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特別追儺豆まき式

勢いよく豆をまく髙安関隠岐の海関は通算11回目の参加

2月3日〈6～8ページに関連記事〉

三
み

升
ます

の紋が入った裃
かみしも

で参加された市川海老蔵丈

縮小開催ながらも、成田屋十一代目市川海老蔵丈、大相撲力士の隠岐の海関、髙安関など
著名人も年男として特別参加。「福は内」の掛け声とともに一斉に豆をまきました。

成田山節分会



　
「
犀さ

い

の
角つ

の

の
よ
う
に
た
だ
独ひ

と

り
歩

め
」（『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
・
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
中
村
元
訳
）

　

三
月
は
卒
業
の
季
節
、
卒
業
生
へ

の
餞

は
な
む
けと

し
て
中
興
第
二
十
世
貫
首
鶴

見
照
碩
大
僧
正
が
よ
く
引
用
さ
れ
て

い
た
釈
尊
の
言
葉
を
思
い
出
す
。

　

成
田
山
教
育
財
団
の
事
業
所
で
は

三
月
五
日
の
成
田
高
等
学
校
を
皮
切

り
に
、
十
四
日
成
田
幼
稚
園
、
十
六

日
成
田
高
等
学
校
付
属
小
学
校
、
十

八
日
は
ぼ
た
ん
幼
稚
園
と
卒
業
式
や

卒
園
式
が
続
き
、
ま
た
、
入
学
、
入

園
式
は
四
月
八
日
か
ら
十
一
日
ま
で

四
日
間
で
行
う
こ
と
が
定
例
と
な
っ

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
の
卒
入
学
の
式
典

に
は
貫
首
並
び
に
成
田
山
財
団
理
事

長
が
出
席
し
、
祝
辞
を
述
べ
る
の
が

常
で
あ
る
。
式
典
に
参
列
す
る
当
人

卒
業
に
思
う

は
も
と
よ
り
、
保
護
者
に
と
っ
て
も
、

学
校
・
幼
稚
園
の
関
係
者
に
と
っ
て

も
楽
し
み
な
行
事
で
あ
る
。

　

幼
稚
園
で
は
保
護
者
の
方
々
の
手

を
離
れ
ら
れ
ず
泣
い
て
い
た
園
児
が
、

二
年
、
三
年
の
保
育
を
経
て
、
一
時

間
近
く
の
式
典
に
お
い
て
も
き
ち
ん

と
座
り
、
大
き
な
声
で
返
事
を
し
、

そ
ろ
っ
た
歌
声
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
。

子
ど
も
の
成
長
に
驚
か
さ
れ
る
す
ば

ら
し
い
卒
園
式
で
あ
る
。

　

小
学
校
で
は
入
学
の
と
き
に
大
き

め
の
制
服
に
身
を
包
ん
で
い
た
児
童

が
、
六
年
の
教
育
で
た
く
ま
し
く
成

長
し
た
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

身
体
が
大
き
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、

学
業
、
運
動
に
も
し
っ
か
り
取
り
組

ん
だ
と
い
う
自
信
に
満
ち
た
表
情
が

見
ら
れ
る
卒
業
式
で
あ
る
。

　

高
校
で
は
入
学
時
に
は
初
々
し
く

緊
張
気
味
で
あ
っ
た
生
徒
が
、
夢
と

希
望
を
抱
き
、精せ

い

悍か
ん

な
顔
つ
き
で
堂
々

と
し
て
い
る
。
高
校
の
卒
業
式
は
極

め
て
厳
粛
で
穏
や
か
な
式
典
で
あ
る
。

　

一
方
、
成
田
山
福
祉
財
団
が
運
営

し
て
い
る
成
田
学
園
は
、
学
校
で
は

な
く
、
児
童
養
護
施
設
と
い
う
家
庭

と
同
じ
役
割
を
持
つ
施
設
で
あ
り
、

施
設
を
出
て
就
職
、
進
学
す
る
子
ど

も
た
ち
の
た
め
に
卒
業
を
祝
う
会
が

行
わ
れ
る
。
中
に
は
、
十
年
以
上
も

の
年
月
を
学
園
で
暮
ら
す
子
が
い
る
。

共
に
過
ご
し
て
き
た
仲
間
や
職
員
と

別
れ
、
社
会
で
独
り
立
ち
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
支
援
制
度
が
拡
充
さ

れ
て
き
た
御お

蔭か
げ

で
大
学
に
進
学
で
き

る
子
も
い
る
が
、
施
設
で
生
活
で
き

る
の
は
原
則
十
八
歳
ま
で
と
な
っ
て

お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
子
は
親
の
支
援

が
な
い
ま
ま
施
設
を
出
て
就
職
し
て

い
く
の
が
実
状
で
あ
る
。

　

卒
業
す
る
皆
さ
ん
に
は
お
不
動
さ

ま
の
御ご

加か

護ご

の
も
と
、
犀
の
角
の
如

く
、
強
く
、
た
く
ま
し
く
、
ま
っ
す

ぐ
に
自
分
の
進
む
べ
き
道
を
歩
ん
で

ほ
し
い
と
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

巻
頭
言

 2	 成田山節分会特別追儺豆まき式
 4	 密教経典入門　第27回
 6	 成田山節分会特報　特別追儺豆まき式年男芳

名／成田山別院の節分会豆まき
 9	 月間ニュース　真言宗智山派宗務庁内局年賀

来山／初天神祭礼／市原刑務所奉安大日如来
像造立50周年記念法要

10	 今を生き抜く祈りの力

12	 成田山伽藍めぐり　「鐘楼」
14	 ご信徒の広場　岩船酉藏さん（千葉県）
16	 インフォメーション　御護摩祈祷／岸田照泰

大僧正晋山式／平和大塔大法会提灯献灯ほか
22	『不動経』のんびり写経　第3回
25	 季語散策／智光俳壇
26	 御護摩札郵送のご案内
27	 3月の行事カレンダー／4月の主な行事
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密
教
経
典
入
門
第
二
十
七
回

松
本
照
敬

成
田
山
仏
教
研
究
所
首
席
研
究
所
員

〔
現
代
語
訳
〕

　

詩
に
説
い
て
い
う
。

　
　

�

宇
宙
の
い
の
ち
で
あ
る
六
つ
の
根
源
的
な

も
の
は
、
さ
え
ぎ
る
も
の
が
な
く
、
永
遠

に
結
び
つ
き
融
合
し
て
い
る
。

　
　

�

四
種
類
の
曼ま

ん

荼だ

羅ら

は
、
そ
れ
ぞ
れ
真
実
の

姿
を
あ
ら
わ
し
出
し
て
、
離
れ
る
こ
と
が

な
い
。

　
　

�

仏
と
私
た
ち
と
の
三
密
が
、
不
思
議
な
は

た
ら
き
に
よ
っ
て
応
じ
合
う
と
き
、
す
み

や
か
に
さ
と
り
の
世
界
が
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　

�

あ
ら
ゆ
る
身
体
が
、
帝た

い

釈し
ゃ
く

天て
ん

宮ぐ
う

の
宝
網
の

珠
の
よ
う
に
照
り
合
う
の
を
、
即
身
と
名

づ
け
る
。

　
　

�

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
あ
る
が
ま
ま
に
、
は

か
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
多
く
の
仏
の
姿
を
し
て

い
て
、
一
切
智
を
そ
な
え
て
い
る
。

　
　

�

す
べ
て
の
人
び
と
の
お
の
お
の
に
、
心
作

用
・
心
の
本
体
が
そ
な
わ
っ
て
い
て
、
数

限
り
な
く
存
在
し
て
い
る
。

　
　

�
心
作
用
・
心
の
本
体
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
五

つ
の
智ち

慧え

と
際
限
の
な
い
智
が
そ
な
わ
っ

て
い
て
欠
け
る
こ
と
が
な
い
。

　
　

�

そ
の
智
慧
を
も
っ
て
、
す
べ
て
を
明
ら
か

な
鏡
の
よ
う
に
照
ら
す
の
だ
か
ら
、
み
な

真
理
に
め
ざ
め
た
智
者
と
な
り
得
る
の
で

あ
る
。

　

右
の
詩
を
解
釈
す
る
。
こ
の
二
つ
の
詩
、
八

つ
の
句
は
、「
即そ

く

身し
ん

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

」
と
い
う
四
文
字
を

讃
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
四
文

字
に
は
、
限
り
な
い
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。

す
べ
て
の
仏
教
の
教
え
は
、こ
の「
即
身
成
仏
」

の
一
句
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
出
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
略
し
て
二
つ
の

詩
を
挙
げ
て
、
限
り
な
い
徳
を
あ
ら
わ
し
た
の

で
あ
る
。

　

詩
の
全
体
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
。
初
め

の
一
詩
は
「
即
身
」
の
二
字
を
讃
え
、
次
の
一

詩
は
「
成
仏
」
の
二
字
を
讃
え
る
。

　

初
め
の
詩
に
、
ま
た
四
つ
の
こ
と
が
説
か
れ

て
い
る
。
最
初
の
句
に
は
即
身
の
本
体
、
二
番

目
の
句
に
は
即
身
の
真
実
相
、
三
番
目
の
句
に

は
即
身
の
は
た
ら
き
、
四
番
目
の
句
に
は
即
身

の
自
由
自
在
な
交
渉
が
説
か
れ
て
い
る
。

　

あ
と
の
詩
に
も
、
四
つ
の
こ
と
が
説
か
れ
て

い
る
。
最
初
の
句
に
、
宇
宙
の
真
理
そ
の
も
の

た
る
仏
の
成
仏
を
挙
げ
、
次
の
句
に
お
い
て
は

　

 【
即
身
成
仏
義
】

成
田
山
で
は
真し

ん

言ご
ん

密み
っ

教き
ょ
う

の
教
え
の
も
と
、
現げ

ん

世ぜ

利り

益や
く

を
祈
願
し
て
い
ま
す
。

そ
の
根
底
を
な
す
『
大だ

い

日に
ち

経き
ょ
う

』『
金こ

ん

剛ご
う

頂
ち
ょ
う
ぎ
ょ
う
経
』『
理り

趣し
ゅ

経き
ょ
う

』
と
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

空
海
の
諸
論
書
を
解

説
し
、
難
解
と
さ
れ
る
密
教
の
真
髄
を
ご
信
徒
皆
さ
ま
に
わ
か
り
や
す
く
ご
紹
介
し
ま
す
。
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即
そく

身
しん

成
じょうぶつ

仏に疑義を唱える諸宗の高徳に自ら体現してみせる空海（右）。金
こん

剛
ごう

界
かい

大
だい

日
にち

如
にょ

来
らい

を
表す智

ち

拳
けん

印
いん

を結んでさとりの世界に心を集中すると大日如来の象徴である宝冠が現れた

〔
解
説
〕

　

第
一
句
は
、
地ち

・
水す

い

・
火か

・
風ふ

う

・
空く

う

の
五ご

大だ
い

に
識し

き

大
を
加
え
た
六
つ
の
根
源
的
な
も
の
が
、

宇
宙
の
万
物
を
構
成
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

六
大
に
つ
い
て
は
の
ち
に
「
一
般
仏
教
に
あ
っ

て
は
、
地
・
水
・
火
・
風
の
四
大
な
ど
を
物
質

的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
密
教
に
お
い
て
は
、

こ
れ
を
如に

ょ

来ら
い

の
象
徴
と
す
る
」
と
注
釈
さ
れ
て

い
る
。

　

六
大
が
万
物
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
点
に

つ
い
て
、
人
間
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

私
た
ち
の
身
体
に
は
、
骨
や
歯
や
肉
な
ど
固

体
と
し
て
の
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
を
地
大
と
よ

ぶ
。
涙
や
血
液
な
ど
流
動
体
の
も
の
は
水
大
で

あ
る
。
体
温
は
火
大
で
あ
り
、
呼
吸
は
風
大
で

あ
る
。
そ
し
て
私
た
ち
を
存
在
さ
せ
て
い
る
空

間
は
空
大
で
あ
る
。
生
命
力
や
意
識
作
用
な
ど

は
識
大
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
六
大
は
、
互
い
に
さ
ま
た
げ
合
う

こ
と
な
く
結
合
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
六
大
無む

碍げ

常じ
ょ
う

瑜ゆ

伽が

」
と
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
、
六
大

を
物
質
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
て
は
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
く
ま
で
も
象
徴
と

し
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
句
の
四
種
曼
荼
と
い
う
語
は
、
大だ

い

曼
荼

無
数
の
人
び
と
を
あ
ら
わ
し
、
三
番
目
の
句
は
、

世
界
の
真
実
相
を
あ
ら
わ
し
、
最
後
の
句
は
、

成
仏
の
理
由
を
示
し
て
い
る
。

羅
、
三さ

ん

昧ま

耶や

曼
荼
羅
、
法ほ

う

曼
荼
羅
、
羯か

つ

磨ま

曼
荼

羅
と
い
う
四
種
類
の
曼
荼
羅
を
さ
し
て
い
る
。

　

の
ち
の
説
明
に
よ
る
と
、
大
曼
荼
羅
は
一
々

の
仏
菩ぼ

薩さ
つ

の
姿
か
た
ち
を
そ
な
え
た
身
体
お
よ

び
そ
れ
を
描
い
た
も
の
、
三
昧
耶
曼
荼
羅
は
、

諸
尊
が
所
持
し
て
い
る
刀
剣
や
蓮れ

ん

華げ

な
ど
の
め

じ
る
し
お
よ
び
そ
れ
を
描
い
た
も
の
、
法
曼
荼

羅
は
、
本
尊
を
象
徴
す
る
梵ぼ

ん

字じ

お
よ
び
そ
れ
を

書
い
た
も
の
、
羯
磨
曼
荼
羅
は
、
仏
菩
薩
の
活

動
動
作
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。

　

曼
荼
羅
と
よ
ば
れ
る
図
様
は
、
宇
宙
を
全
体

相
、
特
殊
相
、
言
語
表
現
、
活
動
の
四
方
面
か

ら
見
て
、
そ
れ
を
仏
菩
薩
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て

象
徴
的
に
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
一
の

も
の
を
視
点
を
変
え
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、

も
と
よ
り
別
異
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と

を
「
お
の
お
の
離
れ
ず
」
と
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

六
大
説
と
四
曼
説
と
は
、
仏
と
私
た
ち
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

と
が
本
質
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
原

理
的
に
成
仏
の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
実
践
的
に
成
仏
の
可
能
性
を
論

ず
る
三
密
加か

持じ

の
説
明
箇
所
を
読
む
こ
と
に
し

よ
う
。�

〈
次
号
へ
つ
づ
く
〉
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俳優の門戸竜二さん（左）、歌手の新浜レオンさんも参加

大本堂前で一斉に豆をまいた特別追
つい

儺
な

豆まき式

一
年
の
幸
福
願
っ
て「
福
は
内
」

二
月
三
日

立
春
前
日
の
節
分
に
あ
た
り
、
国こ

く

土ど

安あ
ん

穏の
ん

、

万ば
ん

民み
ん

豊ぶ

楽ら
く

、
五ご

穀こ
く

豊ほ
う

穣じ
ょ
う、

転て
ん

禍か

為い

福ふ
く

、
殊
に
は

疫
病
退
散
を
祈
念
し
、
節せ

つ

分ぶ
ん

会え

を
厳
修
し
ま
し

た
。
昨
年
に
続
き
大
本
堂
前
の
特
設
舞
台
は
設

置
せ
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
に

努
め
て
豆
ま
き
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

岸
田
照
泰
貫
首
大
導
師
の
も
と
、
大
本
堂
で

節
分
会
特
別
大お

お

護ご

摩ま

供く

を
厳
修
。
色
鮮
や
か
な

裃
か
み
し
もに

身
を
包
ん
だ
年
男
た
ち
が
「
福
は
内
」
の

掛
け
声
に
あ
わ
せ
て
豆
を
ま
き
、
開
運
招
福
や

コ
ロ
ナ
禍
収
束
な
ど
を
祈
り
ま
し
た
。

縮
小
開
催
な
が
ら
も
三
回
行
っ
た
特
別
追つ

い

儺な

豆
ま
き
式
に
は
、
成
田
山
奉
賛
会
役
員
、
新
勝

寺
総
代
は
じ
め
、
成
田
市
長
、
成
田
商
工
会
議

所
や
成
田
市
観
光
協
会
の
役
員
、
篤
信
な
ど
成

田
山
と
ご
縁
の
深
い
多
く
の
方
々
が
参
加
。
大

本
堂
正
面
か
ら
一
斉
に
豆
を
ま
き
ま
し
た
。

ま
た
、
成
田
屋
十
一
代
目
市
川
海
老
蔵
丈
、

大
相
撲
力
士
の
隠
岐
の
海
関
と
髙
安
関
、
歌
手

の
島
津
亜
矢
さ
ん
と
新
浜
レ
オ
ン
さ
ん
、
俳
優

の
門
戸
竜
二
さ
ん
も
年
男
と
し
て
特
別
参
加
。

五
年
連
続
の
参
加
と
な
る
島
津
さ
ん
は
「
豆
ま

き
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が
一
日
も
早

く
気
兼
ね
な
く
開
催
で
き
る
世
の
中
に
な
る
よ

う
祈
り
を
込
め
ま
し
た
」
と
切
な
る
思
い
を
語

コ
ロ
ナ
禍
収
束
の

祈
り
を
込
め
て

特
報

成
田
山
節
分
会
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大本堂内で厳修した開運豆まき

ら
れ
ま
し
た
。
昨
年
も
盛
大
に
豆
を
ま
か
れ
た

新
浜
さ
ん
は
「
皆
さ
ま
に
少
し
で
も
幸
せ
が
届

け
ら
れ
る
よ
う
、
一
曲
入
魂
な
ら
ぬ
一
豆
入
魂

で
ま
き
ま
し
た
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
世
代
が
参
加

す
る
開
運
豆
ま
き
も
三
回
開
催
。
追
儺
羽
織
を

は
お
っ
た
参
加
の
皆
さ
ま
は
、
御
護
摩
祈
祷
中

に
大
本
堂
内
で
御
本
尊
不
動
明
王
に
向
け
て
豆

を
ま
き
、
心
願
成
就
を
祈
り
ま
し
た
。

一
回
目

山
崎　

正
昭

市
川
海
老
蔵

谷
田
川　

元

熊
谷　

俊
人

林　
　

幹
人

小
池　

正
昭

小
泉　

一
成

雨
宮　

真
吾

足
立　

直
樹

加
賀
見
俊
夫

茂
木
友
三
郎

花
田　
　

力

深
澤　

祐
二

内
川　

博
雅

前
田　

晃
伸

田
村
明
比
古

細
田
美
和
子

米
本　
　

努

梅
田　

仁
司

熊
谷　

俊
行

宮
澤　

英
男

寺
内　

亮
祐

諸
岡
市
郎
左

　

衛
門

久
松　

弘
叔

市
川
こ
う
子

石
橋　

浩
一

前
川　

静
夫

諸
岡　
　

勲

髙
藳　

方
哉

久
松　

佑
吉

多
尾
田　

望

齋
藤　

卓
秀

小
田
中　

啓

木
内　

英
喜

鈴
木　

宏
和

久
松　

宏
有

小
出　

隆
夫

峯
島　

良
江

宮
野　

哲
雄

鎌
田
裕
十
朗

小
野　

友
子

田
久
保
清
一

畑
野　

和
葊

伊
藤　

公
一

古
澤
和
一
郎

武
田　

和
子

河
合　
　

潤

畑
野　

浩
治

岡
本　

卓
也

加
藤　

武
夫

関　
　

恵
一

齋
藤　
　

久

館
野
喜
久
子

阿
部　

昌
巳

池
田　

勝
治

麻
生　

直
芳

山
口　
　

豊

瀬
谷　

安
男

林
田　

利
子

和
泉　

一
清

池
田
ち
え
子

緒
方　

礼
奈

緒
方　

啓
文

神
崎　

輝
雄

小
髙　

義
和

石
井　

義
雄

伊
藤　

和
彌

伊
佐　
　

章

藤
谷　

拾
人

藤
谷
由
美
子

髙
橋　

正
剛

竹
蓋　

雅
幸

佐
々
木
義
行

池
田　

知
義

池
田　

光
徹

中
島　

章
雄

市
沢　

裕
明

伊
藤　

正
夫

飯
島　

誠
司

木
村　
　

清

宮
田　

清
治

平
林　

真
一

後
藤　

安
次

諸
岡　

正
德

今
井　

貴
之

江
原　
　

潤

田
中　
　

操

西
本　

東
司

越
川　

勝
典

越
川
美
奈
子

髙
橋　

哲
也

出
山　

浩
一

諸
岡
富
美
子

後
藤　

秀
之

松
本　

光
史

伊
藤　

睦
弥

川
島　
　

満

川
島　

良
江

伊
達　

秀
男

市
沢
み
ゆ
き

小
松　

茂
生

塚
田　

正
利

白
井　

良
夫

朝
倉　

則
子

平
林　

宏
之

今
井　

優
太

前
田　

一
郎

椿　
　

孝
司

吉
田　

敦
哉

越
川　

隆
之

笠
井　

宏
悦

密
本　
　

周

御
嶽
海
久
司

遠
藤　

聖
大

隠
岐
の
海
歩

髙
安　
　

晃

島
津　

亜
矢

二
回
目

サ
ン
ジ
ェ
イ
・

ク
マ
ー
ル・

ヴ
ァ
ル
マ

駐
日
イ
ン

ド
大
使

孔
鉉
佑
駐
日

中
国
大
使

シ
ン
ト
ン
・

ラ
ー
ピ
セ

ー
ト
パ
ン

駐
日
タ
イ

大
使

ア
ン
ビ
カ
・

ジ
ョ
ン
駐

日
ネ
パ
ー

ル
大
使

ウ
ィ
シ
ュ
ラ

マ
ー
ル
・

サ
ン
ジ
ー

ヴ
・
グ
ナ

セ
ー
カ
ラ

駐
日
ス
リ

ラ
ン
カ
大

使
森　
　

英
介

秋
本　

真
利

猪
口　

邦
子

深
沢　

正
光

望
月　

友
貴

石
原　
　

茂

渡
邉　

裕
之

河
谷
恵
美
子

吉
成　

庸
子

池
田　

信
子

畔
蒜　
　

毅

大
山　

采
子

渡
邊　

孝
二

島
田　

拓
治

森
田　

真
司

根
本　

幹
士

森
田　

博
紀

沢
田　

喜
信

安
達　

幸
平

松
本　

定
子

山
田　

健
太

横
山
久
美
子

網
野　

裕
美

小
西　
　

亮

龍
﨑　

剛
輝

北
川　

文
彰

沢
田　

克
洋

仲
村　

英
夫

仲
村　

美
里

木
皿
木　

元

平
澤　
　

優

林　
　

一
郎

作
田　

和
子

伊
藤　

雅
彦

伊
藤　

佳
菜

斉
藤　

雅
司

江
崎　

一
歩

根
本　
　

実

平
岡　

国
彦

仲
村　

里
香

名
取　

一
法

岩
浪
洋
太
郎

尾
崎　

泰
夫

細
井　
　

昭

伊
藤　

寿
一

小
嶋　

利
夫

今
井　
　

誠

藤
田　

晑
士

萩
原　

研
一

湯
浅　

勝
彦

小
窪　

徳
治

鈴
木　

康
子

深
山　

道
子

吉
村　

精
索

渋
谷　

雅
彦

本
多　

千
広

渡
邉　
　

章

渡
邉　
　

真

小
池　

孔
子

遠
藤
幸
一
郎

土
井　

秀
之

海
老
原
勝
人

伊
東　

良
典

伊
藤　
　

滋

橋
本　

宏
行

荻
原　

正
博

颯
佐　

春
美

平
野　

伸
一

小
椋　

一
依

藤
井　

政
輝

木
村　

壽
意

秋
葉　
　

徹

森
田　

純
之

松
本　

鉄
幹

松
村　
　

大

能
勢　

賢
一

岡
本　

八
大

富
永　

吉
昌

佐
久
間
裕
介

原　
　

幸
司

笹
崎　

智
成

後
藤　

嘉
則

渡
邉　

洋
子

渡
邉　

富
子

仲
村　

計
美

村
上　
　

亮

上
田　

和
生

友
綱　
　

満

西
澤　

裕
倖

堀
田　

信
子

野
口　

順
治

新
村　

順
也

大
塚
庄
一
郎

市
村　

義
和

小
幡　

晋
彦

高
橋　

宏
明

岡
田　

定
夫

小
泉　

勘
一

加
藤　

雄
三

吉
弘　

英
光

齊
藤　

宏
樹

川
上　

俊
紀

藤
井　

愛
美

石
田　
　

豊

三
舩　

正
美

塚
崎　

雅
之

小
野
木
重
弥

和
氣　

伸
吉

宮
本　

和
也

田
名
辺
豊
寿

御
嶽
海
久
司

遠
藤　

聖
大

隠
岐
の
海
歩

髙
安　
　

晃

新
浜
レ
オ
ン

三
回
目

滝
澤　

尚
二

諸
岡　

靖
彦

藤
﨑　

壽
路

諸
岡
市
郎
左

　

衛
門

大
塚　
　

完

小
泉　

英
夫

加
瀨　

敏
雄

諸
岡　

良
和

谷　
　

芳
紀

沢
田　

克
洋

伊
藤　

小
澄

大
八
木
淳
子

石
田　

洋
平

笠
原　

貞
子

黒
須　

透
江

大
塚　
　

恵

深
澤　
　

章

成
毛　

秀
吉

依
知
川
純
一

堤　

万
寿
夫

秋
山　

義
継

米
山　

芳
昭

石
神　

明
子

長
谷
川
大
樹

加
瀬
千
恵
美

鈴
木　

文
子

富
田　

恵
理

鷹
松　

隼
輝

新
浜
レ
オ
ン

門
戸　

竜
二

特
別
追
儺
豆
ま
き
式 

年
男
芳
名

令
和
四
年
　

成
田
山
節
分
会

順
不
同
、
敬
称
略
。

欠
席
修
行
含
む
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本堂内で厳修した大阪別院の追
つい

儺
な

式大
おお

護
ご

摩
ま

供
く

成
田
山
別
院
の
節
分
会
豆
ま
き

金
剛
照
祐 

主
監

大
阪
別
院
明
王
院

廣
田
照
滋 

主
監

東
京
別
院
深
川
不
動
堂

谷
　
照
幸 

主
監

札
幌
別
院
新
栄
寺

筒
井
照
琢 

主
監

横
浜
別
院
延
命
院

内
田
照
鋭 

主
監

函
館
別
院
函
館
寺

宮
本
照
剛 

主
監

名
古
屋
別
院
大
聖
寺

月
間
照
孝 

主
監

福
井
別
院
九
頭
龍
寺

石
井
照
典 
主
監

川
越
別
院
本
行
院

昨
年
に
引
き
続
き
、
特
設
舞
台

か
ら
の
豆
ま
き
を
中
止
し
て
、
本

堂
で
追つ

い

儺な

式
大お

お

護ご

摩ま

供く

を
厳
修
。

御
本
尊
さ
ま
に
向
か
っ
て
年
男
た

ち
が
豆
を
ま
き
ま
し
た
。

ま
た
、
参
詣
者
に
は
「
新
型
コ

ロ
ナ
終
息
祈
願
」
と
朱
書
き
し
た

福
豆
を
境
内
で
授
与
し
ま
し
た
。

本
堂
内
で
御
護
摩
祈
祷
に
あ
わ

せ
て
追
儺
式
を
行
い
、
ご
信
徒
皆

さ
ま
の
身
体
健
全
と
疫
病
退
散
を

祈
っ
て
僧
侶
が
豆
ま
き
。
東
京
都

内
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

が
拡
大
し
て
い
る
状
況
を
鑑
み
、

例
年
ご
信
徒
な
ど
が
参
加
し
て
い

る
境
内
で
の
追
儺
式
と
子
ど
も
豆

撒ま

き
式
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

総
代
や
ご
信
徒
を
は
じ
め
と
す

る
福
男
、
福
女
の
皆
さ
ま
が
無
病

息
災
と
感
染
症
の
一
日
も
早
い
終

息
を
祈
念
し
て
本
堂
内
で
一
斉
に

豆
ま
き
。
参
列
の
皆
さ
ま
に
は
袋

入
り
福
豆
を
進
呈
し
ま
し
た
。

総
代
や
篤
信
の
皆
さ
ま
を
年
男
、

年
女
と
し
て
迎
え
、
追
儺
豆
撒
き

式
を
厳
修
し
ま
し
た
。

二
月
二
日
・
三
日
の
二
日
間
に

わ
た
り
、
節
分
ま
つ
り
を
開
催
。

特
に
三
日
の
特
別
年
男
年
女
豆
ま

き
式
に
は
俳
優
で
モ
デ
ル
の
敦
士

さ
ん
、
女
優
の
北
原
里
英
さ
ん
を

は
じ
め
と
す
る
年
男
、
年
女
の
皆

さ
ま
が
参
加
し
て
、
本
堂
内
で
盛

大
に
豆
ま
き
を
行
い
ま
し
た
。

昨
年
に
引
き
続
き
、
境
内
に
特

設
舞
台
は
設
置
せ
ず
、
本
堂
内
の

み
で
追
儺
豆
ま
き
式
を
厳
修
。
成

田
山
奉
賛
会
長
で
福
井
別
院
責
任

役
員
で
も
あ
る
山
崎
正
昭
総
代
の

発
声
を
合
図
に
、
年
男
た
ち
が
豆

を
ま
き
ま
し
た
。

神
奈
川
県
内
に
ま
ん
延
防
止
等

重
点
措
置
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
を

受
け
、
恒
例
の
追
儺
豆
ま
き
式
は

中
止
と
な
り
ま
し
た
。

御
護
摩
祈
祷
に
あ
わ
せ
て
僧
侶

が
豆
を
ま
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
終
息
を
祈
願
し
ま
し
た
。

来
賓
を
は
じ
め
総
代
や
ご
信
徒

の
皆
さ
ま
が
本
堂
内
で
盛
大
に
豆

ま
き
を
行
い
ま
し
た
。

例
年
、
本
堂
前
特
設
舞
台
か
ら

行
っ
て
い
る
電
化
製
品
な
ど
が
当

た
る
引
換
券
入
り
豆
ま
き
が
好
評

で
す
が
、
密
集
を
避
け
る
た
め
に

中
止
と
な
り
ま
し
た
。

一
月
下
旬
か
ら
の
ま
ん
延
防
止

等
重
点
措
置
に
伴
い
、
急
き
ょ
本

堂
内
へ
の
入
堂
者
数
を
制
限
し
て

の
豆
ま
き
と
な
り
ま
し
た
。
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月間ニュース

9

岸田照泰貫首と面会する内局の皆さま

浄筆を受ける参詣者御尊像前で奉修した記念法要

　
こ
の
度
、
成
田
山
仏
教
青
年
会
が

市
原
刑
務
所
内
に
造
立
し
た
大
日
如

来
像
が
五
十
周
年
を
迎
え
た
こ
と
を

記
念
し
て
、
法
要
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
の
御
尊
像
は
、
交
通
事
犯
受
刑

者
を
収
容
し
て
い
る
市
原
刑
務
所
に

　
年
頭
に
あ
た
り
、
成
田
山
新
勝
寺

が
属
す
る
真
言
宗
智
山
派
の
宗
務
庁

か
ら
、
芙
蓉
良
英
宗
務
総
長
は
じ
め

三
神
栄
法
総
務
部
長
、
山
川
弘
巳
教

学
部
長
、
服
部
融
亮
教
化
部
長
、
大

森
真
弘
法
務
部
長
、
日
下
敞
啓
財
務

部
長
、
倉
田
隆
伸
出
張
所
長
が
来
山
。

大
本
堂
を
参
拝
し
先
師
墓
地
へ
お
ま

い
り
し
た
後
、
岸
田
照
泰
貫
首
と
面

会
し
て
親
し
く
新
年
の
挨
拶
を
交
わ

さ
れ
ま
し
た
。

　
天
満
宮
に
は
学
問
の
神
さ
ま
と
し

て
知
ら
れ
る
菅
原
道
真
公
を
お
ま
つ

り
し
、
毎
年
一
月
二
十
四
日
・
二
十

五
日
に
祭
礼
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
期
間
中
は
、
道
真
公
の
御
尊
像
を

特
別
開
帳
し
て
、
御お

護ご

摩ま

札
の
浄
書

に
使
用
し
た
浄
筆
を
授
与
。
両
日
と

も
に
法
楽
を
行
い
、
受
験
を
控
え
た

学
生
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
が
参
拝

し
、
学
業
成
就
や
合
格
成
就
を
祈
願

し
ま
し
た
。

内
局
ご
一
行
が
年
賀
来
山

一
月
十
七
日

真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁

如
来
像
造
立
五
十
周
年
の
記
念
法
要

十
二
月
十
日
　
市
原
刑
務
所

成
田
山
仏
教
青
年
会

学
業
成
就
を
祈
る
多
く
の
方
が
参
拝

一
月
二
十
四
日
・
二
十
五
日
　
天
満
宮

初
天
神
祭
礼

お
い
て
、
世
界
の
交
通
安
全
祈
願
、

交
通
事
故
に
よ
る
被
害
者
の
慰
霊
、

交
通
事
犯
受
刑
者
の
社
会
復
帰
へ
の

情
操
教
育
を
目
的
に
、
矯き

ょ
う

正せ
い

保
護
活

動
の
一
環
と
し
て
一
九
七
一
年
（
昭

和
四
十
六
年
）
に
造
立
さ
れ
た
も
の

で
す
。

　
当
日
は
刑
務
所
関
係
者
参
列
の
も

と
、
成
田
山
仏
教
青
年
会
会
員
が
中

心
と
な
っ
て
記
念
法
要
を
奉
修
。
参

列
者
が
焼
香
を
行
い
ま
し
た
。
法
要

後
、
市
原
刑
務
所
の
岡
本
智
成
所
長

が
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
、
続
い
て
矯
正

保
護
活
動
へ
の
功
績
を
讃
え
る
東
京

矯
正
管
区
長
か
ら
の
感
謝
状
が
岡
本

所
長
か
ら
成
田
山
仏
教
青
年
会
へ
贈

ら
れ
ま
し
た
。



　

長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
で
多
く
の
人
び
と
が
心
の

苦
し
み
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

弘こ
う

法ぼ
う

大だ
い

師し

は
『
教

き
ょ
う

王お
う

経ぎ
ょ
う

開か
い

題だ
い

』
に
「
生し

ょ
う

は
楽

に
あ
ら
ず
、
衆し

ゅ
う

苦く

の
聚あ

つ
ま

る
と
こ
ろ
な
り
」
と
説

か
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
の
一
生
は
楽
な
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
齢よ

わ
い

を
重
ね
る
ご
と
に
苦
し

み
は
増
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

人
は
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
き

に
心
の
苦
し
み
を
感
じ
ま
す
。
執
着
と
い
う
心

の
凝
り
が
多
い
ほ
ど
、
そ
の
苦
し
み
も
増
え
る

も
の
で
す
。

　

苦
し
み
を
感
じ
た
と
き
は
、
御
真
言
を
お
唱

え
し
て
心
の
凝
り
を
ほ
ぐ
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

近
年
、
多
発
す
る
自
然
災
害
や
蔓ま

ん

延え
ん

す
る
感
染
症
な
ど
に
よ
り
、
多
く
の
人

び
と
が
困
難
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
苦
難
に
満
ち
た
今
を
生
き
抜
く
た
め
、

至
心
に
祈
り
を
捧
げ
て
御
本
尊
不
動
明
王
の
御ご

加か

護ご

を
い
た
だ
き
、
幸
福
で

平
安
な
毎
日
を
送
り
ま
し
ょ
う
。

心
の
凝
り
を
ほ
ぐ
す



携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
上
記
の
コ
ー
ド
を
読
み
取
る

と
御
真
言
の
音
声
が
流
れ
ま
す
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「
私
た
ち
の
誓
い
」
は
、
私
た
ち
不
動
尊
信

仰
者
が
、
お
不
動
さ
ま
の
御み

教お
し

え
を
い
た
だ
い

て
御ご

本ほ
ん

誓ぜ
い

の
体
得
に
つ
と
め
、
幸
せ
な
生
活
を

送
り
、
さ
ら
に
は
心
豊
か
な
社
会
づ
く
り
に
寄

与
す
る
た
め
の
実
践
行
で
す
。

私わ
た
く
し

た
ち
の
誓ち

か

い 

〈
不ふ

動ど
う
そ
ん
し
ん
こ
う
し
ゃ

尊
信
仰
者
の
心こ

こ
ろ
が
ま構
え
〉

私わ
た
く
した

ち
は
御ご

本ほ
ん
ぞ
ん尊

不ふ
ど
う
み
ょ
う
お
う

動
明
王
の
広こ

う
だ
い大

無む

辺へ
ん

の
慈じ

ひ悲
に
感か

ん
し
ゃ謝

し
、
御ご

本ほ
ん
ぜ
い誓

の
体た

い
と
く得

に
つ
と
め
る

こ
と
を
誓ち

か

い
ま
す
。

一
、
御ご

本ほ
ん
ぞ
ん尊

さ
ま
の
奴ぬ

僕ぼ
く

の
行ぎ

ょ
う

に
し
た
が
い
、
す
べ
て
の
人ひ

と

び
と
に
奉ほ

う

仕し

い
た
し
ま
す
。

一
、
御ご

本ほ
ん
ぞ
ん尊

さ
ま
の
羂け

ん
さ
く索

の
お
さ
と
し
に
よ
り
、
つ
く
し
合あ

い
の
生せ

い
か
つ活

を
お
く
り
ま
す
。

一
、
御ご

本ほ
ん
ぞ
ん尊
さ
ま
の
磐ば

ん
じ
ゃ
く石
の
決け

つ

意い

を
も
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
苦く

難な
ん

に
耐た

え
し
の
び
ま
す
。

一
、
御ご

本ほ
ん
ぞ
ん尊
さ
ま
の
燃も

え
さ
か
る
火か

炎え
ん

の
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
精

し
ょ
う

進じ
ん

努ど

力り
ょ
く

い
た
し
ま
す
。

一
、
御ご

本ほ
ん
ぞ
ん尊
さ
ま
の
ゆ
る
ぎ
な
き
御み

心こ
こ
ろ

を
体た

い

し
、
精せ

い
し
ん神
の
統と

う
い
つ一
に
つ
と
め
ま
す
。

一
、
御ご

本ほ
ん
ぞ
ん尊
さ
ま
の
利り

剣け
ん

の
智ち

え慧
を
も
っ
て
正た

だ

し
く
判は

ん
だ
ん断
し
、
真し

ん
じ
つ実
の
自じ

こ己
に
め
ざ
め
ま
す
。

一
、
御ご

本ほ
ん
ぞ
ん尊
さ
ま
の
加か

じ持
力り

き

を
い
た
だ
き
、
平

び
ょ
う

等ど
う

の
利り

益や
く

に
あ
ず
か
る
こ
と
を
祈き

念ね
ん

い
た
し
ま
す
。

つ
く
し
合
い
の
生
活

　

お
不
動
さ
ま
は
、
左
手
の
羂け

ん

索さ
く

で
人
び
と
を

正
し
い
道
へ
と
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

第
二
の
誓
い
は
、
羂
索
の
御
教
え
に
よ
っ
て

自
分
の
心
を
戒
め
、
他
者
と
つ
く
し
合
う
生
活

に
努
め
ま
し
ょ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

昨
年
、
ア
メ
リ
カ
大
リ
ー
グ
、
エ
ン
ジ
ェ
ル

私
た
ち
の
誓
い

ス
の
大
谷
翔
平
選
手
が
、
シ
ー
ズ
ン
で
最
も
活

躍
し
た
選
手
に
贈
ら
れ
る
M
V
P
（
最
優
秀
選

手
）
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

大
谷
選
手
の
素
晴
ら
し
い
活
躍
は
プ
レ
ー
だ

け
で
な
く
、
練
習
熱
心
で
謙
虚
、
他
者
へ
の
気

配
り
な
ど
、
そ
の
人
柄
に
も
全
米
の
フ
ァ
ン
か

ら
賞
賛
と
尊
敬
の
念
が
注
が
れ
て
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
、
人
が
生
き
る
べ
き
姿
と
し

て
「
み
ず
か
ら
制
し
、
法
に
し
た
が
っ
て
生
き
、

つ
と
め
は
げ
む
人
は
、
名
声
が
高
ま
る
」（『
ブ

ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば
・
感
興
の
こ
と
ば
』
中

村
元
訳
）
と
説
か
れ
ま
し
た
。

　

御み

仏ほ
と
け

の
御
教
え
の
も
と
、
驕お

ご

り
た
か
ぶ
る
こ

と
な
く
人
び
と
に
つ
く
す
人
は
、
必
ず
賞
賛
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
た
ち
は
多
く
の
人
び
と
と
関
わ
り
、
共
に

支
え
合
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
人
と
人
と
を
結

ぶ
絆
や
縁
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
て
い
く
こ
と

で
よ
り
大
き
な
幸
福
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
自
分
自
身
を
律
し
て
人
に

迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
努
力
し
、
互
い
を
思
い

や
る
気
持
ち
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

お
不
動
さ
ま
の
羂
索
の
お
さ
と
し
の
も
と
、

自
ら
を
制
し
、
つ
く
し
合
う
気
持
ち
を
大
切
に

し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
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成
田
山

伽
藍
め
ぐ
り

成
田
山
が
有
す
る
国
指
定
重
要
文
化
財
を
は
じ
め
と
す
る

貴
重
な
伽が

藍ら
ん

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

鐘
楼

寺
院
の
伽
藍
を
表
す
言
葉
に
「
七
堂
伽
藍
」

が
あ
り
ま
す
。
奈
良
時
代
、
主
流
仏
教
で
あ
っ

た
南
都
六
宗
で
は
金こ

ん

堂ど
う

・
講
堂
・
塔
・
食じ

き

堂ど
う

・

鐘し
ょ
う

楼ろ
う

・
経
蔵
・
僧
坊
の
七
堂
を
都
近
く
の
平
地

に
左
右
均
整
に
配
置
し
ま
し
た
。
一
方
、
平
安

時
代
に
伝
来
し
た
密
教
は
、
人
里
離
れ
た
山
奥

に
伽
藍
を
築
い
て
均
整
な
配
置
を
取
ら
ず
、
密

教
独
特
な
宝
塔
や
潅か

ん

頂じ
ょ
う

堂ど
う

な
ど
を
設
け
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
「
七
堂
伽
藍
」
の
内
容
は
一
定
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
異
な
る
七
堂
の
内
容
に
多

く
採
用
さ
れ
て
い
る
伽
藍
に
鐘
楼
が
あ
り
ま
す
。

袴
を
は
い
た
鐘
撞
き
堂

鐘
楼
は
寺
院
に
お
い
て
時
刻
や
行
事
の
合
図

を
知
ら
せ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
、
鐘
の
音

を
よ
り
遠
く
ま
で
響
か
せ
る
た
め
に
楼
造
り
に

な
っ
て
い
ま
す
。
成
田
山
に
も
下
層
部
に
袴は

か
ま
腰ご

し

を
つ
け
た
鐘
楼
が
あ
り
、
毎
日
休
む
こ
と
な
く
、

早
朝
・
正
午
・
夕
方
に
打
鐘
し
て
い
ま
す
。

成
田
山
の
鐘
楼
（
成
田
市
指
定
文
化
財
）
は

一
七
〇
一
年
（
元
禄
十
四
年
）
の
建
立
で
す
。

成田市指定文化財の鐘
しょう

楼
ろう

。鐘の音が遠くまで響くように下層部に袴
はかま

腰
ごし

をつけて
楼造りとしている
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建
築
構
造
部
名
称

大本堂前に向かって西向きで打鐘している

背面の袴腰部に出入り口の扉が見える

高
さ
は
十
八
メ
ー
ト
ル
、
屋
根
は
入い

り

母も

屋や

造
り 

の
銅
板
葺ぶ

き
で
軒
は
二ふ

た

軒の
き

繁し
げ

垂た
る

木き

。
上
層
は
金

属
を
主
成
分
と
す
る
朱
色
の
顔
料
を
用
い
た
丹に

塗ぬ

り
が
施
さ
れ
て
お
り
、
虫
害
や
腐
食
か
ら
建

物
を
守
っ
て
い
ま
す
。
下
層
の
袴
腰
上
に
三み

手て

先さ
き

斗と

栱き
ょ
う

を
置
い
て
楼
上
の
回

ま
わ
り

縁え
ん

勾こ
う

欄ら
ん

を
支
え
、

斗
栱
間
に
は
天
馬
、
孔く

雀じ
ゃ
く

、
鳩は

と

、
鷹た

か

、
鶏
な
ど

の
彫
刻
が
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
鐘
を
撞つ

く

撞し
ゅ

木も
く

は
東
側
に
設
置
さ
れ
て
い
て
、
西
に
向

か
っ
て
撞
く
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
鐘
楼
内
へ

の
入
り
口
も
同
じ
く
東
側
に
あ
り
ま
す
。

屋
根
の
一
番
高
い
所
に
あ
る
棟
に
対
し
て
平

行
な
方
向
を
桁け

た

行ゆ
き

（
間
口
）
、
直
角
な
方
向
を

梁は
り

間ま

（
奥
行
）
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
桁
行
側

に
あ
る
出
入
り
口
を
平
入
り
、
梁
間
側
の
場
合

は
妻
入
り
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
鐘
楼
の
出
入
り

口
は
梁
間
側
に
あ
り
ま
す
か
ら
妻
入
り
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

鐘
は
時
を
告
げ
る
だ
け
で
な
く
、
除
夜
に
百

八
打
す
る
よ
う
に
煩ぼ

ん

悩の
う

を
は
ら
う
と
い
う
意
味

も
含
ん
で
い
ま
す
。
成
田
山
へ
ご
参
詣
の
際
に

鐘
が
鳴
り
ま
し
た
ら
、
一
切
の
苦
か
ら
お
救
い

く
だ
さ
る
お
不
動
さ
ま
の
お
導
き
と
し
て
聴
か

れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

屋
根
と
回

ま
わ
り

縁え
ん

勾こ
う

欄ら
ん

を
そ
れ
ぞ
れ
三み

手て

先さ
き

斗と

栱
き
ょ
うで

支
持
。
朱
色
部
分
は

虫
害
、
腐
食
防
止
効
果
の
あ
る
丹に

塗ぬ

り
が
施
さ
れ
て
い
る

妻入り 平入り

桁行
梁間

棟垂木

柱

梁

2つの屋根面の
交わる屋根の最
も高い水平部分

屋根の裏板を支えるため
に棟から軒にわたす材

桁
柱の上に渡して
垂木を受ける

上部の重みを
支えたり、柱
を固定するた
めに柱上に架
する水平材

直立して上の
荷重を支える
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い
つ
も
真
っ
直
ぐ
前
を
向
い
て

懸
命
に
歩
ん
で
き
た
九
十
年

　

岩
船
酉
藏
さ
ん
は
一
九
三
三
年
（
昭
和
八

年
）、
千
葉
県
銚
子
市
の
お
生
ま
れ
で
す
。
十

人
兄
弟
の
二
番
目
だ
っ
た
岩
船
さ
ん
は
、
子
ど

も
の
頃
か
ら
両
親
と
と
も
に
働
い
て
苦
し
か
っ

た
生
活
を
支
え
、
弟
や
妹
た
ち
を
学
校
に
通
わ

せ
ま
し
た
。
そ
の
後
は
大
手
建
築
会
社
に
事
務

職
員
と
し
て
就
職
。
七
十
代
ま
で
仕
事
一
筋
に

生
き
、
本
年
、
数
え
九
十
歳
の
卒
寿
を
迎
え
ら

れ
ま
し
た
。

　

成
田
山
に
は
長
年
お
ま
い
り
さ
れ
て
お
り
、

正
五
九
ま
い
り
は
も
ち
ろ
ん
、
年
に
何
度
も
参

拝
を
重
ね
て
信
心
を
深
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ど
ん
な
と
き
も
、
お
不
動
さ
ま
一
筋
に
心
を

寄
せ
て
き
た
と
い
う
岩
船
さ
ん
に
お
話
を
伺
い

ま
し
た
。

そ
の
ご
住
職
か
ら
守
り
本
尊
が
お
不
動
さ
ま
だ

と
教
え
て
い
た
だ
き
、
祖
父
の
言
葉
を
思
い
出

し
ま
し
た
。
そ
し
て
「
同
じ
千
葉
県
内
に
お
不

動
さ
ま
で
有
名
な
成
田
山
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

こ
れ
は
お
ま
い
り
し
な
く
て
は
」
と
思
い
、
成

田
山
の
お
不
動
さ
ま
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ

た
ん
で
す
。

岩
船　

空
襲
が
激
し
く
な
っ
て
食
料
に
も
困
っ

て
い
た
頃
、
近
く
で
捕
っ
た
魚
な
ど
と
お
米
を

取
り
替
え
て
も
ら
い
に
農
家
へ
行
っ
て
い
ま
し

た
。
す
る
と
、
子
ど
も
が
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を

背
負
っ
て
買
い
出
し
に
来
る
姿
を
見
て
「
あ
ん

岩
船
酉
藏
さ
ん  

〈
千
葉
県
銚
子
市
〉

ご
信
徒
の
広
場
　
イ
ン
タ
ビュー

岩船酉藏さん

岩
船　

幼
い
頃
、
祖
父
が
私
の
こ
と
を
「
こ
の

子
は
普
通
の
子
で
は
な
い
。
お
不
動
さ
ま
の
落

と
し
子
だ
」
と
よ
く
話
し
て
い
た
ん
で
す
。
当

時
は
何
の
こ
と
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

成
長
す
る
に
つ
れ
て
何
故
か
仏
さ
ま
に
関
心
を

持
ち
、
旅
行
を
し
て
旅
先
の
お
寺
を
訪
れ
る
の

が
趣
味
に
な
り
ま
し
た
。

　

五
十
代
の
頃
、
奈
良
を
旅
し
た
と
き
に
訪
ね

た
お
寺
の
ご
住
職
が
、
私
の
名
前
と
生
年
月
日

を
見
て
「
あ
な
た
は
不
動
明
王
に
守
ら
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
信
心
す
る
と
い
い
で
す
よ
」
と
お

話
し
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
私
は
酉と
り

歳ど
し

生
ま
れ

で
名
前
に
も
「
酉
」
の
字
が
入
っ
て
い
ま
す
。

成
田
山
と
の
ご
縁
の
き
っ
か
け
は
。

戦
時
中
の
幼
少
期
に
は
ご
苦
労
さ
れ
た
こ

と
と
思
い
ま
す
。
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そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
毎
日
朝
夕
、
感
謝
の

お
勤
め
は
欠
か
し
ま
せ
ん
。
御お

護ご

摩ま

札
の
前
に

正
座
し
て
手
を
合
わ
せ
、
般
若
心
経
と
不
動
明

王
御
真
言
、
私
た
ち
の
誓
い
を
お
唱
え
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
生
活
の
一
部
に
な
っ
て
い
て
、

お
勤
め
を
し
な
い
と
落
ち
着
か
な
い
ん
で
す
。

岩
船　

卒
寿
を
前
に
、
お
不
動
さ
ま
へ
の
感
謝

の
気
持
ち
を
形
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

数
年
前
か
ら
、
お
不
動
さ
ま
に
は
何
か
恩
返
し

が
し
た
い
と
考
え
て
い
た
ん
で
す
。
そ
ん
な
折

に
玉
垣
が
奉
納
で
き
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

昨
年
十
一
月
に
完
成
し
、
ご
法
楽
を
上
げ
て
い

た
だ
け
る
と
い
う
こ
と
で
お
ま
い
り
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
ら
、
私
の
名
前
が
玉
垣
に
綺き

麗れ
い

に
彫
り
上
が
っ
て
い
て
、
お
不
動
さ
ま
と
の
距

離
が
ま
た
ひ
と
つ
近
く
な
っ
た
よ
う
な
、
う
れ

し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

幸
せ
な
今
が
あ
る
の
は
お
不
動
さ
ま
の
御ご

加か

護ご

の
御お

蔭か
げ

と
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。

ち
ゃ
ん
、
寄
っ
て
い
き
な
」
と
農
家
の
人
が
飲

み
物
や
小
豆
な
ど
を
く
れ
る
ん
で
す
。
生
き
る

こ
と
が
苦
し
か
っ
た
時
代
、
人
の
優
し
さ
が
本

当
に
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

　

そ
ん
な
時
代
を
過
ご
し
た
経
験
か
ら
、
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
平
和
を
強
く
求
め
、
心
の

拠よ

り
所
を
欲
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
不
動
さ
ま
と
い
う
大
き
な
拠
り
所
に
出
会
っ

て
か
ら
と
い
う
も
の
、
事
あ
る
毎
に
成
田
山
へ

お
ま
い
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

長
い
人
生
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
が
、
ど
ん
な
と
き
も
お
不
動
さ
ま
に
守
ら
れ
、

た
く
さ
ん
の
人
に
支
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

岩
船　

そ
う
な
ん
で
す
。
自
転
車
で
買
い
物
に

出
か
け
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
信
号
の
な
い
横

断
歩
道
で
車
に
は
ね
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

前
方
か
ら
来
た
車
が
ス
ピ
ー
ド
を
緩
め
た
の
で

横
断
を
始
め
た
の
で
す
が
、
相
手
は
訪
問
先
の

家
を
探
し
て
い
て
、
私
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ

た
そ
う
で
す
。
ボ
ン
ネ
ッ
ト
の
上
ま
で
飛
び
上

が
り
、
縁
石
の
上
に
頭
か
ら
落
ち
て
し
ま
い
ま

し
た
。
頭
か
ら
血
が
噴
き
出
し
、
意
識
不
明
の

ま
ま
救
急
車
で
搬
送
さ
れ
ま
し
た
が
、
脳
や
身

体
に
は
ま
っ
た
く
障
害
が
残
ら
ず
、
す
ぐ
に
元

の
生
活
に
戻
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
不
動

さ
ま
が
大
難
を
小
難
に
と
ど
め
て
く
だ
さ
っ
た

の
だ
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

御
お

護
ご

摩
ま

札に向かい至心に読経する岩船さん

お
不
動
さ
ま
の
さ
ら
な
る
御
加
護
が
あ
ら

ん
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

お
不
動
さ
ま
に
助
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と

が
あ
る
と
か
。

昨
年
は
玉
垣
を
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。

｢

大
難
を
小
難
に
」

実
感
し
た
御
加
護
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成田山インフォメーション
☎ 0476-22-2111

御
護
摩
祈
祷　
皆
さ
ま
の
お
願
い
事
は
御
護
摩
で
祈
願
い
た
し
ま
す

大本堂での御
お

護
ご

摩
ま

祈祷

　

成
田
山
で
は
毎
日
、
御お

護ご

摩ま

祈
祷
に
よ
っ
て

皆
さ
ま
の
所
願
成
就
を
祈
念
し
て
い
ま
す
。

　

お
申
し
込
み
の
方
に
は
、
お
不
動
さ
ま
の
御

分
身
で
あ
る
御
護
摩
札
（
下
写
真
）
を
授
与
い

た
し
ま
す
。

　
自
宅
や
事
業
所
な
ど
の
清
浄
な
場
所
を
選
ん

で
お
ま
つ
り
し
、
御
宝
号
「
南な

無む

大だ
い

日に
ち

大だ
い

聖し
ょ
う不

動
明
王
」
や
不
動
明
王
御
真
言
（
10
ペ
ー
ジ
掲

載
）
を
お
唱
え
し
て
、
お
願
い
事
の
成
就
を
お

祈
り
く
だ
さ
い
。

御
護
摩
札

　

御
護
摩
祈
祷
時
刻
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
お
ま
い
り
さ
れ
る
前
に
電
話
で
確
認
す

る
か
、
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
最
新
情
報
を
確

認
さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
大
本
堂
へ
ご
入
堂
の
際
に
は
マ
ス
ク
の
着

用
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

初
穂
料
　
５
０
０
０
円
、
１
万
円
、
２
万
円
、 

　
３
万
円
以
上
（
特
別
大
護
摩
）

御
護
摩
札
の
郵
送
を
希
望
さ
れ
る
方
は

26
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

木札小型札

３月の御護摩祈祷 時刻

土・日・
祝日 28日 平日

6時
（朝護摩） ○ ○ ○
9時 ○ ○ ○
10時 ○
11時 ○ ○ ○
12時 ○ ○
13時 ○ ○ ○
14時 ○
15時 ○ ○ ○
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成田山インフォメーション
☎ 0476-22-2111

大
本
山
成
田
山
新
勝
寺
中
興
第
二
十
二
世
貫
首

岸
田
照
泰
大
僧
正
晋
山
式

４
月
24
日（
日
）

　
晋し

ん

山ざ
ん

式し
き

と
は
新
し
い
貫
首
の
就
任
式
で
す
。

中
興
第
二
十
二
世
貫
首
と
な
ら
れ
た
岸
田
照
泰

大
僧
正
の
晋
山
を
慶
祝
し
、
古
式
に
則
っ
て
お

披
露
目
と
奉
告
の
儀
式
を
下
記
の
と
お
り
厳
修

い
た
し
ま
す
。

大本堂前で厳修する庭
てい

儀
ぎ

（平成15年の前貫首晋
しん

山
ざん

時）

晋
山
慶
祝
稚
児
御
練
り
を

4
月
23
日（
土
）
に
開
催

　
晋
山
慶
祝
稚
児
御お

練ね

り
の
参
加
稚
児
を

左
記
の
通
り
募
集
し
て
い
ま
す
。

時�

　
間　
９
時
45
分
～
（
雨
天
時
は
御
練

り
行
列
を
中
止
し
、
稚
児
加か

持じ

と
記
念

撮
影
の
み
実
施
い
た
し
ま
す
）

募
集
人
数　
５
０
０
人

参
加
料　
１
万
円

服
　
装　
稚
児
衣
装
貸
与

記�

念
品　
岸
田
大
僧
正
ご
揮き

毫ご
う

色
紙
、
稚

児
加
持
之
証
、
御お

守ま
も
り、

特
別
供
物
、
記

念
写
真

申
　
込　
成
田
山
光
輪
閣
１
階 

総
受
付

受
付
期
間　
４
月
10
日
ま
で

詳�

　
細　
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
稚
児
係

ま
で

晋
山
慶
祝
御
練
り（
雨
天
中
止
）

時
　
間　
10
時
～

場�

　
所　
Ｊ
Ｒ
成
田
駅
前
～
表
参
道
～
大
本
堂
前

内�

　
容　
岸
田
大
僧
正
を
中
心
に
、
雅
楽
部
や

職し
き
し
ゅ
う衆、

稚
児
、
新
勝
寺
総
代
な
ど
成
田
山
に

関
係
す
る
多
く
の
方
が
参
加
し
て
行
わ
れ
る

祝
賀
行
列

庭
儀（
雨
天
中
止
）

時
　
間　
11
時
～

場
　
所　
大
本
堂
前

内�

　
容　
丁
重
な
法
要
に
付
し
て
行
わ
れ
る
露

地
の
儀
式

晋
山
奉
告
大
護
摩
供

時
　
間　
11
時
30
分
～
（
雨
天
時
は
11
時
～
）

場
　
所　
大
本
堂

内�

　
容　
御
本
尊
不
動
明
王
へ
晋
山
を
報
告
す

る
大
護
摩
供

色鮮やかな稚児衣装
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成田山インフォメーション
☎ 0476-22-2111

平
和
大
塔
大
法
会

提
灯
献
灯 

の
お
す
す
め

４
月
１
日
受
付
開
始

平
和
大
塔

御
尊
像
納
仏のお

す
す
め

　
敬け

い

虔け
ん

な
祈
り
を
込
め
て
謹
刻
さ
れ
た
御
本
尊

不
動
明
王
の
御
分
身
に
、
願
主
の
芳
名
を
浄
書

し
て
平
和
大
塔
に
奉
安
。
毎
日
、
願
主
の
平
安

と
繁
栄
を
祈
願
い
た
し
ま
す
。

初
穂
料　
10
万
円
（
納
仏
之
証
を
授
与
）

奉
安
所　
平
和
大
塔 

経
蔵
殿

受�

　
付　
光
輪
閣
１
階 

総
受
付
、
平
和
大
塔奉安した尊像におまいりすることができる

平和大塔へ続く参道に献灯

　
平
和
大
塔
は
、
１
９
８
４
年
（
昭
和
59
年
）

に
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

１
１
５
０
年
御ご

遠お
ん

忌き

記
念
事
業
と

し
て
建
立
し
ま
し
た
。

　
塔
芯
地
中
に
は
、
当
時
の
日
本
国
首
相
や
各

国
元
首
、
ロ
ー
マ
法
王
な
ど
宗
教
指
導
者
か
ら

の
平
和
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
納
め
た
タ
イ
ム
カ

プ
セ
ル
を
奉
安
。
建
立
以
来
、
成
田
山
で
は
毎

年
５
月
６
日
・
７
日
に
平
和
大
塔
大だ

い

法ほ
う

会え

を
厳

修
し
、
世
界
の
恒
久
平
和
と
人
び
と
の
幸
福
を

祈
願
し
て
い
ま
す
。

　
大
法
会
に
あ
た
り
、
御
本
尊
不
動
明
王
と
の

御ご

縁え
ん

を
堅
固
に
す
る
提ち

ょ
う
ち
ん灯
の
献
灯
を
募
集
い
た

し
ま
す
。 

意�

　
匠
　
丸
長
提
灯
に
芳
名
ま
た
は
会
社
名
を

浄
書
（
下
写
真
）

献
灯
場
所　
平
和
大
塔
周
辺

献
灯
料　
１
灯 

１
万
円

献
灯
期
間　
４
月
25
日
～
５
月
31
日

受�

　
付　
光
輪
閣
１
階 

総
受
付
、
平
和
大
塔
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昨年9月から工事が始まった清瀧権現堂

成田山インフォメーション
☎ 0476-22-2111

玉
垣
奉
納
の
お
す
す
め

光
輪
閣
１
階
総
受
付
で
受
付
中

　
お
不
動
さ
ま
と
の
御
縁
を
深
め
、
心
願
成
就

を
祈
念
す
る
玉
垣
の
奉
納
を
お
す
す
め
し
て
い

ま
す
。

　

天
満
宮
周
辺
の
玉
垣
は
、
参
詣
者
往
来
の
多

い
目
に
と
ま
り
や
す
い
場
所
に
あ
り
ま
す
。
周

囲
に
は
額
堂
や
開
山
堂
が
あ
り
、
光
明
堂
か
ら

平
和
大
塔
ま
で
見
渡
せ
る
好
位
置
で
す
。

　

芳
名
や
会
社
名
を
玉
垣
に
謹
刻
し
、
成
田
山

境
内
に
末
永
く
奉
安
い
た
し
ま
す
。

奉
納
金　
１
５
０
万
円
〜

場
　
所　
天
満
宮
周
辺
（
額
堂
南
側
）

受
　
付　
光
輪
閣
１
階 

総
受
付

詳
　
細　
玉
垣
奉
納
係
ま
で

大本堂

額堂
天満宮

奉安場所

奉安場所

〈芳名謹刻例〉

弘
法
大
師
ご
誕
生
１
２
５
０
年

記
念
事
業

ご
志
納
の
お
願
い

　
明
年
、
弘
法
大
師
ご
誕
生
１
２
５
０
年
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
清
瀧
権
現
堂
を
は
じ
め
と
す

る
諸
堂
の
修
復
を
進
め
て
い
ま
す
。
記
念
事
業

達
成
の
た
め
、
ご
信
助
を
謹
ん
で
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

受�

　
付　
各
御お

護ご

摩ま

受
付
所
、
ま
た
は
26
ペ
ー

ジ
添
付
の
払
込
取
扱
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
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成田山インフォメーション
☎ 0476-22-2111

般
若
心
経

写
経 

の
お
す
す
め

成
田
山
新
勝
寺
篤
信

島
津
亜
矢 

歌
怪
獣
襲
来
ツ
ア
ー
２
０
２
２

Ro-On

チ
ケ
ッ
ト
な
ど
で
発
売
中

  

『
般
若
心
経
』
を
な
ぞ
っ
て
写
経
で
き
る
用

紙
（
３
枚
入
り
）
を
頒
布
し
て
い
ま
す
。
26
ペ

ー
ジ
添
付
の
払
込
取
扱
票
を
ご
利
用
い
た
だ
く

か
、
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
写
経
セ
ッ
ト
申
込

み
フ
ォ
ー
ム
」
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

境
内
の
御
守
受
場
で
も
お
求
め
い
た
だ
け
ま
す
。

初�

穂
料　
３
０
０
０
円（
別
途
送
料
３
０
０
円
）

　

本
年
の
節せ

つ

分ぶ
ん

会え

で
も
豆
を
ま
か
れ
た
歌
手
の

島
津
亜
矢
さ
ん
は
、
開
基
１
０
８
０
年
祭
記
念

音
頭
を
歌
唱
さ
れ
る
な
ど
ご
縁
の
深
い
成
田
山

ご
信
徒
で
、
本
年
５
月
に
成
田
国
際
文
化
会
館

で
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

ス
テ
ー
ジ
で
は
演
歌
の
み
な
ら
ず
、
洋
楽
や

ポ
ッ
プ
ソ
ン
グ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の

楽
曲
が
披
露
さ
れ
ま
す
。
そ
の
圧
倒
的
な
歌
唱

力
か
ら“
歌
怪
獣
”
と
称
さ
れ
る
島
津
さ
ん
の

迫
力
あ
る
生
の
歌
声
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

期
　
日　
５
月
７
日
（
土
）

時�

　
間　
午
前
の
部
11
時
30
分
～
／
午
後
の
部

15
時
30
分
～

会
　
場　
成
田
国
際
文
化
会
館 

大
ホ
ー
ル

料�

　
金　
Ｓ
席
６
８
０
０
円
／
Ａ
席
５
０
０
０

円
／
小
・
中
学
生
１
０
０
０
円（
全
席
指
定
）

　

※
小
・
中
学
生
はR

o-O
n

チ
ケ
ッ
ト
の
み

　

※
未
就
学
児
入
場
不
可

　

※ 
ご
購
入
後
の
チ
ケ
ッ
ト
の
キ
ャ
ン
セ
ル
や

変
更
、
紛
失
に
よ
る
再
発
行
は
不
可

　

※ 

車
い
す
席
を
ご
希
望
の
方
はR

o-O
n

チ

ケ
ッ
ト
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い

受�

　
付　

Ro-O
n

チ
ケ
ッ
ト
、
成
田
国
際
文

化
会
館
、チ
ケ
ッ
ト
ぴ
あ
、ロ
ー
ソ
ン
チ
ケ
ッ

ト
、
イ
ー
プ
ラ
ス
ほ
か

問�

合
せ　

Ro-O
n

チ
ケ
ッ
ト
（
電
話
：
０
４

７
－
３
６
５
－
９
９
６
０
）、
成
田
国
際
文

化
会
館
（
電
話
：
０
４
７
６
－
２
３
－
１
３

３
１
）

用紙3枚を入れた写経セットを頒布中
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成田山インフォメーション
☎ 0476-22-2111

　
桃
の
節
句
と
端
午
の
節
句
に
飾
ら
れ
た
当
館

所
蔵
の
人
形
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

場
　
所　
平
和
大
塔
１
階 

霊
光
殿

時
　
間　
９
時
～
15
時
30
分
（
期
間
中
無
休
）

入
場
料　
無
料

　
小
坂
奇
石
は
徳
島
に
生
ま
れ
、
故
郷
や
大

阪
・
奈
良
を
舞
台
に
戦
後
の
書
壇
を
牽け

ん

引い
ん

し
ま

し
た
。
自
ら
を
「
線
の
行
者
」
と
称
し
、
漢
籍

の
素
養
を
も
と
に
し
た
自
詠
の
作
品
を
多
く
残

し
ま
し
た
。

　
弟
子
の
江
口
大
象
は
、
師
の
精
神
性
に
触
れ

な
が
ら
、
宋
や
明
代
に
連
な
る
洗
練
と
大
ら
か

さ
を
兼
ね
備
え
た
作
風
を
打
ち
立
て
ま
す
。
師

と
同
様
に
自
ら
の
言
葉
を
し
た
た
め
た
親
し
み

や
す
い
作
品
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

成
田
山
書
道
美
術
館

「
収
蔵
優
品
展　
小
坂
奇
石
と
江
口
大
象
」

４
月
17
日（
日
）ま
で

霊
光
館
企
画
展

「
収
蔵
品
展 

節
句
の
人
形
」

平
和
大
塔
で
４
月
10
日（
日
）ま
で

　
本
展
で
は
、
２
０
１
５
年
（
平
成
27
年
）
に

ご
本
人
や
ご
遺
族
か
ら
寄
贈
い
た
だ
い
た
、
小

坂
奇
石
の
作
品
39
点
及
び
江
口
大
象
の
作
品
11

点
を
一
堂
に
公
開
。
両
者
の
書
業
を
振
り
返
り

ま
す
。

　
な
お
、
４
月
１
日
か
ら
は
、
第
38
回
成
田
山

全
国
競
書
大
会
の
特
別
賞
・
優
秀
賞
に
選
ば
れ

た
全
作
品
を
１
階
で
展
示
い
た
し
ま
す
。

開
館
時
間　
９
時
～
16
時（
最
終
入
館
15
時
30
分
）

休�
館
日　
月
曜
日
。
祝
日
の
場
合
は
翌
日
休
館

（
26
日
～
31
日
は
展
示
替
え
の
た
め
休
館
）

入�

館
料　
大
人
５
０
０
円
／
高
・
大
学
生
３
０

０
円
／
中
学
生
以
下
無
料
（
御お

護ご

摩ま

札
ま
た

は
引
換
券
、
障
害
者
手
帳
を
持
参
の
方
は
２

人
ま
で
無
料
）

　

 

20
人
以
上
で
団
体
割
引
（
大
人
３
５
０
円
／

高
・
大
学
生
２
０
０
円
）

詳�

　
細　
成
田
山
書
道
美
術
館
ま
で
（
電
話
：

０
４
７
６
－
２
４
－
０
７
７
４
）

広島の伝統工芸品、三
みよ し

次人形の内
だいり

裏雛
びな

21



内
容
を
少
し
ず
つ
学
ん
で
、
お
経
に
親
し
み
な
が
ら
、

の
ん
び
り
と
写
経
し
て
み
ま
し
ょ
う
。（
全
十
二
回
）

『
不
動
経
』
の
ん
び
り
写
経

（
こ
の
大
明
王
は
大だ

い

威い

力り
き

あ
り
）

こ
こ
か
ら
は
、
お
経
の
中
心
の
こ
と
が
ら
を

説
く
本
論
に
あ
た
る
正

し
ょ
う
し
ゅ
う
宗
分ぶ

んに
入
り
ま
す
。

お
不
動
さ
ま
を
拝
す
る
と
き
、
不
動
明
王
御

真
言
や
南な

無む

大だ
い

日に
ち

大だ
い

聖し
ょ
う不
動
明
王
の
御
宝
号
を

お
唱
え
し
た
り
し
ま
す
。
南
無
は
梵ぼ

ん

語ご

の
音
写

語
で
帰
依
を
表
す
言
葉
、
大
日
は
大
日
如に

ょ

来ら
い

の

『
不ふ

動ど
う

経き
ょ
う

』
は
成
田
山
の
御
本
尊
で
あ
る
不

動
明
王
の
こ
と
が
説
か
れ
た
経
典
で
、
長
く
詳

し
く
説
か
れ
た
お
経
と
要
点
だ
け
を
か
い
つ
ま

ん
で
説
い
た
短
い
お
経
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
成
田
山
の
御お

護ご

摩ま

祈
祷
で
も
読ど

く

誦じ
ゅ

し
て
い
る
短
い
方
の
お
経
、
『
仏ぶ

っ

説せ
つ

聖し
ょ
う

不
動

経
』
の
内
容
を
見
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
学

ん
だ
部
分
を
写
経
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

少
し
で
も
い
い
で
す
か
ら
お
経
の
意
味
を

知
っ
て
親
し
み
を
持
ち
、
写
経
を
通
し
て
徳
を

積
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

是
大
明
王
　
有
大
威
力

第
三
回

こ
と
。
大
聖
不
動
明
王
は
偉
大
な
る
聖
者
の
お

不
動
さ
ま
と
い
う
意
味
で
す
。「
大
明
王
」
も

同
じ
意
味
合
い
で
す
か
ら
、
御
宝
号
の
大
聖
不

動
明
王
の
略
語
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
経

題
の
「
聖
不
動
」
も
同
様
で
す
。

「
大
威
力
」
は
、
大
い
な
る
威
力
。
一
般
的

に
は
「
い
り
ょ
く
」
と
読
み
ま
す
が
、
仏
教
で

は
「
い
り
き
」
と
読
み
ま
す
。「
威
」
の
文
字

は
種
々
の
意
味
を
含
ん
で
い
て
、
威
厳
と
い
う

と
き
は
＂
お
ご
そ
か
な
＂
徳
、
威
光
と
い
う
と

き
は
＂
お
そ
れ
る
＂
と
い
う
意
味
で
人
に
畏
敬

の
心
を
起
こ
さ
せ
る
徳
、
威
嚇
と
い
う
と
き
は

＂
お
ど
す
＂
と
い
う
意
味
を
表
し
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
大
聖
不
動
明
王
は
畏
敬
の
念
を

起
こ
さ
せ
る
威
厳
の
徳
、
悪
人
や
悪
魔
を
屈
服

さ
せ
る
威
嚇
の
力
、
善
法
や
善
人
を
護
る
威
徳
、

す
な
わ
ち
三
徳
力
を
具そ

な

え
て
お
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
を
「
有
大
威
力
」
と
説
い
た
の
で
す
。

こ
の
次
に
三
徳
力
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
ま

す
か
ら
、
こ
の
一
句
は
不
動
明
王
の
威
徳
の
総

説
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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✂

キ
リ
ト
リ
線︎

納経の
ご案内

　

左
の
キ
リ
ト
リ
線
で
ペ
ー
ジ
を
切
り
離
し
、
薄
く
印
字
さ
れ
た
文
字
を
な
ぞ
っ
て
写
経

し
て
み
ま
し
ょ
う
。
終
わ
り
ま
し
た
ら
裏
面
を
記
入
し
て
成
田
山
へ
納
経
し
て
く
だ
さ
い
。

御
本
尊
不
動
明
王
御
宝
前
に
奉
安
い
た
し
ま
す
。

■
納
経
先　

〒
二
八
六

－

〇
〇
二
三　

成
田
市
成
田
一　

成
田
山
新
勝
寺　

智
光
編
集
室

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
上
記

コ
ー
ド
を
読
み
取
る
と
『
仏
説

聖
不
動
経
』
（
読
み
下
し
）
読

経
動
画
に
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す



✂

キ
リ
ト
リ
線︎

お
願
い
事

ご 

住 

所

お 

名 

前

写
経
す
る
の
は
筆
で
な
く
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
サ
イ
ン
ペ
ン
や
鉛
筆
な
ど
ご
自
分
の
書
き
や
す
い
も
の
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

第
三
回



鳥
帰
る（
と
り
か
え
る
）

　
秋
に
シ
ベ
リ
ア
や
中
国
東
北
部
か
ら
渡
っ
て

き
た
渡
り
鳥
が
日
本
各
地
で
越
冬
し
て
栄
養
を

蓄
え
、
春
先
に
繁
殖
の
た
め
に
北
の
地
へ
帰
っ

て
ゆ
く
こ
と
を
「
鳥
帰
る
」
と
い
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
鳥
た
ち
が
帰
っ
て
ゆ
く
情
景
は
、

古
く
か
ら
詠
ま
れ
、
そ
の
表
現
も
時
代
と
と
も

に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　
奈
良
時
代
の
『
万ま

ん

葉よ
う

集し
ゅ
う』

で
は
、「
燕つ

ば
め

来く

る

時
に
な
り
ぬ
と
雁か

り

が
ね
は
国く

に

偲し
の

ひ
つ
つ
雲く

も

隠が
く

り

鳴な

く
（
燕
が
渡
っ
て
来
る
頃
に
は
、
雁
が
故
郷

を
慕
う
鳴
き
声
と
共
に
帰
っ
て
い
く
）
」（
作

者
：
大お

お
と
も
の
や
か
も
ち

伴
家
持
）
と
あ
り
、
帰
っ
て
ゆ
く
渡
り

鳥
の
鳴
き
声
が
雲
の
向
こ
う
か
ら
聞
こ
え
て
く

る
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
安
時
代
の
中
頃
に
な
る
と
、
当
時
の
漢
詩

や
和
歌
を
集
成
し
た
『
和わ

漢か
ん

朗ろ
う

詠え
い

集し
ゅ
う』

の
「
花

は
落
ち
て
風
に
随
ひ
鳥
は
雲
に
入
る
」
と
い
う

尊そ
ん

敬ぎ
ょ
うの
漢
詩
の
一
節
か
ら
、
鳥
が
雲
に
入
る
と

表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
「
鳥と

り

雲く
も

に
入い

る
」
が
多
く
の
詩
歌
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
鳥
が
帰
る
時
期
は
、
季
節

的
に
曇
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
別
れ
を
惜

し
む
気
持
ち
を
込
め
た
「
鳥
雲
」
と
い
う
言
葉

も
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
人
の
立
場
か
ら
渡
り
鳥
を
思
う
と
、
命
を
か

け
て
一
年
に
二
度
も
長
旅
を
す
る
鳥
た
ち
は
、

ど
こ
と
な
く
不ふ

憫び
ん

に
感
じ
ま
す
。

　
し
か
し
、
旅
立
つ
鳥
た
ち
の
声
は
実
に
猛
々

し
く
、
生
き
る
喜
び
に
満
ち
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
も
輝
き
に
満
ち
た
自
分
の
目
標
に
向

か
っ
て
、
力
強
く
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

美
し
き
鳥
さ
え
雲
に
入は

い

り
け
り高

濱
虚
子

鳥
帰
る
無
辺
の
光
追
ひ
な
が
ら佐

藤
鬼
房
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正
月
や
老
い
も
若
き
も
成
田
山

青
森
県

今
泉
辰
三
郎

交
差
点
行
き
か
ふ
人
の
息
白
し

千
葉
県

大
川
　
崇
視

小
花
咲
く
小
庭
に
秋
の
し
じ
み

東
京
都

小
柴
由
里
子

駅
長
の
指
先
呼
称
冬
立
ち
ぬ

東
京
都

佐
藤
　
富
幸

武
家
屋
敷
小
路
を
折
れ
て
石
蕗
の
花

東
京
都

関
　
　
千
世

孫
達
が
霜
踏
し
め
て
お
に
ご
つ
こ
千
葉
県

髙
野
　
和
江

見
取
算
読
み
上
げ
孫
と
初
稽
古

千
葉
県

宮
﨑
　
明
美

▶ハガキ1枚に5句まで、1人でハガキ
2枚まで▶毎月20日締切▶◉印の特
選者に記念品を贈呈▶選者は成田山
貫首▶送り先は〒286-0023 成田市
成田1　成田山智光編集室「俳壇」係

◉
心
音
の
恙
無
く
打
つ
去
年
今
年

山
形
県

大
熊
み
つ
の

◉
今
日
見
詰
め
明
日
へ
の
冬
日
西
の
端
に
千
葉
県

名
取
　
照
子

◉
喧
噪
を
逃
れ
抜
け
道
笹
子
鳴
く

千
葉
県

鈴
木
　
霞
童

智
光
俳
壇
杲
風
　
選



『
智
光
』
題
字
に
つ
い
て

　
本
号
よ
り
岸
田
照
泰
貫
首
ご

揮き

毫ご
う

の
題
字
と
な
り
ま
し
た
。

  

『
智
光
』は
お
不
動
さ
ま
の
智ち

慧え

の
光
を
略
し
た
も
の
で
す
。

智
慧
の
光
が
心
の
中
の
貪む

さ
ぼ

り
、

怒
り
、
惑
い
を
打
ち
消
し
、
正

し
い
道
へ
と
導
く
道み

ち
し
る
べ標

で
あ
る

よ
う
に
、『
智
光
』
が
ご
信
徒

皆
さ
ま
の
道
標
と
な
ら
ん
こ
と

を
願
っ
て
命
名
さ
れ
ま
し
た
。

御
護
摩
札

成田山新勝寺公式ウェブサイト https://www.naritasan.or.jp　 
全国競書大会公式ウェブサイト https://www.naritasan-kyosho.jp

成田山だより『智
ち

光
こ う

』
2022年（令和４年）３月号

発行 大本山成田山新勝寺
住所 〒286-0023　成田市成田１
電話 0476（22）2111
ＦＡＸ 0476（24）2210／信徒課 0476（23）1661

発行人 伊藤照節
編集 成田山智光編集室
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郵
送
の
ご
案
内

皆
さ
ま
の
お
願
い
事
は
御お

護ご

摩ま

祈
祷
で
祈
願
し
て
い
ま
す
。
お
申

し
込
み
の
方
に
は
御
護
摩
札
を
授

与
い
た
し
ま
す
。
御
護
摩
札
の
郵

送
も
承
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
方
は
下
記
に
し
た
が
っ
て

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

赤
文
字
の
願
意
の
御
護
摩
札
は
小
型
札
で
す
。

ご
希
望
に
よ
り
木
札
に
変
更
い
た
し
ま
す
。

御護摩祈祷の願意

併
せ
祈
願
（
左
記
の
願
意
の
み
）

家
内
安
全

商
売
繁
昌

交
通
安
全

開
運
成
就

心
願
成
就

事
業
繁
栄

厄
難
消
除

災
難
消
除

工
事
安
全

工
場
安
全

方
難
消
除

旅
行
安
全

航
空
安
全

学
業
成
就

合
格
成
就

大
漁
満
足

海
上
安
全

身
体
健
全

健
康
長
寿

当
病
平
愈

必
　
　

勝

安
　
　

産

御
　
　

礼

家
内
安
全

商
売
繁
昌

大
漁
満
足

海
上
安
全

◆
申
込
み
方
法

　

�

左
記
事
項
を
お
知
ら
せ
の

上
、
御
護
摩
初
穂
料
を
現

金
書
留
、
ま
た
は
ペ
ー
ジ

添
付
の
払
込
取
扱
票
で
ご

送
金
く
だ
さ
い
。

　

①
御
護
摩
祈
祷
の
願
意

　

②
御
護
摩
初
穂
料

　

③�

御
護
摩
札
に
浄
書
す
る

お
名
前

　

④�
住
所
・
氏
名（
ふ
り
が
な
）�

・
電
話
番
号

　

⑤�「
御
護
摩
札
郵
送
希
望
」

と
明
記

◆
御
護
摩
初
穂
料

　

�

５
０
０
０
円
、
１
万
円
、

２
万
円
、
３
万
円
以
上（
特

別
大
護
摩
）

◆
送
　
料

　

�

木
札
５
０
０
円
、
小
型
札

３
０
０
円

　

※�

御
護
摩
初
穂
料
の
合
計

が
１
万
５
０
０
０
円
以

上
の
場
合
は
無
料

◆
申
込
み
・
問
合
せ

　

御
護
摩
札
郵
送
係
ま
で



3月の成田山行事カレンダー

上記の法要・行事は変更・中止となる場合があります。電話でお問い合わせいただくか、公式ウェブサイトでご確認ください。
皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

お不動さまの御
ご
縁
えん
日
にち
　1日・15日・28日

毎日

御
お

護
ご

摩
ま

祈祷 16ページ参照 大本堂

開
かい

運
うん

厄
やく

除
よけ

御
お

祓
はらい 8時～15時30分 釈迦堂

交通安全祈願 8時～16時
（土・日・祝は17時まで） 交通安全祈祷殿

お初まいり祝祷（赤ちゃんの身体健全祈願） 8時30分～16時
（受付は15時まで） 大本堂

病気平癒と健康長寿の祈願 8時～15時30分 醫王殿

先祖供養／物故者供養／水子供養 11時30分・13時30分・
15時30分 大師堂

信仰相談（電話受付） 8時～16時

 1日（火）
成田の梅まつり（～6日） 
詳細はFEEL成田(http://www.nrtk.jp)でご確認ください

成田山公園

 5日（土） 十箇座十万遍修行（～7日） 御護摩祈祷時 大本堂

11日（金） 全国災害物故者総
そう

供
く

養
よう

会
え 10時 大師堂

12日（土） 第37回仏教文化講座　第7講 13時 大本堂第一講堂

13日（日） 第38回成田山全国競書大会　中央審査会 10時 光輪閣

21日（祝） 彼
ひ

岸
がん

会
え 11時 釈迦堂

22日（火） 弘
こう

法
ぼう

大
だい

師
し

正御
み

影
え

供
く 10時 大師堂しょう

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、以下の行事を中止いたします

毎日

密教坐
ざ

禅
ぜん

（数
す

息
そく

観
かん

） 受入中止

写
しゃ

経 写経道場は利用中止
ご自宅で成田山写経用紙に写経して納経してください

断食修行 受入中止

19日（土） 信徒七誓会 中止

きょう

4月の主な成田山行事
 1日（金） 花

はな

御
み

堂
どう

潅
かん

仏
ぶつ

（～8日）

 2日（土）
第38回成田山全国競書大会
授賞式

 8日（金） 釈尊降
ごう

誕
たん

会
え

 9日（土） 第37回仏教文化講座　第8講

23日（土） 岸田照泰大僧正晋
しん

山
ざん

慶祝稚児御
お

練
ね

り

24日（日） 岸田照泰大僧正晋山式　 17ページ参照

28日（木） 茶
ちゃ

筅
せん

供
く

養
よう

会
え



千葉県成田市上町500番地　〒２８６−００３２
TEL．０４７６−２２−１２１１（代）
FAX．０４７６−２２−１２２０
http://www.nagomi-yoneya.co.jp/
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大本堂前で豆をまく歌手の島津亜矢さん


