ
た
時
、家
族
そ
れ
ぞ
れ
が
、「
自
分
の
知
ら
な
い
父
に

触
れ
ら
れ
て
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。そ
ん
な
父
が
浄
土
宗
の
教
え
で
、阿
弥

陀
様
の
お
救
い
を
頂
き
、迷
わ
ず
極
楽
浄
土
に
行
け
る
と
思
う
と
、父
と

こ
の
世
で
は
も
う
会
え
な
い
け
ど
、何
だ
か
ほ
っ
と
し
た
よ
。」と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。

そ
の
言
葉
に
私
た
ち
僧
侶
は
、最
近
よ
く
聞
く
直
葬
な
ど
お
葬
式
が

簡
略
化
さ
れ
て
い
る
時
代
に
、改
め
て
従
来
の
お
葬
式
の
も
つ
意
味
や
大

切
さ
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
法
務
部

　西
沢
）

し
ゅ
し
ょ
う
え

修正会
とは

　正月元旦にお寺で世界の平和と人々の幸
福を祈って修する法要を修正会といいます。
新年最初の法要で、前年の良いことも悪いこ
とも、南無阿弥陀仏のお念仏で信仰の糧へ

と変化させる（修正する）法会で、新たな気持ちで新年を迎える
にふさわしいお勤めです。
梅窓院でも元旦に修正会を行っていますので、ご一緒に南無

阿弥陀仏のお念仏を称え、一年をスタート致しましょう。

新年のお参りに来ていただい
た方にお配りしている絵馬は、
元旦のみ1軒に1体のお渡しと
させていただいております。
2体以上ご希望の方は事前に
文書（ＦＡＸかはがき）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。

しゅしょう え

えほう

絵馬について

各檀家さまに1部同封させてい
ただきました。2部以上ご希望
の方はこちらも文書（ＦＡＸか
はがき）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。

暦について

き
ん

は

た
か
は
り

り

む

ら

き
ゃ

じ
ん
じ
つ

く

で
い
き
ょ
う

こ
と
ほ

え

き

こ
と
ほ

こ
と
だ
ま

さ
き
は

さ
い
わ

ぶ

さ
ん
と
う

し

ひ
と

ひ

こ
い
ね
が

よ

も
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新
宿
区

　香
蓮
寺
住
職 

　勝
崎 

裕
彦

年
明
け
松
七
日
の
仏
心

仏
教
歳
時
風
物
詩
（
40
）

新
年
正
月
の
め
で
た
さ
を
こ
と
ほ
ぎ

な
が
ら
、賀
春
・
迎
春
の
年
賀
気
分

に
浸
る
快
さ
は
得
も
言
わ
れ
ぬ
も
の
が
あ

る
。門
松
を
立
て
た
正
月
飾
り
の
し
め
や
か

さ
の
中
に
、ま
さ
に
松
の
内
・
松
七
日
の
の
ど

か
さ
が
の
ん
び
り
と
お
だ
や
か
で
、静
か
で

あ
る
。年
明
け
の
荘
重
な
淑
気
を
、初
笑
い
の

笑
顔
で
温
か
く
、や
さ
し
く
祝
い
合
い
た
い
。

さ
て
、「
こ
と
ほ
ぐ
」と
は
、寿
ぐ
・
言
祝
ぐ

と
漢
字
で
書
き
表
す
よ
う
に
、言
葉
で
祝
う

こ
と
で
あ
る
。我
が
国
日
本
は
、「
言
霊
の
幸
ふ

国
」と
い
わ
れ
、言
葉
の
持
つ
霊
妙
不
可
思
議

な
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
幸
い
が
も
た
ら
さ

れ
る
国
と
さ
れ
て
き
た
。今
、年
明
け
年
頭
の

新
春
の
め
で
た
さ
に
対
し
て
言
葉
に
よ
っ
て

祝
詞
・
賀
詞
と
し
、改
め
て
祝
意
を
示
し
、祝

福
し
よ
う
と
す
る
時
、松
の
内
・
松
七
日
の
仏

教
俳
句
の
十
七
文
字
を
拾
い
尋
ね
て
、年
始

年
賀
の
仏
心
の
一
面
を
確
か
め
た
い
。

ま
ず
は
一
月
一
日
、元
旦
で
あ
る
。

元
朝
や
め
で
た
き
も
の
に
金
泥
経           

元
朝
の
つ
ら
〳
〵
誦
す
る
懺
悔
文               

元
旦
の
数
珠
か
け
し
手
を
忘
れ
ゐ
て             

小
野
蕪
子
の
句
は
、い
わ
ゆ
る
藍
染
の
紺

紙
に
金
泥
で
書
い
た
金
字
経
・
金
泥
経
を
経

机
に
置
い
て
の
初
読
経
で
あ
る
。森
永
杉
洞

の
句
は
、年
頭
の
初
懺
悔
を「
つ
ら
つ
ら
誦
す

る
」と
中
七
を
置
い
た
と
こ
ろ
が
効
い
て
い

る
。「
我
昔
所
造
諸
悪
業
、皆
由
無
始
貪
瞋
癡
、

従
身
語
意
之
所
生
、
一
切
我
今
皆
懺
悔
」
の

「
略
懺
悔
文
」を
、つ
く
づ
く
と
、よ
く
よ
く
心

し
て
唱
え
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
、新
村
写
空

の
手
に
は
、い
つ
も
の
よ
う
に
決
ま
っ
て
念

珠
が
か
け
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

大
玻
璃
に
雪
降
る
町
を
見
て
二
日              

大
玻
璃
と
は
大
ガ
ラ
ス
の
こ
と
。正
月
二

日
、小
鷹
ふ
さ
子
は
一
枚
ガ
ラ
ス
の
大
窓
か

ら
町
中
に
降
る
雪
を
見
て
い
る
。玻
璃
は
、元

来
は
水
晶
の
こ
と
で
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
は
ス
パ
テ
ィ
カ
ー
、パ
ー
リ
語
で
は
パ
リ

カ
ー
、仏
教
語
の
音
写
語
で
あ
る
。

思
は
ざ
る
雪
の
三
日
の
墓
詣

新
年
の
初
墓
参
り
、伊
達
大
門
は
雪
の
中

で
と
も
か
く
先
祖
の
精
霊
に
手
を
合
わ
せ
た

の
で
あ
る
。

高
張
に
四
日
の
灯
あ
り
宝
戒
寺              

一
月
四
日
も
夜
。宝
戒
寺
と
い
う
お
寺
の

高
張
提
灯
の
明
か
り
を
見
つ
め
た
句
で
あ
る

が
、八
木
林
之
助
と
い
う
人
の
繊
細
な
作
風

を
考
え
合
わ
せ
る
と
、ま
た
ひ
と
し
お
の
感

慨
も
起
こ
る
。

濡
れ
和
紙
の
無
垢
が
吸
ひ
ゐ
る
五
日
の
陽        

「
無
垢
」を
仏
教
語
と
し
て
捉
え
れ
ば
、こ

の
菅
井
青
宵
の
句
も
仏
教
句
と
し
て
受
け
と

め
て
い
た
だ
き
た
い
。汚
れ
な
き
も
の
を
包

み
込
む
五
日
の
日
差
し
が
暖
か
い
。

片
付
き
し
居
間
に
伽
羅
聞
く
六
日
か
な           

産
業
界
に
足
跡
を
遺
し
た
藤
田
耕
雪
の
身

辺
句
の
一
つ
。

人
日
の
雪
山
ち
か
き
父
母
の
墓               

飯
田
蛇
笏
門
の
長
老
石
原
舟
月
の
甲
斐
の

雪
山
を
望
ん
だ
一
月
七
日
、人
の
日
・
人
日
の

一
句
で
あ
る
。

と
り
と
め
な
く
拾
い
掲
げ
た
句
で
あ
る

が
、そ
こ
に
そ
こ
は
か
と
な
き
仏
心
を
お
汲

み
取
り
願
え
た
で
あ
ろ
う
か
。と
も
か
く
も

初
春
の
正
月
気
分
の
の
ど
か
さ
、お
だ
や
か

さ
を
、こ
の
一
年
の
無
事
平
安
・
無
事
平
穏
に

つ
な
げ
た
い
。心
配
や
不
安
の
な
い
こ
と
、ま

さ
に
何
事
も
な
い
よ
う
な
や
す
ら
か
さ
が
切

実
に
冀
わ
れ
る
。そ
し
て
繰
り
返
し
て
殊
更

に
思
う
こ
と
は
、四
方
の
春
・
千
代
の
春
の
あ

り
が
た
さ
で
あ
る
。

（
大
正
大
学
名
誉
教
授
）
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行
事
報
告

3 梅窓院通信 No.92

第
72
回

念
仏
と
法
話
の
会

10
月
2
日（
月
）

十夜法要・芋煮会
11月18日（土）

M・ファン・デン・フック
ピアノリサイタル
11月25日（土）

（
舟
月
）

秋
彼
岸
会
法
要・

彼
岸
寄
席

9
月
23
日（
土
）

秋彼岸寄席、三遊亭歌る多師匠

文
化
講
演
会

10
月
21
日（
土
）

「
ブ
ッ
ダ
を
め
ぐ
る
人
々
」

里
中
満
智
子
氏

（
杉
洞
）

（
写
空
）

（
蕪
子
）

（
ふ
さ
子
）

（
青
宵
）

（
耕
雪
）

（
大
門
）

（
林
之
助
）
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中島住職・　川悠一様（15回表彰）
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司
会
　本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。ま
ず
初
め
に
お
葬
式
の
意
味
を
教
え
て

い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

成
田
　は
い
。お
葬
式
に
は
お
そ
ら
く
皆
さ

ん
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
、色
々
な
意
味
が

あ
り
ま
す
。

　第
一
に
故
人
を
極
楽
浄
土
に
お
送
り
す

る
こ
と
、次
に
残
さ
れ
た
方
た
ち
の
心
の
ケ

ア
、故
人
と
縁
の
あ
っ
た
方
た
ち
と
の
関
係

性
の
再
確
認
。そ
し
て
、残
さ
れ
た
私
た
ち
も

い
ず
れ
必
ず
旅
立
ち
、や
が
て
極
楽
浄
土
で

再
会
で
き
る
の
で
、今
こ
こ
で
の
別
れ
は
永

遠
の
お
別
れ
で
は
な
く
、一
時
の
お
別
れ
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
。そ
し

て
故
人
亡
き
後
の
家
族
や
親
戚
と
の
新
た

な
関
わ
り
の
出
発
点
で
も
あ
る
こ
と
。

　と
い
う
の
が
お
葬
式
で
、通
夜
式
と
葬
儀

式
、そ
し
て
告
別
式
を
二
日
間
で
執
り
行
う

と
い
う
の
が
一
般
的
で
す
。

司
会
　な
る
ほ
ど
。亡
く
な
っ
た
方
と
も
ま

た
お
会
い
で
き
る
の
で
す
か
。

西
沢
　え
え
、倶
会
一
処
と
い
い
ま
し
て
、阿

弥
陀
様
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
西
方
極
楽
浄
土
で

再
び
お
会
い
で
き
る
と
い
う
浄
土
宗
の
大
切

な
教
え
の
ひ
と
つ
で
す
。

司
会
　そ
う
で
す
か
、有
難
い
教
え
で
す
ね
。

さ
て
、最
近
は
お
葬
式
に
つ
い
て
色
々
な
こ

と
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

梅
窓
院
で
行
っ
て
い
る
お
葬
式
の
種
類
を
教

え
て
下
さ
い
。

成
田
　基
本
的
に
は
梅
窓
院
内
で
行
う
お

葬
式
が
二
つ
あ
っ
て
、観
音
堂
と
法
堂
で
の

お
葬
式
で
す
。そ
れ
に
式
場
や
斎
場
、自
宅
で

行
う
梅
窓
院
以
外
の
お
葬
式
を
加
え
、大
き

く
三
種
類
に
な
り
ま
す
。

司
会
　一
番
多
い
の
は
。

成
田

　そ
う
で
す
ね
、や
は
り
観
音
堂
で

し
ょ
う
か
。

司
会
　そ
う
し
た
中
で
何
か
変
化
は
あ
り

ま
す
か
。

北
山
　こ
こ
一
年
か
ら
一
年
半
く
ら
い
で
一

日
葬
の
依
頼
が
出
て
き
ま
し
た
。本
来
は
通

夜
式
と
葬
儀
式
の
二
日
間
で
す
が
、ご
親
戚

で
遠
方
に
お
住
ま
い
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る

場
合
、な
ん
と
か
一
日
で
で
き
ま
せ
ん
か
、と

要
望
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

西
沢
　一
日
葬
に
つ
い
て
は
雑
誌
や
書
籍
、

テ
レ
ビ
の
特
集
が
き
っ
か
け
の
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

　梅
窓
院
で
は
こ
う
し
た
一
日
葬
を
希
望

さ
れ
る
方
に
は
、お
葬
式
の
通
夜
式
に
は
通

夜
式
の
意
味
が
あ
り
、葬
儀
式
に
は
葬
儀
式

の
意
味
が
あ
り
ま
す
の
で
、集
ま
れ
る
方
で

二
日
間
の
お
葬
式
を
行
っ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
、と
提
案
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

司
会
　な
る
ほ
ど
。ま
た
、最
近
は
菩
提
寺

が
あ
る
の
に
相
談
な
く
お
葬
式
の
日
程
を
決

め
た
り
、葬
儀
社
さ
ん
に
僧
侶
を
手
配
し
て

も
ら
っ
た
り
、と
い
う
話
も
聞
き
ま
す
が
。

北
山
　そ
う
い
う
方
は
遠
方
で
亡
く
な
っ
た

方
に
多
い
で
す
。お
葬
式
の
日
程
な
ど
の
段

取
り
を
決
め
て
か
ら
、あ
る
い
は
僧
侶
も
手

配
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

司
会
　今
は
病
院
で
亡
く
な
る
方
が
ほ
と

ん
ど
と
聞
き
ま
す
か
ら
、病
院
常
駐
の
葬
儀

社
さ
ん
に
色
々
手
配
し
て
い
た
だ
い
て
し
ま

う
方
が
増
え
て
き
た
、と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。死
に
直
面
し
て
気
が
動
転
、菩
提
寺
で

あ
る
梅
窓
院
に
連
絡
す
る
の
を
失
念
し
て
し

ま
う
？

成
田
　そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、

梅
窓
院
の
お
檀
家
様
の
お
葬
式
は
必
ず
梅

窓
院
の
僧
侶
で
執
り
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。お
檀
家
様
や
そ
の
ご
家
族
へ
お
送
り

し
て
い
る『
檀
信
徒
読
本
』に
も
書
い
て
あ
り

ま
す
が
、必
ず
第
一
報
を
梅
窓
院
ま
で
お
願

い
し
た
い
で
す
。

司
会
　何
か
あ
っ
た
ら
ま
ず
は
お
寺
に
連

絡
、と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

西
沢
　あ
ま
り
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
が
、い

き
な
り
納
骨
だ
け
お
願
い
し
ま
す
、と
い
う

方
も
い
ま
す
。

司
会
　そ
う
い
っ
た
時
は
ど
う
す
る
の
で
す

か
？

北
山
　納
骨
す
る
前
に
お
葬
式
を
し
て
下

さ
い
と
お
話
し
し
ま
す
。ま
た
、仏
弟
子
に

な
っ
た
証
の
戒
名
も
つ
け
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

司
会
　な
る
ほ
ど
、以
前
で
は
考
え
ら
れ
な

い
事
が
起
き
始
め
て
い
る
の
で
す
ね
。

成
田
　は
い
、で
す
が
今
ま
で
通
り
の
お
葬

式
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
、と
い
う
の
が
梅
窓

院
の
考
え
方
で
す
。

　そ
の
場
で
は
お
葬
式
を
や
る
の
は
大
変
だ

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、お
葬
式

は
人
の
最
後
を
締
め
く
く
る
大
切
な
儀
礼

で
す
し
、先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
西
方

極
楽
浄
土
に
往
っ
て
生
き
る
、と
い
う「
往

生
」と
い
う
新
し
い
世
界
へ
の
始
ま
り
で
も

あ
る
の
で
す
か
ら
。

司
会
　な
る
ほ
ど
。

　家
族
葬
と
い
う
言
葉
も
聞
き
ま
す
が
、家

族
葬
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

北
山
　い
ま
は
増
え
て
き
て
い
る
家
族
葬
で

す
が
、家
族
葬
は
従
来
の
お
葬
式
の
参
列
者

の
少
な
い
か
た
ち
、と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま

す
。

西
沢
　お
そ
ら
く
家
族
葬
が
始
ま
っ
た
背

景
に
は
高
齢
化
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。故
人
に
関
わ
り
の
深
か
っ
た
方
が
ほ

と
ん
ど
い
な
く
な
り
、残
ら
れ
て
い
る
方
も

お
葬
式
に
参
列
で
き
な
い
。ま
た
、家
族
の
関

係
者
も
故
人
と
は
面
識
が
な
い
。と
い
う
状

況
に
な
れ
ば
、家
族
だ
け
で
お
見
送
り
す
る

と
い
う
か
た
ち
も
仕
方
が
な
い
と
は
思
い
ま

す
。

成
田
　そ
う
で
す
ね
、お
願
い
し
た
い
の
は
、

で
き
れ
ば
迎
え
る
べ
き
お
葬
式
に
備
え
て
家

族
、親
戚
で
自
分
た
ち
の
繋
が
り
を
確
認
し

な
が
ら
、色
々
お
葬
式
に
つ
い
て
話
し
合
い

を
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

司
会
　家
族
の
終
活
、で
し
ょ
う
か
。

　本
日
は
お
忙
し
い
中
、ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今回は法務部に在籍する若手僧侶、中堅僧侶、ベテラン僧侶にお集まりいただ  きました。

平
成
五
年
か
ら
梅
窓
院
に
入
山
。随
身
を
三
年
経

て
か
ら
法
務
部
へ
移
り
今
年
で
二
十
五
年
目
の
ベ
テ

ラ
ン
僧
侶
。愛
知
県
の
浄
土
宗
寺
院
の
出
身
。

成
田 

公
応

な
り
た

こ
う
お
う

平
成
二
十
三
年
か
ら
梅
窓
院
に
入
山
し
た
尼
僧
。

在
籍
六
年
目
の
若
手
僧
侶
。静
岡
県
の
浄
土
宗
寺

院
の
出
身
。

北
山 

彩
心

き
た
や
ま
さ
い
し
ん

平
成
十
五
年
か
ら
梅
窓
院
に
入
山
。十
五
年
を
数

え
る
中
堅
僧
侶
。静
岡
県
の
浄
土
宗
寺
院
の
出

身
。 西

沢 

正
彦

に
し
ざ
わ
し
ょ
う
げ
ん

いま見直したい
お葬式という大切な通過儀礼

人の一生にはその時々の色々な通過儀礼がありますが、その 最後がお葬式です。時代の流れで大家族から小家族、一人暮
らしと生活スタイルが変わっていく中で、このお葬式にも変化 が起こってきています。
今回は日頃からお葬式に関わっている法務部の僧侶の皆さん にお葬式の「意味」と、「いま」について伺いました。

く
え
い
っ
し
ょ
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司
会
　本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。ま
ず
初
め
に
お
葬
式
の
意
味
を
教
え
て

い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

成
田
　は
い
。お
葬
式
に
は
お
そ
ら
く
皆
さ

ん
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
、色
々
な
意
味
が

あ
り
ま
す
。

　第
一
に
故
人
を
極
楽
浄
土
に
お
送
り
す

る
こ
と
、次
に
残
さ
れ
た
方
た
ち
の
心
の
ケ

ア
、故
人
と
縁
の
あ
っ
た
方
た
ち
と
の
関
係

性
の
再
確
認
。そ
し
て
、残
さ
れ
た
私
た
ち
も

い
ず
れ
必
ず
旅
立
ち
、や
が
て
極
楽
浄
土
で

再
会
で
き
る
の
で
、今
こ
こ
で
の
別
れ
は
永

遠
の
お
別
れ
で
は
な
く
、一
時
の
お
別
れ
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
。そ
し

て
故
人
亡
き
後
の
家
族
や
親
戚
と
の
新
た

な
関
わ
り
の
出
発
点
で
も
あ
る
こ
と
。

　と
い
う
の
が
お
葬
式
で
、通
夜
式
と
葬
儀

式
、そ
し
て
告
別
式
を
二
日
間
で
執
り
行
う

と
い
う
の
が
一
般
的
で
す
。

司
会
　な
る
ほ
ど
。亡
く
な
っ
た
方
と
も
ま

た
お
会
い
で
き
る
の
で
す
か
。

西
沢
　え
え
、倶
会
一
処
と
い
い
ま
し
て
、阿

弥
陀
様
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
西
方
極
楽
浄
土
で

再
び
お
会
い
で
き
る
と
い
う
浄
土
宗
の
大
切

な
教
え
の
ひ
と
つ
で
す
。

司
会
　そ
う
で
す
か
、有
難
い
教
え
で
す
ね
。

さ
て
、最
近
は
お
葬
式
に
つ
い
て
色
々
な
こ

と
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

梅
窓
院
で
行
っ
て
い
る
お
葬
式
の
種
類
を
教

え
て
下
さ
い
。

成
田
　基
本
的
に
は
梅
窓
院
内
で
行
う
お

葬
式
が
二
つ
あ
っ
て
、観
音
堂
と
法
堂
で
の

お
葬
式
で
す
。そ
れ
に
式
場
や
斎
場
、自
宅
で

行
う
梅
窓
院
以
外
の
お
葬
式
を
加
え
、大
き

く
三
種
類
に
な
り
ま
す
。

司
会
　一
番
多
い
の
は
。

成
田

　そ
う
で
す
ね
、や
は
り
観
音
堂
で

し
ょ
う
か
。

司
会
　そ
う
し
た
中
で
何
か
変
化
は
あ
り

ま
す
か
。

北
山
　こ
こ
一
年
か
ら
一
年
半
く
ら
い
で
一

日
葬
の
依
頼
が
出
て
き
ま
し
た
。本
来
は
通

夜
式
と
葬
儀
式
の
二
日
間
で
す
が
、ご
親
戚

で
遠
方
に
お
住
ま
い
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る

場
合
、な
ん
と
か
一
日
で
で
き
ま
せ
ん
か
、と

要
望
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

西
沢
　一
日
葬
に
つ
い
て
は
雑
誌
や
書
籍
、

テ
レ
ビ
の
特
集
が
き
っ
か
け
の
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

　梅
窓
院
で
は
こ
う
し
た
一
日
葬
を
希
望

さ
れ
る
方
に
は
、お
葬
式
の
通
夜
式
に
は
通

夜
式
の
意
味
が
あ
り
、葬
儀
式
に
は
葬
儀
式

の
意
味
が
あ
り
ま
す
の
で
、集
ま
れ
る
方
で

二
日
間
の
お
葬
式
を
行
っ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
、と
提
案
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

司
会
　な
る
ほ
ど
。ま
た
、最
近
は
菩
提
寺

が
あ
る
の
に
相
談
な
く
お
葬
式
の
日
程
を
決

め
た
り
、葬
儀
社
さ
ん
に
僧
侶
を
手
配
し
て

も
ら
っ
た
り
、と
い
う
話
も
聞
き
ま
す
が
。

北
山
　そ
う
い
う
方
は
遠
方
で
亡
く
な
っ
た

方
に
多
い
で
す
。お
葬
式
の
日
程
な
ど
の
段

取
り
を
決
め
て
か
ら
、あ
る
い
は
僧
侶
も
手

配
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

司
会
　今
は
病
院
で
亡
く
な
る
方
が
ほ
と

ん
ど
と
聞
き
ま
す
か
ら
、病
院
常
駐
の
葬
儀

社
さ
ん
に
色
々
手
配
し
て
い
た
だ
い
て
し
ま

う
方
が
増
え
て
き
た
、と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。死
に
直
面
し
て
気
が
動
転
、菩
提
寺
で

あ
る
梅
窓
院
に
連
絡
す
る
の
を
失
念
し
て
し

ま
う
？

成
田
　そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、

梅
窓
院
の
お
檀
家
様
の
お
葬
式
は
必
ず
梅

窓
院
の
僧
侶
で
執
り
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。お
檀
家
様
や
そ
の
ご
家
族
へ
お
送
り

し
て
い
る『
檀
信
徒
読
本
』に
も
書
い
て
あ
り

ま
す
が
、必
ず
第
一
報
を
梅
窓
院
ま
で
お
願

い
し
た
い
で
す
。

司
会
　何
か
あ
っ
た
ら
ま
ず
は
お
寺
に
連

絡
、と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

西
沢
　あ
ま
り
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
が
、い

き
な
り
納
骨
だ
け
お
願
い
し
ま
す
、と
い
う

方
も
い
ま
す
。

司
会
　そ
う
い
っ
た
時
は
ど
う
す
る
の
で
す

か
？

北
山
　納
骨
す
る
前
に
お
葬
式
を
し
て
下

さ
い
と
お
話
し
し
ま
す
。ま
た
、仏
弟
子
に

な
っ
た
証
の
戒
名
も
つ
け
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

司
会
　な
る
ほ
ど
、以
前
で
は
考
え
ら
れ
な

い
事
が
起
き
始
め
て
い
る
の
で
す
ね
。

成
田
　は
い
、で
す
が
今
ま
で
通
り
の
お
葬

式
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
、と
い
う
の
が
梅
窓

院
の
考
え
方
で
す
。

　そ
の
場
で
は
お
葬
式
を
や
る
の
は
大
変
だ

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、お
葬
式

は
人
の
最
後
を
締
め
く
く
る
大
切
な
儀
礼

で
す
し
、先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
西
方

極
楽
浄
土
に
往
っ
て
生
き
る
、と
い
う「
往

生
」と
い
う
新
し
い
世
界
へ
の
始
ま
り
で
も

あ
る
の
で
す
か
ら
。

司
会
　な
る
ほ
ど
。

　家
族
葬
と
い
う
言
葉
も
聞
き
ま
す
が
、家

族
葬
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

北
山
　い
ま
は
増
え
て
き
て
い
る
家
族
葬
で

す
が
、家
族
葬
は
従
来
の
お
葬
式
の
参
列
者

の
少
な
い
か
た
ち
、と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま

す
。

西
沢
　お
そ
ら
く
家
族
葬
が
始
ま
っ
た
背

景
に
は
高
齢
化
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。故
人
に
関
わ
り
の
深
か
っ
た
方
が
ほ

と
ん
ど
い
な
く
な
り
、残
ら
れ
て
い
る
方
も

お
葬
式
に
参
列
で
き
な
い
。ま
た
、家
族
の
関

係
者
も
故
人
と
は
面
識
が
な
い
。と
い
う
状

況
に
な
れ
ば
、家
族
だ
け
で
お
見
送
り
す
る

と
い
う
か
た
ち
も
仕
方
が
な
い
と
は
思
い
ま

す
。

成
田
　そ
う
で
す
ね
、お
願
い
し
た
い
の
は
、

で
き
れ
ば
迎
え
る
べ
き
お
葬
式
に
備
え
て
家

族
、親
戚
で
自
分
た
ち
の
繋
が
り
を
確
認
し

な
が
ら
、色
々
お
葬
式
に
つ
い
て
話
し
合
い

を
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

司
会
　家
族
の
終
活
、で
し
ょ
う
か
。

　本
日
は
お
忙
し
い
中
、ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今回は法務部に在籍する若手僧侶、中堅僧侶、ベテラン僧侶にお集まりいただ  きました。

平
成
五
年
か
ら
梅
窓
院
に
入
山
。随
身
を
三
年
経

て
か
ら
法
務
部
へ
移
り
今
年
で
二
十
五
年
目
の
ベ
テ

ラ
ン
僧
侶
。愛
知
県
の
浄
土
宗
寺
院
の
出
身
。

成
田 

公
応

な
り
た

こ
う
お
う

平
成
二
十
三
年
か
ら
梅
窓
院
に
入
山
し
た
尼
僧
。

在
籍
六
年
目
の
若
手
僧
侶
。静
岡
県
の
浄
土
宗
寺

院
の
出
身
。

北
山 

彩
心

き
た
や
ま
さ
い
し
ん

平
成
十
五
年
か
ら
梅
窓
院
に
入
山
。十
五
年
を
数

え
る
中
堅
僧
侶
。静
岡
県
の
浄
土
宗
寺
院
の
出

身
。 西

沢 

正
彦

に
し
ざ
わ
し
ょ
う
げ
ん

いま見直したい
お葬式という大切な通過儀礼

人の一生にはその時々の色々な通過儀礼がありますが、その 最後がお葬式です。時代の流れで大家族から小家族、一人暮
らしと生活スタイルが変わっていく中で、このお葬式にも変化 が起こってきています。
今回は日頃からお葬式に関わっている法務部の僧侶の皆さん にお葬式の「意味」と、「いま」について伺いました。

く
え
い
っ
し
ょ
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あ
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送
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™
ど
ん
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踏
ん
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け
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ゆ
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正
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赤
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し
長
屋
の
屋
根
に
赤
と
ん
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◎
選
者
詠

™
牛
小
屋
の
牛
が
鳴
き
ゐ
る
赤
の
ま
ま

大
崎

紀
夫

〈
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス
〉

季
語
も
時
代
に
よ
っ
て
古
く
な
っ
た
り
実
感
の
な
い
も
の
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

「
ビ
ー
ル
」「
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
」は
夏
の
季
語
で
す
が
、い
ま
で
は
季
節
感
が
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。「
氷
菓
」と
い
う
も
の
は
何
の
こ
と
や
ら
、と
い
う
感
じ
で
す
。冬
の
季
語
で
は

「
紙
子
」「
マ
ン
ト
」な
ど
も
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
。と
い
う
わ
け
で
、実
感
の
持
て
る
季
語

で
句
作
り
を
し
た
方
が
い
い
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
。

冬の風物詩といえば雪やクリス
マスなどですが、マスク姿が多く
なるのも日本の冬の特徴でしょ
う。ウイルスが流行する寒い冬。風
邪、インフルエンザは北風と共に
どこからともなく侵入してきます。
油断大敵、寒さ対策と共に身近な
食べ物で予防しましょう。

おせちに欠かせない黒豆は、中
国の薬物事典『本草綱目』には、

「黒豆は血液の滞り（血の流れが
悪く、よどんだ状態）を解消して、
血行をよくする。水分代謝をよく
してむくみを取る。肌を艶やかに
する作用がある」と記載されてい
ます。

この黒豆の働きを利用して、風
邪、インフルエンザによる頭痛、発
熱を改善する飲み物をご紹介しま
しょう。いま人気のパクチー（香
菜）との組み合わせです。

香菜（漢方ではコエンドロ「胡
荽」：こすい）は、胃腸の働きを活発
にする作用があり、また末梢血管
の血液循環をよくして、発汗を促
し、熱を下げる働きがあります。

食
養
研
究
家

武
鈴
子

「
黒
豆
と

香
菜
の
ス
ー
プ
」

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

青 山 散 歩 道

　次回は「冬の季語」でご自由にお詠み下さい。1月4日(木)を締
切、平成30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。

投句募集 ｢やぶれ傘｣会員募集

今
回
は
梅
窓
院
の
参
道
の
す
ぐ
傍
に
あ

る
日
本
料
理
の「
猩
々
」を
紹
介
致
し
ま
す
。

三
味
線
の
音
色
が
流
れ
る
和
室
の
店
内

は
個
室
が
多
く
、落
ち
着
い
て
食
事
を
楽
し

め
ま
す
。

店
名
の「
猩
々
」は
、

中
国
の
お
酒
が
好
き

な
妖
怪
と
い
う
こ
と
か

ら
食
事
処
に
合
う
こ

と
、そ
し
て
、能
や
三
味

線
音
楽
の
縁
起
の
良

い
時
の
演
目
で
も
あ
る

そ
う
で
、こ
れ
も
お
店

の
イ
メ
ー
ジ
に
合
って
い

る
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
店
の
一
番
の
こ
だ
わ
り
が「
お
米
」で
、

「
食
べ
る
お
米
」と「
飲
む
お
米
」。

「
食
べ
る
お
米
」は
銀
シ
ャ
リ
、つ
ま
り
ご
飯

の
事
で
、ラ
ン
チ
で
も
デ
ィ
ナ
ー
で
も
一
人
前

か
ら
必
ず
釜
で
炊
く
の
で
、いつ
で
も
炊
き
た

て
。お
米
の
一
粒
一
粒
に
旨
味
が
詰
ま
って

い
て
、噛
む
ほ
ど
に
甘
み
と
香
り
が
広
が
り
、

お
米
と
は
こ
ん
な
に
美
味
し
い
も
の
な
の
か

と
思
わ
せ
て
く
れ
ま
す
。

「
飲
む
お
米
」は
、日
本
酒
の
事
で
、お
酒

専
門
の
プ
ロ
が
こ
だ
わ
っ
て
全
国
か
ら
取
り

寄
せ
た
珍
し
い
日
本
酒
が
揃
って
い
ま
す
。

お
料
理
も
季
節
や
食
材
の
美
味
し
さ
を

味
わ
え
る
本
格
派
な
が
ら
、ラ
ン
チ
は

1
5
0
0
円
〜
と
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
に
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、お
客
様
に
喜
ん
で

も
ら
え
る
こ
と
を
第
一
に
価
格
を
抑
え
た

か
ら
だ
そ
う
で
す
。

ぜ
ひ
、落
ち
着
い
た
和
の
雰
囲

気
の
中
で
釜
炊
き
ご
飯
を
味
わ
っ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

第
六
十
九
回

大
崎
紀
夫

猩
々(

し
ょ
う
じ
ょ
う)

営業時間／ ランチ11:30～14：00
（13:30 L.O.) 
ディナー 18:00～23：00

（21:30 L.O.）
定休日／日曜日
席数／66席(個室：10室)
住所／東京都港区南青山2-26-9
TEL／03-3479-0770

外
苑
西
通
り至渋谷

銀座線
外苑前駅1b出口

青山公園

至赤坂

梅窓院

参
道

猩々
しょうじょう

落ち着いた和の雰囲
気の一軒家レストラン。
梅窓院のすぐ傍にある
ので、法事の際のご利
用に最適です。

ふっくらとした肉厚な身に
濃厚な旨みが詰まった焼き
魚を一度に二種類もいた
だくことができるお得ランチ
です。

旬の素材にこだわった料理が何種類もいた
だけます。見た目の美しさ、そしてボリュームも
満点ですので大満足間違いなしです。

お
弁
当【
要
予
約
】

松
花
堂(

松) 

5
、0
0
0
円
。

焼き魚二種
銀シャリ御膳1,500円

梅窓院通信 No.927 梅窓院通信 No.92 6

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

梅
真
会
会
員
蓮
馨
寺
住
職

上人と中島住職 上人の蓮馨寺の御本尊前で。

懐かしそうに梅窓院時代の思い出を語ってくれた 上人。
上人は昭和37年生まれで中島住職より5歳年下になる。

　今回は愛知県岡崎市の蓮馨寺住職の 上人にご登
場いただいた 上人は「同じ寮で生活する上級生が下級
生を教え育てる」という随身時代の最後となった上人。そんな

上人に梅窓院時代の事を思い出していただいた。

◆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のはいつでしょうか。

昭和56年からですね。大正大学
の2年の時から4年間お世話になりました。
◆梅窓院に入られた理由は。

　両親の知り合いの僧侶の勧めでお世話になることになり
ました。同級生でも随身しているのがいましたが、梅窓院の条件
はずば抜けてよかったですね。
◆具体的には。

　住まい、食事に加え授業料も面倒見ていただける上にお
小遣いももらえる。特別な法務を手伝うと特別給も出ました。しか
し、平日は授業で土日はお寺の手伝いと、休みもなくてお金を使う
暇がなかったです。
◆では、お金が貯まりましたね。

　いや、お金を使う暇はなかったはずなのに、先輩に誘わ
れるパチンコで……（笑）。
◆そうですか。このシリーズ、いままでに何人もの先輩方にお
話を伺ってきましたが、先輩も様々で、その話も腑に落ちます。
　ところで、お寺の手伝いは忙しかったのでしょうか。

　私の下には随身の学生が入らなかったこともあり、土日の
法事を2、3人でこなしていましたから、それは大変でした。
　土日の法事ですが、1番多い時は1日に8件もある。朝の9時か
ら、10時、11時、12時、午後は、1時、2時、3時、4時です。それぞれ
の間の休憩が10分で、その間にお茶出し、お塔婆や線香、お供
え物の用意など、それは目の回る忙しさで、お昼は、握り飯を押し
込むように食べていましたね。
◆凄いハードワークですね。

　いま思い出してもよくやっていましたね。これに日曜の夜に
お通夜が入ると、もう大変。

　今回は愛知県岡崎市の蓮馨寺住職の 上人にご登
場いただいた 上人は「同じ寮で生活する上級生が下級
生を教え育てる」という随身時代の最後となった上人。そんな

上人に梅窓院時代の事を思い出していただいた。

◆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のはいつでしょうか。

昭和56年からですね。大正大学
の2年の時から4年間お世話になりました。
◆梅窓院に入られた理由は。

　両親の知り合いの僧侶の勧めでお世話になることになり
ました。同級生でも随身しているのがいましたが、梅窓院の条件
はずば抜けてよかったですね。
◆具体的には。

　住まい、食事に加え授業料も面倒見ていただける上にお
小遣いももらえる。特別な法務を手伝うと特別給も出ました。しか
し、平日は授業で土日はお寺の手伝いと、休みもなくてお金を使う
暇がなかったです。
◆では、お金が貯まりましたね。

　いや、お金を使う暇はなかったはずなのに、先輩に誘わ
れるパチンコで……（笑）。
◆そうですか。このシリーズ、いままでに何人もの先輩方にお
話を伺ってきましたが、先輩も様々で、その話も腑に落ちます。
　ところで、お寺の手伝いは忙しかったのでしょうか。

　私の下には随身の学生が入らなかったこともあり、土日の
法事を2、3人でこなしていましたから、それは大変でした。
　土日の法事ですが、1番多い時は1日に8件もある。朝の9時か
ら、10時、11時、12時、午後は、1時、2時、3時、4時です。それぞれ
の間の休憩が10分で、その間にお茶出し、お塔婆や線香、お供
え物の用意など、それは目の回る忙しさで、お昼は、握り飯を押し
込むように食べていましたね。
◆凄いハードワークですね。

　いま思い出してもよくやっていましたね。これに日曜の夜に
お通夜が入ると、もう大変。

◆他に大変だったことはありますか。
　区役所から依頼された夏のボウフラ対策です。

　墓の花立てひとつひとつにアルミ箔で蓋をするのですが、その
数約2,000枚。梅窓院の職員だった さんと一緒に汗だくにな
りながらひとつひとつ被せていった、本当によくやっていましたね
（笑）。
◆後輩の学生は入ってこられなかったのですか。

　そうなのです。時代、ということでしょうか。学生寮というも
のの時代が去り、学生の随身というシステムも急激に無くなって
いった時代でしたね。
◆洗面所や風呂トイレが共同の寮生活から、アパートでの一人
暮らしの時代に入った、ということですね。

　そういうことです。ですから、梅窓院も卒業生が戻って来
られたり、職員という形で入ってくる時代になりました。
◆そうなると様子も変わったのでしょうか。

　ええ、全く違います。学生だけの随身時代は先輩後輩は
あっても同じ学生という立場ですから、先輩から後輩へ「伝えて
いく」ということになるのですが、職員と学生となると立場が異なり、

「指導する」ということになるのです。
◆なるほど。

　これは立場が違うので仕方がないことですが、わかりや
すく言うと、「仲間として一緒にやっていく」から、「使う側と使われ
る側でやっていく」ということになった、ということです。
◆ さんはその目撃者。

そうですね。残念なのは後輩が入らなかったので、先輩
から教わった人の育て方や指示の仕方を実践する機会がな
かったことですね。これは今でも残念に思います。
◆そうですか。梅窓院梅真会の大きな転換期に立ち合われた
のですね。
　話は変わりますが、真哉先代住職の思い出をお聞かせ下
さい。

　優しかったけれど、恐かったですね。そして神経質で何
でもキチッとされる方でした。
　体調を崩されて入院されていた時も、寺の会計や寺務の報告
を毎日自分で確認されるので、寺務の報告書はもちろん、線香な
どの売上の現金も病院に持っていきました。
　入院された病院が3か所ぐらい変わりましたが、どこでも必ず
届けさせ、体調が優れない時は事前に来なくてよいと必ず連絡
が入りました。
◆しっかりされていたのですね。

　そうですね、私は現・真成住職の後輩にあたることもあり、
スキーに連れて行ってもらったりするなど、色々面倒を見てもら
いましたが、先代住職からは無言で指導してもらったということ
ですね。
◆そうですか。今日は貴重な話をありがとうございました。

◆他に大変だったことはありますか。
　区役所から依頼された夏のボウフラ対策です。

　墓の花立てひとつひとつにアルミ箔で蓋をするのですが、その
数約2,000枚。梅窓院の職員だった さんと一緒に汗だくにな
りながらひとつひとつ被せていった、本当によくやっていましたね
（笑）。
◆後輩の学生は入ってこられなかったのですか。

　そうなのです。時代、ということでしょうか。学生寮というも
のの時代が去り、学生の随身というシステムも急激に無くなって
いった時代でしたね。
◆洗面所や風呂トイレが共同の寮生活から、アパートでの一人
暮らしの時代に入った、ということですね。

　そういうことです。ですから、梅窓院も卒業生が戻って来
られたり、職員という形で入ってくる時代になりました。
◆そうなると様子も変わったのでしょうか。

　ええ、全く違います。学生だけの随身時代は先輩後輩は
あっても同じ学生という立場ですから、先輩から後輩へ「伝えて
いく」ということになるのですが、職員と学生となると立場が異なり、

「指導する」ということになるのです。
◆なるほど。

　これは立場が違うので仕方がないことですが、わかりや
すく言うと、「仲間として一緒にやっていく」から、「使う側と使われ
る側でやっていく」ということになった、ということです。
◆ さんはその目撃者。

そうですね。残念なのは後輩が入らなかったので、先輩
から教わった人の育て方や指示の仕方を実践する機会がな
かったことですね。これは今でも残念に思います。
◆そうですか。梅窓院梅真会の大きな転換期に立ち合われた
のですね。
　話は変わりますが、真哉先代住職の思い出をお聞かせ下
さい。

　優しかったけれど、恐かったですね。そして神経質で何
でもキチッとされる方でした。
　体調を崩されて入院されていた時も、寺の会計や寺務の報告
を毎日自分で確認されるので、寺務の報告書はもちろん、線香な
どの売上の現金も病院に持っていきました。
　入院された病院が3か所ぐらい変わりましたが、どこでも必ず
届けさせ、体調が優れない時は事前に来なくてよいと必ず連絡
が入りました。
◆しっかりされていたのですね。

　そうですね、私は現・真成住職の後輩にあたることもあり、
スキーに連れて行ってもらったりするなど、色々面倒を見てもら
いましたが、先代住職からは無言で指導してもらったということ
ですね。
◆そうですか。今日は貴重な話をありがとうございました。

れんけいじ

「香菜と黒豆のスープ」

①黒豆（50ｇ）は水につけておいて
皮をむきます。

②香菜（30ｇ）は根の部分を取り除
いて、みじん切りにします。

③鍋に黒豆と香菜を入れ、水300
㏄をそそいで強火にかけ、煮
立ってきたら塩ひとつまみとコ
ショウ少々を加え、火を弱めて
20分間煮込みます。このスープ
ができ上がる2、3分前に白ねぎ
を加えると、解熱、消炎効果は
いっそう高まります。

。。

。
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ま
す
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「
ビ
ー
ル
」「
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
」は
夏
の
季
語
で
す
が
、い
ま
で
は
季
節
感
が
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。「
氷
菓
」と
い
う
も
の
は
何
の
こ
と
や
ら
、と
い
う
感
じ
で
す
。冬
の
季
語
で
は

「
紙
子
」「
マ
ン
ト
」な
ど
も
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
。と
い
う
わ
け
で
、実
感
の
持
て
る
季
語

で
句
作
り
を
し
た
方
が
い
い
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
。

冬の風物詩といえば雪やクリス
マスなどですが、マスク姿が多く
なるのも日本の冬の特徴でしょ
う。ウイルスが流行する寒い冬。風
邪、インフルエンザは北風と共に
どこからともなく侵入してきます。
油断大敵、寒さ対策と共に身近な
食べ物で予防しましょう。

おせちに欠かせない黒豆は、中
国の薬物事典『本草綱目』には、

「黒豆は血液の滞り（血の流れが
悪く、よどんだ状態）を解消して、
血行をよくする。水分代謝をよく
してむくみを取る。肌を艶やかに
する作用がある」と記載されてい
ます。

この黒豆の働きを利用して、風
邪、インフルエンザによる頭痛、発
熱を改善する飲み物をご紹介しま
しょう。いま人気のパクチー（香
菜）との組み合わせです。

香菜（漢方ではコエンドロ「胡
荽」：こすい）は、胃腸の働きを活発
にする作用があり、また末梢血管
の血液循環をよくして、発汗を促
し、熱を下げる働きがあります。
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子
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の
ス
ー
プ
」

選
者『
ウ
エ
ッ
プ
俳
句
通
信
』編
集
長

青 山 散 歩 道

　次回は「冬の季語」でご自由にお詠み下さい。1月4日(木)を締
切、平成30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。

投句募集 ｢やぶれ傘｣会員募集
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第
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回
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猩
々(

し
ょ
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じ
ょ
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営業時間／ ランチ11:30～14：00
（13:30 L.O.) 
ディナー 18:00～23：00

（21:30 L.O.）
定休日／日曜日
席数／66席(個室：10室)
住所／東京都港区南青山2-26-9
TEL／03-3479-0770

外
苑
西
通
り至渋谷

銀座線
外苑前駅1b出口

青山公園

至赤坂

梅窓院

参
道

猩々
しょうじょう

落ち着いた和の雰囲
気の一軒家レストラン。
梅窓院のすぐ傍にある
ので、法事の際のご利
用に最適です。

ふっくらとした肉厚な身に
濃厚な旨みが詰まった焼き
魚を一度に二種類もいた
だくことができるお得ランチ
です。

旬の素材にこだわった料理が何種類もいた
だけます。見た目の美しさ、そしてボリュームも
満点ですので大満足間違いなしです。

お
弁
当【
要
予
約
】

松
花
堂(

松) 

5
、0
0
0
円
。

焼き魚二種
銀シャリ御膳1,500円

梅窓院通信 No.927 梅窓院通信 No.92 6

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

梅
真
会
会
員
蓮
馨
寺
住
職

青木上人と中島住職。青木上人の蓮馨寺の御本尊前で。

懐かしそうに梅窓院時代の思い出を語ってくれた青木上人。
青木上人は昭和37年生まれで中島住職より5歳年下になる。

　今回は愛知県岡崎市の蓮馨寺住職の青木信善上人にご登
場いただいた。青木上人は「同じ寮で生活する上級生が下級
生を教え育てる」という随身時代の最後となった上人。そんな青
木上人に梅窓院時代の事を思い出していただいた。

◆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のはいつでしょうか。
青木信善上人（以下青木） 昭和56年からですね。大正大学
の2年の時から4年間お世話になりました。
◆梅窓院に入られた理由は。
青木 両親の知り合いの僧侶の勧めでお世話になることになり
ました。同級生でも随身しているのがいましたが、梅窓院の条件
はずば抜けてよかったですね。
◆具体的には。
青木 住まい、食事に加え授業料も面倒見ていただける上にお
小遣いももらえる。特別な法務を手伝うと特別給も出ました。しか
し、平日は授業で土日はお寺の手伝いと、休みもなくてお金を使う
暇がなかったです。
◆では、お金が貯まりましたね。
青木 いや、お金を使う暇はなかったはずなのに、先輩に誘わ
れるパチンコで……（笑）。
◆そうですか。このシリーズ、いままでに何人もの先輩方にお
話を伺ってきましたが、先輩も様々で、その話も腑に落ちます。
ところで、お寺の手伝いは忙しかったのでしょうか。

青木 私の下には随身の学生が入らなかったこともあり、土日の
法事を2、3人でこなしていましたから、それは大変でした。
　土日の法事ですが、1番多い時は1日に8件もある。朝の9時か
ら、10時、11時、12時、午後は、1時、2時、3時、4時です。それぞれ
の間の休憩が10分で、その間にお茶出し、お塔婆や線香、お供
え物の用意など、それは目の回る忙しさで、お昼は、握り飯を押し
込むように食べていましたね。
◆凄いハードワークですね。
青木 いま思い出してもよくやっていましたね。これに日曜の夜に
お通夜が入ると、もう大変。

　今回は愛知県岡崎市の蓮馨寺住職の青木信善上人にご登
場いただいた。青木上人は「同じ寮で生活する上級生が下級
生を教え育てる」という随身時代の最後となった上人。そんな青
木上人に梅窓院時代の事を思い出していただいた。

◆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のはいつでしょうか。
青木信善上人（以下青木） 昭和56年からですね。大正大学
の2年の時から4年間お世話になりました。
◆梅窓院に入られた理由は。
青木 両親の知り合いの僧侶の勧めでお世話になることになり
ました。同級生でも随身しているのがいましたが、梅窓院の条件
はずば抜けてよかったですね。
◆具体的には。
青木 住まい、食事に加え授業料も面倒見ていただける上にお
小遣いももらえる。特別な法務を手伝うと特別給も出ました。しか
し、平日は授業で土日はお寺の手伝いと、休みもなくてお金を使う
暇がなかったです。
◆では、お金が貯まりましたね。
青木 いや、お金を使う暇はなかったはずなのに、先輩に誘わ
れるパチンコで……（笑）。
◆そうですか。このシリーズ、いままでに何人もの先輩方にお
話を伺ってきましたが、先輩も様々で、その話も腑に落ちます。
ところで、お寺の手伝いは忙しかったのでしょうか。

青木 私の下には随身の学生が入らなかったこともあり、土日の
法事を2、3人でこなしていましたから、それは大変でした。
　土日の法事ですが、1番多い時は1日に8件もある。朝の9時か
ら、10時、11時、12時、午後は、1時、2時、3時、4時です。それぞれ
の間の休憩が10分で、その間にお茶出し、お塔婆や線香、お供
え物の用意など、それは目の回る忙しさで、お昼は、握り飯を押し
込むように食べていましたね。
◆凄いハードワークですね。
青木 いま思い出してもよくやっていましたね。これに日曜の夜に
お通夜が入ると、もう大変。

◆他に大変だったことはありますか。
青木 区役所から依頼された夏のボウフラ対策です。

墓の花立てひとつひとつにアルミ箔で蓋をするのですが、その
数約2,000枚。梅窓院の職員だった梅田さんと一緒に汗だくにな
りながらひとつひとつ被せていった、本当によくやっていましたね
（笑）。
◆後輩の学生は入ってこられなかったのですか。
青木 そうなのです。時代、ということでしょうか。学生寮というも
のの時代が去り、学生の随身というシステムも急激に無くなって
いった時代でしたね。
◆洗面所や風呂トイレが共同の寮生活から、アパートでの一人
暮らしの時代に入った、ということですね。
青木 そういうことです。ですから、梅窓院も卒業生が戻って来
られたり、職員という形で入ってくる時代になりました。
◆そうなると様子も変わったのでしょうか。
青木 ええ、全く違います。学生だけの随身時代は先輩後輩は
あっても同じ学生という立場ですから、先輩から後輩へ「伝えて
いく」ということになるのですが、職員と学生となると立場が異なり、

「指導する」ということになるのです。
◆なるほど。
青木 これは立場が違うので仕方がないことですが、わかりや
すく言うと、「仲間として一緒にやっていく」から、「使う側と使われ
る側でやっていく」ということになった、ということです。
◆青木さんはその目撃者。
青木 そうですね。残念なのは後輩が入らなかったので、先輩
から教わった人の育て方や指示の仕方を実践する機会がな
かったことですね。これは今でも残念に思います。
◆そうですか。梅窓院梅真会の大きな転換期に立ち合われた
のですね。
話は変わりますが、真哉先代住職の思い出をお聞かせ下

さい。
青木 優しかったけれど、恐かったですね。そして神経質で何
でもキチッとされる方でした。
　体調を崩されて入院されていた時も、寺の会計や寺務の報告
を毎日自分で確認されるので、寺務の報告書はもちろん、線香な
どの売上の現金も病院に持っていきました。

入院された病院が3か所ぐらい変わりましたが、どこでも必ず
届けさせ、体調が優れない時は事前に来なくてよいと必ず連絡
が入りました。
◆しっかりされていたのですね。
青木 そうですね、私は現・真成住職の後輩にあたることもあり、
スキーに連れて行ってもらったりするなど、色々面倒を見てもら
いましたが、先代住職からは無言で指導してもらったということ
ですね。
◆そうですか。今日は貴重な話をありがとうございました。

◆他に大変だったことはありますか。
青木 区役所から依頼された夏のボウフラ対策です。
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◆そうですか。梅窓院梅真会の大きな転換期に立ち合われた
のですね。
話は変わりますが、真哉先代住職の思い出をお聞かせ下

さい。
青木 優しかったけれど、恐かったですね。そして神経質で何
でもキチッとされる方でした。
　体調を崩されて入院されていた時も、寺の会計や寺務の報告
を毎日自分で確認されるので、寺務の報告書はもちろん、線香な
どの売上の現金も病院に持っていきました。
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①黒豆（50ｇ）は水につけておいて
皮をむきます。

②香菜（30ｇ）は根の部分を取り除
いて、みじん切りにします。

③鍋に黒豆と香菜を入れ、水300
㏄をそそいで強火にかけ、煮
立ってきたら塩ひとつまみとコ
ショウ少々を加え、火を弱めて
20分間煮込みます。このスープ
ができ上がる2、3分前に白ねぎ
を加えると、解熱、消炎効果は
いっそう高まります。
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総本山知恩院第八十六世門跡

平成30年平成30年 年年 間間 行行 事事 予予 定定
「息子を想い、法要に参列しました。」
平成２9年秋彼岸法要にて
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行事予定

第73回 念仏と法話の会
2月5日（月）
時間　11時30分～（受付11時より開始）
お斎／別時念仏会／法話／茶話会
法話　いのちの仕掛を考える
講師　京都 宇治 平等院住職
　　　神居文彰上人

※各講座第3回目の最終講座は、後半、茶話会となります。講師の先生方や受講生同士、この機会に交流を深めて下さい。

本紙がお手元に届く頃は、喪中はがきや賀状の手配も終わりホッとされていることでしょう。喪中はがきをいただくとどきっとしますが、
お正月に届く賀状は嬉しいものです。

この原稿を書いている時の墓苑部は、草むしり、墓苑清掃のお問合せと作業が一段落して一息つける頃ですが、夏ならぬ秋の雑草の威
力に改めて驚かされていました。

ところで梅窓院に新しくできた樹木葬墓苑はご覧になりましたか？ 「梅林苑」と言います。植樹時期の関係もあり、まだ梅が植わってい
ないのですが、寒くなったら植える予定で、2月頃には梅花が咲くと良いのですが……。

暮れやお正月のお参りの際に墓所で気が付いたことがあったらお気軽に墓苑部までお問合せ下さい。また、お問合せがなくてもお気軽
にお声がけ下さいね、皆さんからのお声がけは内心結構嬉しいものですから。（墓苑部：森より）

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

お檀家さんに伺いました

※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（月）

◆第73回 念仏と法話の会  2 月 5 日（月）

◆春彼岸会法要・寄席・物産展  3 月21日（水）

◆はなまつり 

◆団体参拝旅行  5 月　※詳細は春彼岸号にてお知らせ致します。

◆大施餓鬼会法要  5 月19日（土）

◆開山忌法要・能楽奉納  6 月 9 日（土）

◆第74回 念仏と法話の会  6 月12日（火）

◆盂蘭盆会法要  7 月13日（金）

◆秋彼岸会法要・寄席  9 月23日（日）

◆文化講演会 10月開催予定

◆十夜法要・芋煮会  11月17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

4 月 6 日（金）～ 8 日（日）

平成29年度　　 仏教講座のご案内後期

講座　午後5時～7時（受付は午後4時から）

講座　午後6時～8時（受付は午後5時から）

受講無料・場所/梅窓院祖師堂

講  題／『往生要集』を読む（Ⅱ）
講  師／新井 俊定 先生（天然寺住職）

•第3回…1月18日（木） 「念仏利益」「問答料簡」―なぜ、念仏の一門のみを勧むるや

講  題／般若経の私解私釈―「大乗仏教を理解する」シリーズ（1）
講  師／勝崎 裕彦 先生（大正大学名誉教授、香蓮寺住職）

•第2回…1月11日（木） 序説・般若波羅蜜について―大乗仏教の理想
•第3回…2月  8日（木） 序説・菩薩について―求法・求道の心

講  題／『無量寿経』（巻下）を読む
講  師／阿川 正貫 先生（浄土寺住職、大正大学講師）

•第2回…1月24日（水） 浄土の安楽について
•第3回…3月  8日（木） まとめ

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、慶岸寺住職）

•第1回…1月15日（月） 『選択集』第12章 お念仏の付属①―定善・心を静めた修行―
•第2回…2月27日（火） 『選択集』第12章 お念仏の付属②―散善1・三福の修行―
•第3回…3月16日（金） 『選択集』第12章 お念仏の付属③―散善2・九品の修行―

講  題／日本人の通過儀礼（下）―生き方を問う民俗学入門―
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  2日（金） 葬送儀礼
•第3回…3月26日（月） 墓と弔い上げ

ばいりんえん

もんしょう
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自然
テーマ

「どっちが大きいかなぁ？」撮影：佐藤 有里様

親
戚
の
畑
で
初
め
て
の
収
穫
体
験
。葡
萄
大
好

き
な
娘
、葡
萄
を
見
つ
け
る
と
す
ぐ
に
手
を
伸
ば

し
ま
し
た
。

「
緑
の
絨
毯
」

撮
影
：
蓮
見
航
平
様

人物
テーマ

秋彼岸写真展
受賞作品

住
職
挨
拶

梅
窓
院
第
二
十
五
世

中
島
真
成

平
成
三
十
年
を
迎
え
、あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
さ
ま
に
は
お
変
わ
り
な
く
新
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
お
喜
び

申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
秋
、マ
ン
ガ
家
の
里
中
満
智
子
さ
ん
を
迎
え
て
の
文
化
講
演

会
は
、足
元
が
良
く
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
二
百
名
を
超
え
る
方

に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
は
大
学
で
中
国
哲
学
を
専
攻
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、ブ
ッ
ダ
、

お
釈
迦
様
の
こ
と
は
一
通
り
の
知
識
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、講
演

会
と
同
じ『
ブ
ッ
ダ
を
め
ぐ
る
人
び
と
』と
い
う
漫
画
本
を
出
さ
れ
て

い
る
里
中
先
生
の
話
は
大
変
興
味
深
く
、勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、ブ
ッ
ダ
の
話
の
後
に
キ
リ
ス
ト
教
の
話
に
な
り
ま
す
が
、こ

の
原
稿
を
書
い
て
い
る
十
月
の
終
わ
り
、青
山
通
り
の
歩
道
に
仮
装

し
た
子
供
た
ち
が
あ
ふ
れ
ま
し
た
。そ
う
、ハ
ロ
ウ
ィ
ン
で
す
。骨
董
通

り
か
ら
青
山
一
丁
目
ま
で
の
商
店
街
が
協
力
し
て
、金
曜
日
の
夕
方

五
時
か
ら
色
々
な
店
が
子
供
に
お
菓
子
を
配
っ
た
の
で
す
。数
年
前

か
ら
始
ま
っ
て
い
た
行
事
と
聞
き
ま
し
た
が
、実
際
に
目
の
当
た
り

に
し
た
の
が
初
め
て
で
し
た
の
で
、青
山
の
風
物
詩（
？
）と
し
て
お
知

ら
せ
致
し
ま
す
。

皆
さ
ま
の
ご
協
力
の
お
か
げ
で
よ
う
や
く
樹
木
葬
の
墓
苑
が
整
い

ま
し
た
。梅
窓
院
に
な
か
っ
た
梅
の
木
を
メ
イ
ン
と
す
る
墓
苑
で
、肝

心
な
梅
の
木
は
最
適
な
時
期
と
い
う
こ
と
で
、お
正
月
を
過
ぎ
て
か

ら
の
植
樹
に
な
り
ま
す
が
、埋
葬
に
は
支
障
が
あ
り
ま
せ
ん
。ご
親
戚

や
お
知
り
合
い
で
樹
木
葬
に
関
心
を
お
持
ち
の
方
が
い
ら
し
た
ら
ぜ

ひ
お
知
ら
せ
い
た
だ
き
、実
際
の
現
地
を
ご
覧
に
な
ら
れ
て
下
さ
い
。

今
年
も
元
旦
に
は
修
正
会
を
巌
修
致
し
ま
す
。新
年
を
迎
え
て
の

最
初
の
法
要
と
な
る
修
正
会
で
皆
さ
ま
と
ご
一
緒
に
念
仏
を
お
称

え
し
た
い
も
の
で
す
。

な
お
、ご
参
列
い
た
だ
い
た
方
に
は
恒
例
の
お
節
料
理
と
お
雑
煮

を
用
意
致
し
ま
す
の
で
、お
楽
し
み
下
さ
い
。

光と影のコントラストが美しかった。

「伊香保温泉」撮影：染谷 学様
雨上がりの温泉街。伊香保らしい階段を
夕涼みで散歩しました。

旅行
テーマ

第8回

優秀賞

梅窓院の行事には主人と息子の三人で
ほぼ参加させていただいておりましたが、
先日息子が亡くなり、今回は初めて2人
で法要に参列いたしました。
梅窓院が大好きだった息子。
法要中は息子の事を思い出し、涙が溢れ
てしまいましたが、不思議と息子に会えて
いる気がして心が休まりました。
今後も積極的に行事には参加していこう
と思いました。
また、主人は寄席が大好きなので、歌る
多師匠の話は面白く楽しませていただき
ました。




