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岸
田
照
泰
大
僧
正
晋
山
式

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
の
晋し

ん

山ざ
ん

を
慶
祝
し
、
古
式
に
則の

っ
と

り

御
本
尊
不
動
明
王
へ
の
奉
告
と
お
披
露
目
の
儀
式
を
左

記
の
通
り
厳
修
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
記

令
和
四
年
四
月
二
十
四
日（
日
）厳
修

大
本
山
成
田
山
新
勝
寺

成田山の法灯を継承された岸田照泰大僧正

晋
山
慶
祝

御
練
り	

時
間
　
十
時
～

	

場
所
　
J
R
成
田
駅
前
～
表
参
道
～

	

　
　
　
大
本
堂
前

庭
　
　
儀	

時
間
　
十
一
時
～

	

場
所
　
大
本
堂
前

晋
山
奉
告

大
護
摩
供	

時
間
　
十
一
時
三
十
分
～

	

場
所
　
大
本
堂



　

例
年
に
な
く
寒
さ
厳
し
い
冬
が
去

り
、
よ
う
や
く
、
待
ち
わ
び
て
い
た

陽
春
、
明
る
い
花
々
が
心
を
温
か
く

し
て
く
れ
る
季
節
が
到
来
し
た
。
ま

る
で
地
球
温
暖
化
が
嘘う

そ

の
よ
う
に
、

肌
を
突
き
さ
す
冷
た
く
て
強
い
風
、

そ
し
て
殊
に
北
日
本
で
の
家
々
や
道

路
に
高
く
積
も
っ
た
雪
の
恐
ろ
し
さ

を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
冬
で
あ
っ
た
。

　

四
月
八
日
に
は
花
ま
つ
り
が
行
わ

れ
る
。
お
釈
迦
さ
ま
が
お
生
ま
れ
に

な
っ
た
日
で
あ
る
。
色
と
り
ど
り
の

花
を
飾
っ
た
花は

な

御み

堂ど
う

の
中
で
、
右
手

を
ま
っ
す
ぐ
に
挙
げ
て
立
っ
て
お
ら

れ
る
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
お
釈
迦

さ
ま
に
、
み
ん
な
で
甘
茶
を
か
け
る
。

　

仏
伝
に
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、

『
ブ
ッ
ダ
チ
ャ
リ
タ
』
と
い
う
仏
典

に
よ
る
と
、
お
釈
迦
さ
ま
は
お
生
ま

れ
に
な
っ
て
す
ぐ
に
、
重
々
し
く
七

優
し
さ

歩
歩
き
、
そ
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
、

「
さ
と
り
の
た
め
、
そ
し
て
人
び
と

へ
の
利り

益や
く

の
た
め
に
、
私
は
生
ま
れ

た
」
と
。

　

さ
と
り
を
開
き
、
人
び
と
に
法
を

説
い
て
正
し
い
道
に
導
き
、
そ
し
て

す
べ
て
の
人
を
い
か
な
る
苦
し
み
か

ら
も
身
を
も
っ
て
救
っ
て
あ
げ
た
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
甘
茶
を
か
け

る
手
に
力
が
入
り
、
背
筋
が
ピ
ン
と

伸
び
る
気
が
す
る
。

　

不
動
明
王
は
す
べ
て
の
人
び
と
に

尽
く
し
奉
仕
す
る
奴ぬ

僕ぼ
く

の
行
の
実
践

を
、
根
本
の
誓
い
と
し
て
お
ら
れ
る
。

人
の
苦
し
み
を
自
己
の
苦
し
み
と
し

て
救
い
た
い
と
願
う
お
釈
迦
さ
ま
の

慈じ

悲ひ

の
精
神
を
、
実
際
に
行
動
に
移

す
の
が
、
利り

他た

行ぎ
ょ
う
、
布ふ

施せ

で
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
究
極
が
奴
僕
行
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
私
た
ち
が
常
に
心
に
か

け
て
実
践
す
べ
き
道
で
あ
り
、
そ
れ

は
同
時
に
、
私
た
ち
を
幸
福
に
導
い

て
く
れ
る
。

　

慈
悲
の
心
、
即す

な
わ

ち
優
し
さ
に
は
実

に
大
き
な
力
が
あ
る
。
人
に
優
し
く

し
て
あ
げ
て
相
手
が
喜
ん
で
く
れ
れ

ば
、
自
分
も
嬉う

れ

し
く
な
る
。
そ
れ
ば

か
り
で
な
く
、
自
分
自
身
の
体
の
健

康
に
良
い
効
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
。

そ
れ
を
示
す
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で

行
わ
れ
た
実
験
結
果
が
あ
る
。

　

血
圧
の
高
い
高
齢
者
た
ち
が
、
毎

週
大
学
か
ら
四
十
ド
ル
を
渡
さ
れ
、

そ
れ
を
他
者
の
た
め
に
使
う
よ
う
指

示
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
誰
か
に
プ
レ

ゼ
ン
ト
す
る
と
か
慈
善
団
体
に
寄
付

す
る
な
ど
で
あ
る
。
す
る
と
、
三
週

間
後
に
は
血
圧
が
下
が
っ
た
。
し
か

も
、
同
じ
四
十
ド
ル
を
自
分
の
た
め

だ
け
に
使
う
よ
う
指
示
さ
れ
た
高
血

圧
の
高
齢
者
た
ち
に
比
べ
る
と
、
そ

の
差
は
歴
然
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

春
の
花
々
が
嬉
し
そ
う
に
咲
き
誇

る
中
、
大
い
に
優
し
さ
を
振
り
ま
き
、

助
け
合
い
な
が
ら
、
よ
り
健
康
で
幸

福
な
毎
日
を
送
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

巻
頭
言

 2	 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のご案内

 4	 密教経典入門　第28回
 6	 月間ニュース　橋本照稔大和尚一周忌法要／

川越別院・福井別院新主監就任／常楽会／全
国災害物故者総供養会／出世開運稲荷祭礼

 8	 今を生き抜く祈りの力
10	 成田山伽藍めぐり　「一切経堂」

12	 講社訪問　○成元講（千葉県）
14	 インフォメーション　御護摩祈祷／交通安全

特別大祈祷会／御宝前特別祈願ほか
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密
教
経
典
入
門
第
二
十
八
回

松
本
照
敬

成
田
山
仏
教
研
究
所
首
席
研
究
所
員

〔
漢
文
書
き
下
し
文
〕

　
「
三さ

ん

密み
つ

加か

持じ

速そ
く

疾し
つ

顕け
ん

」
と
は
、
い
わ
く
、
三

密
と
は
一
に
は
身
密
、
二
に
は
語
密
、
三
に
は

心
密
な
り
。
法
仏
の
三
密
は
甚じ

ん

深じ
ん

微み

細さ
い

に
し
て

等と
う

覚が
く

十じ
ゅ
う

地じ

も
見け

ん

聞も
ん

す
る
こ
と
能あ

た

わ
ず
。
故
に
密

と
い
う
。
一
々
の
尊
、
等
し
く
刹せ

つ

塵じ
ん

の
三
密
を

具ぐ

し
て
、
互た

が
い相
に
加
入
し
彼ひ

此し

摂し
ょ
う

持じ

せ
り
。
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

の
三
密
も
ま
た
か
く
の
如
し
。
故
に
三
密
加

持
と
名
づ
く
。

　

も
し
真し

ん

言ご
ん

行ぎ
ょ
う

人に
ん

あ
っ
て
こ
の
義
を
観か

ん

察ざ
つ

し
て
、

手
に
印い

ん

契げ
い

を
作な

し
、
口
に
真
言
を
誦じ

ゅ

じ
、
心
三さ

ん

摩ま

地じ
（
1
）
に
住
す
れ
ば
、
三
密
相
応
し
て
加
持
す

る
が
故
に
、
早
く
大だ

い

悉し
っ

地じ
（
2
）
を
得
。

〔
注
〕

（
１
）
三
摩
地　

サ
マ
ー
デ
ィ
の
音
写
。
三さ

ん

昧ま
い

と
も
音
写
さ
れ
る
。
心
を
一
つ
の
対
象
に
集

中
さ
せ
る
こ
と
。

（
２
）
悉
地　

シ
ッ
デ
ィ
の
音
写
。
密
教
の
修

行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
さ
と
り
の
境
地
。

〔
現
代
語
訳
〕

　
「
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
」
と
い
う
第

三
句
を
解
釈
し
よ
う
。「
三
密
」
と
は
、
第
一

に
身
体
活
動
の
秘
密
、
第
二
に
言
語
活
動
の
秘

密
、
第
三
に
精
神
活
動
の
秘
密
で
あ
る
。

　

真
理
そ
の
も
の
を
体
現
し
て
い
る
仏
の
身

体
・
言
語
・
意こ

こ
ろ

の
三
つ
の
活
動
は
、
き
わ
め
て

こ
ま
や
か
で
あ
っ
て
、
さ
と
り
の
内
容
が
仏
と

等
し
い
菩ぼ

薩さ
つ

や
、
そ
れ
以
下
の
十
段
階
の
菩
薩

も
、
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

に
「
密
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

真
理
そ
の
も
の
と
し
て
の
仏
が
あ
ら
わ
し
出

し
て
い
る
数
か
ぎ
り
な
い
一
々
の
仏
た
ち
は
、

等
し
く
無
数
の
三
密
を
そ
な
え
て
、
互
い
に
力

を
加
え
合
い
、
か
れ
と
こ
れ
と
が
支
え
合
う
関

係
に
あ
る
。
私
た
ち
の
身
体
・
言
語
・
意
の
三

つ
の
は
た
ら
き
、
す
な
わ
ち
三
密
も
、
仏
の
そ

れ
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
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
」
の
で
あ
り
、こ
れ
を
「
三

密
加
持
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

も
し
、
真
言
密
教
の
修
行
者
が
お
り
、
こ
の

意
味
を
考
察
し
て
、
手
に
印
契
を
結
び
、
口
に

真
言
を
唱
え
、
意
を
本
尊
の
境
地
に
集
中
す
る

な
ら
ば
、
仏
の
三
密
と
修
行
者
の
三
密
と
が
応

　

 【
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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仏 修行者

身
三密修行
印を結ぶ

真言を唱える

本尊を観ずる

口

意

身密

三密
口密 意密

加（大悲）

持（信心）
仏の力をよく感じとる

太陽の光のような仏の力

不思議なはたらきに
よって応じ合う

日
を
感
じ
と
る
こ
と
を
「
持
」
と
名
づ
け
る
。

　

修
行
者
が
、
も
し
よ
く
こ
の
真
理
の
お
も
む

き
に
思
い
を
こ
ら
す
な
ら
ば
、
如
来
と
私
た
ち

の
三
密
が
相
応
ず
る
の
で
、
こ
の
身
体
の
ま
ま

で
、
す
み
や
か
に
本
来
私
た
ち
が
そ
な
え
も
っ

て
い
る
三
種
類
の
身
体
を
あ
ら
わ
し
、
さ
と
り

を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

「
す
み
や
か
に
さ
と
り
の
世
界
が
あ
ら
わ
れ
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
日
常
、「
即
時
」
と
か
「
即

日
」
と
か
い
う
よ
う
に
、「
即
身
」
と
い
う
意

味
も
、
ま
た
同
様
で
あ
る
。

〔
解
説
〕

　

前
の
文
で
は
、
三
密
修
行
の
仕
方
を
説
い
て

い
る
。
手
に
印
を
結
び
（
身
密
）、
口
に
真
言

を
唱
え（
口く

密
）、意
に
本
尊
を
観
ず
る（
意
密
）

の
で
あ
る
。
こ
の
修
行
に
よ
っ
て
即
身
成
仏
し

う
る
理
由
を
示
し
た
の
が
「
加
持
」
を
説
明
す

る
あ
と
の
文
で
あ
る
。

　

三
密
修
行
に
よ
っ
て
、
如
来
の
大
悲
が
太
陽

の
よ
う
に
輝
き
、
衆
生
の
心
奥
が
そ
れ
を
映
し

出
す
、
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

次
に
、『
即
身
成じ

ょ
う

仏ぶ
つ

義ぎ

』
の
結
び
の
文
を
読

も
う
。

�

〈
次
号
へ
つ
づ
く
〉

じ
合
い
、
力
を
加
え
合
う
か
ら
、
早
く
偉
大
な

さ
と
り
の
境
地
を
得
る
の
で
あ
る
。

〔
漢
文
書
き
下
し
文
〕

　

加
持
と
は
如に

ょ

来ら
い

の
大だ

い

悲ひ

と
衆
生
の
信
心
と
を

あ
ら
わ
す
。
仏ぶ

つ

日に
ち

の
影
、
衆
生
の
心
水
に
現
ず

る
を
加
と
い
い
、
行
者
の
心
水
、
よ
く
仏
日
を

感
ず
る
を
持
と
名
づ
く
。

　

行
者
も
し
よ
く
こ
の
理り

趣し
ゅ

を
観
念
す
れ
ば
、

三
密
相
応
す
る
が
故
に
、
現
身
に
速
疾
に
本ほ

ん

有ぬ

の
三さ

ん

身じ
ん
（
1
）
を
顕
現
し
証し

ょ
う

得と
く

す
。
故
に「
速
疾
顕
」

と
名
づ
く
。
常
の
即
時
即
日
の
如
く
、
即そ

く

身し
ん

の

義
も
ま
た
か
く
の
如
し
。

〔
注
〕

（
１
）
本
有
の
…　

本
来
そ
な
え
も
っ
て
い
る

法ほ
っ

身し
ん

、
報ほ

う

身し
ん

、
応お

う

身じ
ん

の
三
身
。

〔
現
代
語
訳
〕

　
「
不
思
議
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
応
じ
合
う
」

（
加
持
）
と
は
、
如
来
の
大
悲
と
人
び
と
の
信

心
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
太
陽
の

光
の
よ
う
な
仏
の
力
が
、
人
び
と
の
心
の
水
に

映
じ
あ
ら
わ
れ
る
の
を
「
加
」
と
い
い
、
真
言

密
教
の
修
行
者
の
心
の
水
が
、
よ
く
そ
の
仏
の

仏と私たちとの三
さん

密
みつ

が不思議なはたらきによって応じ合うことを三密加
か

持
じ

という
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月間ニュース

6

関係寺院の諸大徳や篤信が参列

樋口照喜川越別院主監

　

こ
の
度
、
川
越
別
院
本
行
院
で
は

石
井
照
典
前
主
監
の
非
常
勤
顧
問
就

任
に
伴
い
、
第
十
代
主
監
と
し
て
樋

口
照
喜
僧
正
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

樋
口
僧
正
は
、
一
九
五
九
年
（
昭

和
三
十
四
年
）
の
お
生
ま
れ
。
一
九

七
五
年
に
成
田
山
に
入
寺
さ
れ
、
大

正
大
学
卒
業
後
は
新
勝
寺
に
勤
務
。

布
教
を
は
じ
め
と
す
る
伝
道
活
動
や

成
田
山
仏
教
研
究
所
の
事
務
局
を
務

め
ら
れ
る
な
ど
、
信
徒
教
化
と
教
学

業
務
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
〇

〇
年
（
平
成
十
二
年
）
か
ら
は
東
京

別
院
深
川
不
動
堂
で
法
務
に
精
励
さ

れ
、
情
報
管
理
部
長
を
お
務
め
に
な

ら
れ
ま
し
た
。

　

成
田
山
新
勝
寺
中
興
第
二
十
一
世

貫
首
橋
本
照
稔
大
和
尚
の
遷
化
か
ら

一
年
と
な
る
二
月
十
八
日
、
大
本
山

川
崎
大
師
平
間
寺
藤
田
隆
乗
貫
首
大

導
師
の
も
と
一
周
忌
法
要
を
厳
修
し

ま
し
た
。

　

法
要
に
は
真
言
宗
智
山
派
芙
蓉
良

英
宗
務
総
長
、
大
本
山
髙
尾
山
薬
王

院
佐
藤
秀
仁
貫
首
を
は
じ
め
と
す
る

関
係
寺
院
の
諸
大
徳
、
成
田
山
奉
賛

　

ま
た
、
福
井
別
院
九
頭
龍
寺
で
は

月
間
照
孝
前
主
監
の
長ち

ょ
う
ろ
う臈
就
任
に
伴

い
、
第
三
代
主
監
と
し
て
鴇
田
照
新

僧
正
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

鴇
田
僧
正
は
、
一
九
七
〇
年
の
お

生
ま
れ
で
す
。
一
九
八
三
年
に
成
田

山
に
入
寺
。
大
正
大
学
卒
業
後
は
、

新
勝
寺
に
お
い
て
法
務
に
精
励
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
間
、
発ほ

っ

心し
ん

院い
ん

の
寮
長

と
し
て
、
成
田
山
の
将
来
を
担
う
弟

子
た
ち
の
育
成
に
努
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
一
九
九
九
年
に
福
井
別
院
へ
移

ら
れ
る
と
、
総
務
課
長
を
お
務
め
に

な
ら
れ
る
な
ど
、
二
十
二
年
の
長
き

に
わ
た
っ
て
別
院
運
営
の
中
枢
を

担
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

会
役
員
の
皆
さ
ま
ほ
か
、
成
田
山
講

社
役
員
や
ご
信
徒
な
ど
ご
縁
の
深
い

多
く
の
方
々
が
参
列
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
大
導
師
が
回え

向こ
う

文も
ん

を
奉
読

し
、
読
経
が
始
ま
る
と
参
列
の
方
々

が
大
和
尚
の
在
り
し
日
を
偲し

の

ん
で
焼

香
。
終
わ
り
に
、
成
田
仏
教
聖
歌
合

唱
団
が
大
和
尚
作
詞
に
よ
る
仏
讃
歌

『
明
王
永と

劫わ

に
』
を
奉
唱
し
、
供
養

の
誠
を
捧
げ
ま
し
た
。

大本山川崎大師平間寺藤田隆乗貫首大導師
のもと厳修

ゆ
か
り
あ
る
多
く
の
方
々
が
参
列

二
月
十
八
日
　
光
輪
閣

橋
本
照
稔
大
和
尚
一
周
忌
法
要

川
越
・
福
井
に
新
主
監
が
就
任

三
月
一
日

成
田
山
別
院

鴇田照新福井別院主監
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涅
ね

槃
はん

図を掲げて法要を厳修

岸田照泰貫首大導師のもと厳修祭礼への奉納として開催された弓道大会

大
だい

法
ほう

会
え

で献花する参列者

　

出
世
開
運
稲
荷
祭
礼
は
、
毎
年
二

月
、
二
の
午う

ま

の
日
と
そ
の
前
日
の
二

日
間
に
わ
た
っ
て
行
っ
て
お
り
、
祭

礼
中
に
「
出
世
稲
荷
祭
禮
」
の
朱
書

入
り
特
別
札
を
授
与
し
て
い
ま
す
。

　

本
年
は
、
二
十
二
日
に
岸
田
照
泰

　

お
釈
迦
さ
ま
が
入
滅
さ
れ
た
こ
の

日
、
岸
田
照
泰
貫
首
大
導
師
の
も
と

常じ
ょ
う

楽ら
く

会え

を
厳
修
し
ま
し
た
。
道
場
に

は
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
入
滅
を
描
い
た

涅ね

槃は
ん

図
を
奉
安
。
前
日
の
御
逮
夜
法

要
で
は
最
後
の
教
え
で
あ
る
『
仏ぶ

つ

遺ゆ
い

教き
ょ
う
ぎ
ょ
う
経
』
を
読ど

く

誦じ
ゅ

し
ま
し
た
。
当
日
は
、

密み
つ

厳ご
ん

流り
ゅ
う

遍へ
ん

照じ
ょ
う講こ
う

下
総
印
旛
教
区
連
合

会
の
御
詠
歌
奉
詠
も
行
わ
れ
、
参
列

し
た
多
く
の
ご
信
徒
が
お
釈
迦
さ
ま

の
ご
遺
徳
を
偲
び
ま
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
三
月

十
一
日
に
合
わ
せ
、
岸
田
照
泰
貫
首

大
導
師
の
も
と
、
全
国
の
自
然
災
害

な
ど
で
犠
牲
と
な
っ
た
方
々
の
ご
冥

福
を
祈
る
全
国
災
害
物
故
者
総
供
養

会
を
厳
修
し
ま
し
た
。

　

法
要
で
は
、
僧
侶
に
よ
る
読
経
が

行
わ
れ
、
参
詣
し
た
ご
信
徒
は
御
堂

前
に
設
置
し
た
焼
香
台
で
静
か
に
手

を
合
わ
せ
、
物
故
者
の
冥
福
を
祈
り

ま
し
た
。

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
遺
徳
を
偲
ん
で

二
月
十
五
日
　
釈
迦
堂

常
楽
会

火
難
消
除
・
商
売
繁
昌
を
祈
願

二
月
二
十
一
日
・
二
十
二
日
　
出
世
稲
荷

出
世
開
運
稲
荷
祭
礼

犠
牲
者
の
冥
福
を
祈
る

三
月
十
一
日
　
大
師
堂

全
国
災
害
物
故
者
総
供
養
会

貫
首
大
導
師
の
も
と
大
法
会
を
厳
修
。

　

ま
た
同
日
に
は
、
祭
礼
へ
の
奉
納

と
し
て
、
成
田
市
弓
道
協
会
（
勝
田

葊
義
会
長
）
主
催
の
弓
道
大
会
が
成

田
高
等
学
校
弓
道
場
で
開
催
さ
れ
、

約
三
十
人
が
腕
を
競
い
合
い
ま
し
た
。



　

進
学
や
就
職
な
ど
環
境
が
変
わ
る
四
月
。
ど

こ
と
な
く
不
安
を
感
じ
な
が
ら
も
、
み
な
新
た

な
道
を
歩
み
は
じ
め
ま
す
。

　

弘こ
う

法ぼ
う

大だ
い

師し

は
『
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経ぎ
ょ
う

秘ひ

鍵け
ん

』
に
「
迷め

い

悟ご

我わ
れ

に
あ
れ
ば
、
発ほ

っ

心し
ん

す
れ
ば
即す

な
わ

ち
到い

た

る
」
と
説

か
れ
ま
し
た
。
人
の
迷
い
も
真
理
も
す
べ
て
自

分
の
心
の
中
に
あ
る
。
故
に
心
を
正
せ
ば
、
忽た

ち
ま

ち
光
が
射
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

人
は
先
の
見
え
な
い
状
況
に
陥
る
と
不
安
を

感
じ
ま
す
。
不
安
は
大
き
な
ス
ト
レ
ス
と
な
り
、

体
調
に
負
の
影
響
を
与
え
ま
す
。

　

不
安
や
迷
い
を
感
じ
た
と
き
は
、
御
真
言
を

お
唱
え
し
て
心
を
調
え
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
を
調
え
る

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
。

苦
難
に
耐
え
し
の
ぶ

　

今
、
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
経
済
が
冷

え
込
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
に
暗
い
影
を
落
と

し
て
い
ま
す
。
特
に
飲
食
店
の
経
営
は
困
難
を

極
め
、
雇
用
の
悪
化
が
著
し
く
、
多
く
の
人
び

と
が
大
き
な
不
安
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

弘
法
大
師
は
『
・か

ん

十じ
ゅ
う

九き
ゅ
う

種し
ゅ

相そ
う

観か
ん

想そ
う

略り
ゃ
く

頌し
ょ
う

文も
ん

』

私
た
ち
の
誓
い

の
中
で
、
お
不
動
さ
ま
に
つ
い
て
「
大だ

い

磐ば
ん

石じ
ゃ
くに

安あ
ん

坐ざ

す
る
は
、
衆し

ゅ

生じ
ょ
うの

重
じ
ゅ
う

障し
ょ
うを

鎮し
ず

む
る
な
り
」

と
説
か
れ
ま
し
た
。

　

重
障
と
は
人
び
と
の
悩
み
の
元
凶
と
な
る
貪む

さ
ぼ

り
や
瞋い

か

り
、
愚
か
さ
と
い
っ
た
煩ぼ

ん

悩の
う

の
こ
と
。

お
不
動
さ
ま
は
衆
生
の
煩
悩
と
い
う
大
き
な
岩

を
鎮
め
な
が
ら
、
じ
っ
と
耐
え
し
の
ば
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
心
が
迷
走
す
る
こ

と
な
く
苦
し
み
の
世
界
を
生
き
抜
け
る
よ
う
、

常
に
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の

御お

姿す
が
たに

な
ら
い
、
強
い
決
意
と
耐
え
し
の
ぶ
心

を
養
い
ま
す
、
と
い
う
の
が
第
三
の
誓
い
で
す
。

　

人
は
困
難
な
状
況
に
立
た
さ
れ
る
と
気
持
ち

が
弱
く
な
り
、
心
が
不
安
に
支
配
さ
れ
て
前
へ

進
め
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
今
を
生
き
抜

く
こ
と
、
活
動
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
は
と
て

も
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
苦
し
み
か
ら
逃
げ
て

し
ま
っ
て
は
明
る
い
未
来
は
や
っ
て
き
ま
せ
ん
。

強
い
心
を
持
っ
て
耐
え
し
の
ぶ
こ
と
で
、
苦
難

を
乗
り
越
え
る
希
望
の
光
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。

　

苦
し
い
と
き
、
つ
ら
い
と
き
ほ
ど
、
お
不
動

さ
ま
の
御
姿
を
心
に
念
じ
、
心
の
迷
い
を
鎮
め

て
苦
難
に
耐
え
し
の
び
、
諦
め
ず
乗
り
越
え
て

い
く
力
を
頂
戴
い
た
し
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
。

向
こう

拝
はい

柱間に架けられた水
みず

引
ひき

虹
こう

梁
りょう

。その上の連
つれ

三
み

ツ
つ

斗
ど

が軒
のき

桁
げた

を支えている

一
切
経
堂

一い
っ

切さ
い

経き
ょ
うを

収
め
た
転て

ん

輪り
ん

経き
ょ
う
ぞ
う蔵

を
一
回
転
さ
せ

る
だ
け
で
、
お
経
を
読
ん
だ
の
と
同
じ
功く

徳ど
く

を

得
る
こ
と
が
で
き
る
―
―
。
こ
の
夢
の
よ
う
な

シ
ス
テ
ム
が
成
田
山
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
一

切
経
堂
（
成
田
市
指
定
文
化
財
）
で
す
。
現
在

は
文
化
財
保
護
の
た
め
、
堂
内
の
転
輪
経
蔵
を

回
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
経
典
を
収
蔵
す

る
建
物
と
し
て
、
七
堂
伽が

藍ら
ん

の
ひ
と
つ
に
挙
げ

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
重
要
な
御
堂
で
す
。

開
か
な
い
窓
の
あ
る
経
典
蔵

一
切
経
堂
は
一
七
二
二
年
（
享
保
七
年
）
の

建
立
。
宝ほ

う
ぎ
ょ
う形

造
り
の
三
間
四
面
堂
で
、
屋
根
の

て
っ
ぺ
ん
に
は
塔
に
あ
る
よ
う
な
露ろ

盤ば
ん

、
伏ふ

く

鉢ば
ち

、

受う
け

花ば
な

、
宝ほ

う

珠じ
ゅ

が
つ
い
て
い
ま
す
。
正
面
に
あ
る

唐か
ら

破は

風ふ

付
き
向こ

う

拝は
い

の
鬼お

に

板い
た

上
に
は
翼
を
広
げ
た

孔く

雀じ
ゃ
く
を
置
き
、
向
拝
柱
は
菱ひ

し

形が
た

彫
刻
を
施
し
た

几き

帳ち
ょ
う

面め
ん

取ど

り
の
角
柱
と
し
て
い
ま
す
。
几
帳
面

取
り
の
よ
う
な
細
か
い
仕
事
は
き
ち
ん
と
正
確

に
作
業
を
し
な
け
れ
ば
美
し
く
仕
上
が
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
物
事
を
き
ち
ん
と
行
う
ま
じ
め
な

銅板葺
ぶ

き屋根で宝
ほうぎょう

形造りの一
いっ

切
さい

経
きょう

堂
どう

（成田市指定文化財）
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面取りとは

孔
く

雀
じゃく

が配された向拝唐
から

破
は

風
ふ

上の鬼
おに

板
いた

。中央には
釈
しゃ

迦
か

三
さん

尊
ぞん

の梵
ぼん

字
じ

、左右には龍があしらわれている

側面にも両開きの双
もろ

折
おり

桟
さん

唐
から

戸
ど

があるが、通常は正
面しか開閉していない

立体的な彫刻がはめ込まれている火
か

頭
とう

窓
まど

。開閉は
できず、一般的な窓の効用はない

四面に菱
ひし

形
がた

彫刻が
施された向拝柱。
角は几

き

帳
ちょう

面
めん

取
ど

りされ
ている

人
を
「
几
帳
面
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
と
か
。

向
拝
の
柱
間
に
は
水み

ず

引ひ
き

虹こ
う
り
ょ
う梁を

架
け
、
そ
の

柱
上
に
連つ

れ

三み

ツつ

斗ど

を
置
い
て
軒の

き

桁げ
た

を
支
持
。
正

面
と
左
右
側
面
の
三
か
所
に
双も

ろ

折お
り

桟さ
ん

唐か
ら

戸ど

を
つ

け
、
四
方
の
各
面
に
は
こ
の
御
堂
を
印
象
づ
け

る
火か

頭と
う

窓ま
ど

が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

火
頭
窓
の
形
状
は
尖せ

ん

頭と
う

ア
ー
チ
に
似
た
独
特

な
も
の
で
、
古
く
は
寺
院
、
城
、
住
宅
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
建
築
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

一
切
経
堂
の
窓
に
は
引
き
戸
が
な
く
、
中
国
の

故
事
を
も
と
に
し
た
彫
刻
が
は
め
込
ま
れ
て
い

ま
す
。
窓
の
効
用
と
い
え
ば
採
光
や
換
気
で
す

が
、
こ
の
御
堂
の
窓
に
は
こ
れ
ら
の
効
用
は
一

切
な
く
、
装
飾
が
主
眼
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
火

頭
窓
は
雨
仕
舞
い
が
悪
い
の
で
、
一
般
的
に
は

装
飾
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
た
当
初
、
寺
院
は
中

国
建
築
を
手
本
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
御
堂
は

礼
拝
す
る
場
所
で
は
な
く
仏
さ
ま
の
た
め
の
空

間
と
さ
れ
、
一
切
経
堂
の
よ
う
に
堂
内
に
畳
は

敷
か
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
皇
族

や
貴
族
が
寺
院
内
に
生
活
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と

に
よ
り
、
板
張
り
、
畳
敷
き
と
変
化
し
、
日
本

独
自
の
寺
院
建
築
が
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

片几帳面 底几帳面

上図は一切経堂向拝柱の断面形状。
下図の形状も几帳面と呼ばれる

建材の角を削り取って面を作ること
をいい、さまざまな形状がある。
几帳面はその形状のひとつ

●こんな几帳面も…
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門
前
の
料
理
屋
に
受
け
継
が
れ
る

百
四
十
年
の
不
動
尊
信
仰

〈
千
葉
県
成
田
市
〉

千葉県千葉県
成田市成田市

吉見町吉見町

講
社
の
歴
史　

◯成
元
講
は
成
田
山
の
表
参
道
で

成
田
名
物
の
鰻う

な
ぎ

料
理
な
ど
を
提
供
す
る
日
本
料

理
店
、
菊
屋
の
当
主
が
代
々
講
元
を
務
め
る
講

社
で
す
。

　

成
田
山
の
記
録
に
よ
る
と
、
講
社
の
設
立
は

一
八
八
一
年
（
明
治
十
四
年
）
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
◯成
元
講
の
「
元
」
の
字
は
江
戸
時
代
の

元
号
「
元
禄
」
か
ら
と
っ
て
い
る
と
い
う
話
も

伝
わ
っ
て
お
り
、
本
来
は
三
百
年
を
超
え
る
歴

史
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

菊
屋
の
歴
史
も
古
く
、
江
戸
時
代
の
中
期
に

当
主
が
成
田
山
の
貫
首
か
ら
寺
紋
（
現
在
の
葉

牡
丹
紋
で
は
な
く
葉
菊
紋
）
を
拝
領
し
、
既
に

営
ん
で
い
た
煮に

売う
り

屋や

（
江
戸
時
代
の
飲
食
店
）

の
屋
号
を
菊
屋
に
改
め
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
こ

の
頃
に
講
社
を
設
立
し
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
一
八
七
三
年
に
は
、
中
興
第
十
三
世
貫

首
の
原
口
照
輪
僧
正
か
ら
出
開
帳
の
際
に
、
御

本
尊
さ
ま
の
厨ず

子し

に
掛
け
ら
れ
て
い
た
葉
菊
紋

の
刺し

繍し
ゅ
う

入
り
覆
い
布
が
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

代
々
の
当
主
は
こ
の
葉
菊
の
紋
と
と
も
に
、

お
不
動
さ
ま
へ
の
信
仰
の
証
で
あ
る
◯成
元
講
を

大
切
に
受
け
継
い
で
き
ま
し
た
。

講
社
の
活
動　

門
前
の
表
参
道
を
拠
点
と
す
る

講
社
と
し
て
、
全
国
か
ら
参
集
す
る
た
く
さ
ん

の
参
詣
者
に
成
田
で
気
持
ち
よ
く
過
ご
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
精
一
杯
お
も
て
な
し
す
る
こ

と
を
最
も
大
切
な
活
動
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
◯成
元
講
の
総
登
山
は
、
正
月
、

五
月
、
九
月
の
お
ま
い
り
月
以
外
に
実
施
。
季

候
の
良
い
時
期
を
選
ん
で
親
族
や
知
人
、
出
入

り
業
者
の
方
々
に
も
声
を
掛
け
て
い
ま
す
。
大

本
堂
の
御お

護ご

摩ま

祈
祷
に
全
員
で
参
列
し
、
心
願

成
就
を
祈
っ
た
後
は
菊
屋
に
戻
っ
て
懇
親
会
を

兼
ね
た
宴
席
を
設
け
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
全

国
各
地
に
あ
る
成
田
山
の
別
院
や
分
院
に
も
皆

で
連
れ
だ
っ
て
お
ま
い
り
を
重
ね
て
お
り
、
参

加
者
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

信
仰
と
暖
簾
の 

た
す
き
を
繋
ぐ

石
槗
幸
太
郎
副
講
元
の
お
話　

昨
年
、
創
立
百

四
十
周
年
と
い
う
節
目
を
迎
え
、
記
念
登
山
を

行
い
表
彰
状
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
春
先
に

予
定
し
て
い
た
記
念
登
山
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍

の
影
響
で
十
一
月
ま
で
延
期
と
な
り
、
改
め
て

講
社
で
お
ま
い
り
で
き
る
有
り
難
さ
を
実
感
し
、

ま
た
、
久
し
ぶ
り
に
皆
で
和
気
あ
い
あ
い
と
お

ま
い
り
を
す
る
こ
と
で
、
思
い
出
に
残
る
一
日

と
な
り
ま
し
た
。

　

今
、
我
々
飲
食
の
業
界
は
未い

ま

だ
か
つ
て
無
い

危
機
的
な
状
況
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
講
元
で
あ
る
父
の
時
代
に
は
バ
ブ
ル
の
崩

壊
や
東
日
本
大
震
災
、
先
代
講
元
の
祖
父
の
時

代
に
は
太
平
洋
戦
争
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で

成
元
講

成
田
山
講
社
訪
問
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◯成元講
役員芳名（敬称略）

講
　
元

石
槗
菊
太
郎

先
　
達

今
田
　
　
慶

副
講
元

石
槗
幸
太
郎

幹
　
事

石
槗
真
衣
子

会
　
計

今
田
　
万
里

代々の講元が営む表参道の菊屋。おまいり月や週末は参
詣客でにぎわう

成田山から贈られた覆い布に刺
し

繍
しゅう

されてい
た葉菊紋。現在は刺繍部分だけが残る

◯成元講の皆さま。前列中央が石槗菊太郎講元。その左が長男の幸太郎副講元

も
、
お
ま
い
り
に
来
ら
れ
る
方
々
の
た
め
に
店

を
開あ

け
な
い
日
は
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

現
在
も
時
間
短
縮
や
酒
類
提
供
中
止
な
ど
、

そ
の
時
々
の
要
請
に
従
い
な
が
ら
も
、「
参
詣

の
お
客
さ
ま
が
来
て
く
だ
さ
る
限
り
は
営
業
し

よ
う
」
と
い
う
思
い
で
、
一
日
も
早
く
こ
れ
ま

で
の
日
常
が
戻
る
よ
う
願
い
な
が
ら
頑
張
っ
て

い
ま
す
。
信
仰
と
暖の

簾れ
ん

を
守
り
続
け
る
こ
と
は

駅
伝
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
難
所
を
走
る
よ
う

な
困
難
な
時
代
に
あ
っ
て
も
次
の
走
者
に
た
す

き
を
繋つ

な

ぐ
た
め
に
走
り
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
単
に
お
腹
に
た
ま
る
も
の
を
お
出
し
す

る
の
で
は
な
く
、
成
田
山
ま
い
り
の
記
憶
に
残

る
料
理
を
提
供
し
て
、
参
詣
者
を
お
も
て
な
し

す
る
こ
と
を
地
元
講
社
の
一
員
と
し
て
第
一
の

目
標
に
掲
げ
、
今
後
も
◯成
元
講
を
さ
ら
に
盛
り

上
げ
て
ま
い
り
ま
す
。
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成田山インフォメーション
☎ 0476-22-2111

開
創
１
６
９
周
年
記
念

特
別
大
護
摩
供
厳
修

川
越
別
院
本
行
院

４
月
５
日（
火
）11
時

岸
田
照
泰
貫
首

成
田
山
別
院
御
巡
錫
予
告

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

　
成
田
山
で
は
毎
日
、
御お

護ご

摩ま

祈
祷
で
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
。

清
浄
な
場
所
を
選
ん
で
お
ま
つ
り
し
、
お
願
い

事
の
成
就
を
お
祈
り
く
だ
さ
い
。

御
護
摩
札

木札小型札

大本堂での御
お

護
ご

摩
ま

祈祷

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
。

４月の御護摩祈祷 時刻

土・日・ 
祝日 28日 平日

5時30分
（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

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

交
通
安
全
特
別
大
祈
祷
会

４
月
６
日（
水
）〜
15
日（
金
）

　
御
宝
前
特
別
祈
願
を
申
し
込
ま
れ
ま
す
と
、

お
願
い
事
と
芳
名
を
護
摩
壇
正
面
に
掲
げ
、
御

護
摩
の
火
の
一
番
近
く
で
皆
さ
ま
の
お
願
い
事

を
祈
願
い
た
し
ま
す
。

初
穂
料　
３
万
円
以
上

期
　
間　
１
カ
月
間

大本堂の護摩壇正面にお願い事、芳名を奉安

御
宝
前
特
別
祈
願

　 

毎
日
の
御
護
摩
祈
祷
で
、

　 

お
願
い
事
の
成
就
を
祈
願

　
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
期
間
中
、
大
本
堂

と
交
通
安
全
祈
祷
殿
で
特
別
祈
祷
を
厳
修
し
、

特
別
記
念
札
を
授
与
い
た
し
ま
す
。

特
別
大
祈
祷
会

時
　
間　
11
時

場
　
所　
大
本
堂

車
の
特
別
祈
祷

時�

　
間　
８
時
〜
16
時
（
土
・
日
・
祝
日
は
17

時
ま
で
）
の
毎
時
00
分
と
30
分

場�

　
所　
交
通
安
全
祈
祷
殿
（
国
道
51
号
線
か

ら
成
田
山
門
前
方
面
の
参
道
に
入
り
約
２
０

０
メ
ー
ト
ル
）

大本堂での交通安全特別大
だい

祈
き

祷
とう

会
え

祈祷殿では自動車の無事故安全も祈願
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成田山インフォメーション
☎ 0476-22-2111

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
大
法
会

提
灯
献
灯 

の
お
す
す
め

４
月
25
日
か
ら
5
月
31
日
ま
で
献
灯

平和大塔へ続く参道に献灯された提
ちょう

灯
ちん

　
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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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

〈芳名謹刻例〉

大
本
堂

護
摩
木
祈
願

　
御お

護ご

摩ま

祈
祷
で
お
焚た

き
上
げ
す
る
薪ま

き

に
願
い

を
込
め
る
護
摩
木
祈
願
を
お
す
す
め
し
て
い
ま

す
。
お
願
い
事
と
名
前
を
書
い
て
奉
安
す
る
と
、

毎
日
の
御
護
摩
祈
祷
で
お
焚
き
上
げ
し
て
、
心

願
成
就
を
祈
願
い
た
し
ま
す
。

初
穂
料　
５
０
０
円

授
与
所　
御
守
受
場

奉
安
所　
大
本
堂
内

護
ご

摩
ま

木
ぎ

にお願い事と名前を書いて祈願

大本堂後方の見晴らしの良い高台に設置された玉垣
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成
田
山
で
修
行
し
て
僧
侶
に
な
る
こ
と
を
目

指
す
発ほ

っ

心し
ん

院い
ん

の
入
寮
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
中
学
生
や
高
校
生
の
う
ち
か
ら
修
行
を
始
め
、

大
学
卒
業
ま
で
寮
生
活
を
送
り
、
同
世
代
の
仲

間
た
ち
と
苦
楽
を
共
に
し
な
が
ら
仏
道
修
行
と

学
業
に
励
み
ま
す
。
卒
業
後
は
成
田
山
の
僧
侶

と
し
て
お
勤
め
し
ま
す
。

詳
　
細
　
発
心
院
係
ま
で

発
ほっ

心
しん

院
いん

の道場で朝のお勤め

他寺社を参詣するなど、見聞を広める野外活動も実施

成田山インフォメーション
☎ 0476-22-2111

大
本
堂

献
花 

の
お
す
す
め

成
田
山
の
未
来
を
担
う
僧
侶
を
育
成

発
心
院
の
入
寮
生
を
募
集

　
大
本
堂
内
正
面
左
右
の
大
き
な
献
花
台
に
は
、

ご
信
徒
皆
さ
ま
か
ら
奉
納
い
た
だ
い
た
献
花
料

に
よ
り
、
お
不
動
さ
ま
に
生
花
を
お
供
え
し
て

い
ま
す
。

　
日
頃
の
感
謝
を
込
め
て
、
御
本
尊
不
動
明
王

へ
生
花
を
お
供
え
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
い
た

し
ま
す
。

献
花
料　
一
口　
１
０
０
０
円

受
　
付　
大
本
堂
内
受
付

季節のお花をお不動さまにお供え
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成田山インフォメーション
☎ 0476-22-2111

　
小
坂
奇
石
は
、
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
。
ま
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
。

　
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
公
開
。
両
者
の
書
業
を
振
り
返
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

　
な
お
、
１
階
で
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
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

（
19
日
〜
22
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
）

次
回
展
示

「
田
近
憲
三
蒐
集
拓
本
と

　
　
　
　
　
　
近
代
日
本
の
書
」

４
月
23
日（
土
）〜
６
月
19
日（
日
）

　
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

広島の伝統工芸品、三
みよ し

次人形の内
だいり

裏雛
びな
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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

『
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
。

（
大だ

い

悲ひ

の
徳
の
故
に
青

し
ょ
う

黒こ
く

の
形
を
現
じ
）

前
節
の
「
大だ

い

威い

力り
き

」（
前
号
参
照
）、
す
な
わ

ち
三
徳
力
の
中
の
ひ
と
つ
、
大
悲
の
徳
が
具
体

的
に
説
か
れ
て
い
る
部
分
で
す
。

「
大
悲
」
は
大だ

い

慈じ

悲ひ

と
い
っ
て
も
差
し
支
え

あ
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
で
は
慈
と
悲
を
区
別
し

て
い
ま
す
。
日
本
語
で
は
慈
は
い
つ
く
し
み
、

大
悲
徳
故
　
現
青
黒
形

第
四
回

悲
は
あ
わ
れ
み
と
訓よ

ま
せ
た
り
し
ま
す
。
慈
が

生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
い
つ
く
し
ん
で
じ
っ

と
見
守
り
、
涙
を
も
っ
て
抱
き
か
か
え
る
母
の

よ
う
な
は
た
ら
き
だ
と
す
れ
ば
、
悲
は
積
極
的

に
御み

手て

を
差
し
の
べ
、
鉄
拳
を
も
っ
て
折せ

っ

檻か
ん

す

る
父
の
よ
う
な
は
た
ら
き
、
と
い
え
ま
す
。

古
来
、
青
黒
色
は
怒
り
の
極
致
を
表
す
色
と

伝
わ
り
ま
す
。
お
不
動
さ
ま
が
「
青
黒
」
色
の

「
形
」
（
身
体
、
肌
の
色
）
を
「
現
」
じ
て
お

ら
れ
る
の
は
、
迷
い
に
よ
っ
て
心
が
素
直
で
な

く
、
ひ
ね
く
れ
た
者
を
怒
り
の
鉄
拳
に
よ
っ
て

お
救
い
く
だ
さ
る
慈
悲
の
活
動
を
表
し
て
い
る

の
で
す
。

お
不
動
さ
ま
が
内
心
に
抱
い
て
お
ら
れ
る
大

慈
大
悲
は
、
御
心
体
の
根
本
か
ら
に
じ
み
出
て

く
る
も
の
で
慈
悲
の
極
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、

通
常
の
慈
悲
を
超
え
て
折

し
ゃ
く

伏ぶ
く

の
三さ

ん

昧ま
い

に
お
立
ち

に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
忿ふ

ん

怒ぬ

至
極
の
大
慈

悲
の
徳
を
示
さ
れ
青
黒
色
の
御お

姿す
が
た
を
現
し
て
お

ら
れ
る
。
こ
の
一
句
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味

が
あ
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
四
回



桃
の
花（
も
も
の
は
な
）

　

桃
は
、
中
国
黄
河
流
域
一
帯
を
原
産
と
す
る

バ
ラ
科
の
落
葉
木
で
、
晩
春
に
淡
い
紅
色
の
花

を
枝
い
っ
ぱ
い
に
咲
か
せ
ま
す
。

　

古
代
中
国
で
は
、
豊
か
な
香
り
と
輝
き
を
放

つ
桃
の
花
は
、
若
い
女
性
を
象
徴
す
る
花
と
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
紀
元
前
千
百
年
頃
に
編へ

ん

纂さ
ん

さ

れ
た
中
国
最
古
の
詩
集
『
詩し

経き
ょ
う

』
に
「
桃
の
夭よ

う

夭よ
う

た
る
灼

し
ゃ
く
し
ゃ
く

灼
た
る
其そ

の
華は

な

、
之こ

の
子こ

于う

に
帰と

つ

ぐ

其
の
室し

っ

家か

に
宜よ

ろ

し
か
ら
ん
（
若
々
し
く
燃
え
る

桃
の
花
の
よ
う
な
娘
が
嫁
い
で
ゆ
く
。
嫁
ぎ
先

の
家
柄
に
相
応
し
い
子
よ
）
」
と
あ
り
、
以
後

の
多
く
の
漢
詩
に
同
様
の
表
現
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

日
本
に
お
い
て
も
『
万
葉
集
』
巻
第
十
九
に

大お
お
と
も
の
や
か
も
ち

伴
家
持
の
「
春
の
園
紅

く
れ
な
いに

ほ
ふ
桃
の
花
下し

た

照で

る
道
に
出い

で
立
つ
を
と
め
（
春
の
園
に
紅
色
の

桃
が
咲
い
て
い
る
。
そ
の
花
が
樹
の
下
ま
で
照

り
輝
く
道
に
乙
女
が
佇た

た
ず

ん
で
い
る
）
」
と
い
う

和
歌
が
あ
る
よ
う
に
、
中
国
伝
来
の
思
想
が
色

濃
く
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

女
児
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
る
雛ひ

な
ま
つ
り祭

を
「
桃

の
節
句
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
の
中
国
思

想
と
と
も
に
、
旧
暦
三
月
三
日
（
現
在
の
四
月

上
旬
）
が
桃
の
花
が
咲
き
誇
る
時
期
に
重
な
る

か
ら
だ
と
さ
れ
ま
す
。

　

古
来
、
陽
の
植
物
で
あ
る
桃
は
、
陰
の
邪
気

を
祓は

ら

う
霊
木
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
『
古
事
記
』
の
伊い

ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

邪
那
岐
命
が
桃
の
実
を
投

げ
つ
け
て
黄よ

み泉
の
雷
神
を
退
け
る
一
節
や
桃
太

郎
の
鬼
退
治
に
同
様
の
思
想
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

桃
の
花
の
香
り
で
身
体
の
邪
気
を
祓
い
、
心

安
ら
か
に
過
ご
し
た
い
春
で
す
。

野
に
出
れ
ば
人
み
な
や
さ
し
桃
の
花

高
野
素
十

も
ゝ
の
花
我
を
わ
す
れ
る
月
日
か
な

千
代
女

23

砂
浜
の
湾
曲
の
先
山
眠
る

神
奈
川
県

北
郷
　
　
聖

入
院
の
シ
ー
ツ
を
伸
ば
す
松
の
内
東
京
都

中
田
百
合
子

西
の
富
士
北
の
筑
波
の
山
眠
る

千
葉
県

葊
田
　
喬
子

探
梅
や
日
差
し
に
押
さ
れ
往
く
ば
か
り
東
京
都

福
田
　
和
香

里
帰
り
家
族
三
代
初
詣

千
葉
県

吉
村
　
栄
祥

花
屋
へ
と
風
花
流
れ
行
き
に
け
り
東
京
都

渡
辺
　
一
甫

幾
度
も
小
首
か
し
げ
る
寒
雀

神
奈
川
県

渡
邊
　
久
也

▶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

◉
は
に
か
み
て
母
に
か
く
れ
る
冬
帽
子
千
葉
県

福
智
　
敏
枝

◉
眉
を
か
き
紅
さ
し
凜
と
初
鏡

千
葉
県

斎
藤
加
代
子

◉
ひ
よ
つ
こ
り
と
一
羽
増
え
た
る
か
い
つ
ぶ
り
山
口
県

段
田
　
晶
雄

智
光
俳
壇
杲
風
　
選
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2
年
7
月

千
葉
県

天
明
道
心
教
会

岩
﨑
隆
宏

大
草
寛
子

太
田
利
雄

大
塚
ひ
ろ
子

大
塚
正
幸

小
野
明
子

金
子
り
つ
子

川
村
双
葉

菊
池
二
朗

小
山
克
己

佐
藤
孝
志

佐
藤
達
夫

澤
木
勘
七

下
髙
原
惠
美
子

鈴
木
延
秋

ヌ
ワ
ン
タ
ー
ラ

カ
竹
村
三
男

辻　

郁
久

長
嵜
貞
昭

中
村
深
雪

蛭
田
栄
治

森　

照
森

山
田
光
治

湯
澤
香
代
子

吉
田
哲
夫

吉
村
昌
祥

東
京
都

東　

志
郎

市
川
久
子

稲
垣
美
鶴

岩
村
扶
美

榎
本　

妙

大
坪
弘
治

大
坪　

嘉

大
坪
幸
子

小
尾
明
子

片
岡
滋
子

木
村
勇
次

倉
橋　

勇

佐
藤
光
男

髙
木
宏
美

髙
橋
和
可

土
谷
き
よ

羽
野
利
治

原
島
貞
治

真
木
繁
子

吉
澤
和
一

𠮷
田
光
輝

神
奈
川
県

天
野
伸
子

荒
田
宰
吉

市
村　

勇

荏
原
ス
ミ
子

小
谷
和
久

田
中
松
江

沼
田
京
子

堀
井
貴
美
子

森
下
律
子

矢
地
茂
子

吉
川
順
郭

新
潟
県

梅
田　

茂
長
野
県

細
田
弘
幸

静
岡
県

竹
内
恒
夫

竹
内
深
雪

滋
賀
県

西
澤
加
奈
子

西
澤
政
男

京
都
府

北
村　

章

木
村
恭
子

奈
良
県

林　

覚
専

徳
島
県

川
原
瑞
枝

2
年
8
月

岩
手
県

苫
米
地
恭
介

福
島
県

黒
澤
美
香

小
松
キ
ヌ
子

茨
城
県

栗
橋
正
徳

沼
田
真
一

福
田
し
づ

栃
木
県

高
根
沢　

敦

群
馬
県

有
限
会
社
入
商

事
廣
嶋
岩
三
郎

文
化
財
建
造
物
諸
堂
修
復
事
業
へ
の
ご
志
納
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ご
志
納
く

だ
さ
い
ま
し
た
ご
信
徒
の
皆
さ
ま
に
謝
意
を
表
し
、
芳
名
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

〈
令
和
2
年
7
月
受
付
分
つ
づ
き
～
11
月
受
付
分
　
敬
称
略
〉

ご
志
納
者
芳
名

大
倉
商
店　

大

倉
正
美

小
西　

亮

小
西
広
章

石
原
売
店

石
原
嗣
夫

佐
々
木
俊
子

佐
々
木
義
行

今
井
貴
之

深
山
道
子

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ

ー
ム
は
な
み

ず
き

羽
田
野
孝
栄

坂
本　

豊

土
井
売
店

い
な
り
や
売
店

林

売

店
鴻
巣
裕
也

長
谷
部
一
泰

有
限
会
社
小
川

総
開
発

中
茎
禮
儀

中
茎
宮
子

中
茎
博
行

美
容
室
チ
ェ
ル

シ
ー　

松
嶋

真
由
美

小
原
農
園　

小

原
芳
寿

佐
藤
尚
武

出
野
康
明

田
口
正
則

株
式
会
社
一
喜

ピ
ー
ナ
ツ
の
き

む
ら
や

豆
の
ふ
く
だ
や

福
田
浩
之

福
田
康
恵

塩
田
賢
治

永
瀬　

惇

金
子　

進

有
限
会
社
ラ
ン

デ
ィ
ッ
ク
ス

ガ
ー
デ
ン

株
式
会
社
晃
和

デ
ィ
ス
プ
レ

イ
田
口
和
重

Ｊ
Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｅ　

Ｃ
Ｒ
Ａ
Ｆ
Ｔ 

Ａ
Ｒ
Ｔ

株
式
会
社
鈴
健

松
崎
建
設

山
路
之
洋

岩
井
俊
憲

秋
本
貞
子

毎
田
久
美
子

水
野　

茂

山

田

屋

山
田
正
史

林　

保
昭

福
田
昌
弘

林　

亮
輔

成
田
山
奥
山
講

奥
山
親
和
会

の

り

武

山
谷　

潤

株
式
会
社
ク
ラ

ウ
ン
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ

蕎
麦
割
烹
一
福

髙
喜
建
設
株
式

会
社　

髙

正
次

髙
喜
建
設
株
式

会
社

亀

谷

堂

ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス

株
式
会
社
舛
屋

ビ
ル

有
限
会
社
ア
サ

イ
造
園
計
画

堀
口
大
樹

有
料
老
人
ホ
ー

ム
さ
く
ら

大
庭
宏
之

株
式
会
社
オ
オ

シ
マ

た
た
み
の
佐
合

株
式
会
社
和
光

物
産
商
会

有
限
会
社
調
和

工
業

柴
野
裕
太

柴
野
美
樹

櫻
井　

宏

高
木
典
男

高
木
典
花

高
木
滉
典

関
矢
幸
司

関
矢
高
史

小
高
良
則

株
式
会
社
ト
ー

ケ
ン

株
式
会
社
キ
ー

プ
レ
イ
ヤ
ー

ズ

株
式
会
社
成
田

誠
尽
社

株
式
会
社
大
英

電
業
社

西
本
産
業
株
式

会
社

印
西
市　

野
々

村
塗
装

石
塚
雄
一

三
田
貴
彦

三
田
望
美

白
熊
正
一

江
口　

薫

株
式
会
社
翠
雲

堂
ぱ
ん
茶
屋

川
筋　

勉

か
ん
ば
ら
や

陳

玲

莉

陳

俊

祥

陳

清

德

Ｚ
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｏ 

Ｃ
Ｏ
２（
Ｓ
） 

Ｐ
Ｔ
Ｅ　
Ｌ

Ｔ
Ｄ

德
原
文
代

菊
一
生
コ
ン
株

式
会
社

雨
宮
加
奈

理
想
旅
行
株
式

会
社

腰
塚
高
志

有
限
会
社
ブ
ロ

ー
ド
バ
ン
ド

ア
ク
セ
ス

株
式
会
社
司
茂

商
店

有
限
会
社
ユ
タ

カ
チ
ク
サ
ン

有
限
会
社
エ
ス

ケ
イ
カ
イ
ウ

ン
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
開
運

株
式
会
社
青
野

商
店

鴨
居
興
業
有
限

会
社

結
婚
相
談
所
ホ

ワ
イ
ト
ロ
ー

ズ

有
限
会
社
龍
鵬

代
表
取
締
役

矢
部　

孝

矢
部
礼
恩

江
原　

信

株
式
会
社
テ
レ

ワ
ー
ク
サ
ー

ビ
ス　

代
表

取
締
役　

森

宣
人

小
糸
組
新
栄
講

ジ
ュ
エ
リ
ー
工

房
郡
司
宝
石

陳

洪

株
式
会
社
新
井

園
本
店

若
松
本
店

米
須
丈
倫

有
限
会
社
ジ
ャ

ス
ト
・
ニ
ー

ズ
有
限
会
社
ス
プ

レ
ー
メ
イ

ク
・
サ
ト
ー

樋
永
正
幸

食
事
処
居
酒
屋

瀬
お

ク
リ
ー
ン
サ
ー

ビ
ス
い
と
う

美
容
室
エ
ル
メ

ゾ
ン

東
幸
開
発
株
式

会
社　

大
浦

弘
子

大
浦　

敦

渡
邊
孝
二

米
屋
株
式
会
社

な
ご
み
の
米
屋

總
本
店

高
橋
身
奈

ど
ん
ぐ
り
会

小
松
茂
子

石

厚
美

十
善
護
国
講
社

成
田
組

大
樹
興
業
株
式

会
社

長
谷
川
秋
美

長
谷
川
大
樹

長
谷
川
良
枝

成
田
山
千
櫻
講

ル
ミ
エ
ー
ル
玉

川
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ン

株
式
会
社

株
式
会
社
ア
ル

ベ
ロ
プ
ロ

奥
澤
健
二

陽

毬

民
芸
店
さ
か
み

ち
萩
原
レ
タ
リ
ン

グ
・
シ
ル
ク

鰻
こ
な
や

寺
村
和
晃

鬼
木
都
智

囲
護
台
稲
荷
大

明
神

金
谷
利
至

櫻

庭

株
式
会
社
い
し

け
ん

不
動
そ
ば

酒
井
園
芸

暁
信
不
動
会

お
ま
か
せ
や
川

口
店

お
ま
か
せ
や
わ

ら
び
店

株
式
会
社
大
林

組
馬
場
建
築
設
計

事
務
所

木
村
友
貴

建
信
工
業
株
式

会
社

岸
本
規
生

宮
川
有
限
会
社

大
木
鶴
子

中
村
易
断
所 

青
野
紀
美
代

指
田
昇
一

石
塚
太
郎

有
限
会
社
栃
木

屋
運
送
店

湯
澤
香
代
子

田
中
政
弘

東
小
松
川
小
島

講
栗
原
祐
樹

出
世
開
運
稲
荷
祭
礼
献
灯 

芳
名

献
灯
さ
れ
た
皆
さ
ま
に
感
謝
の
意
を
表
し
芳
名
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

�

〈
順
不
同
、
敬
称
・
重
複
芳
名
は
省
略
〉
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埼
玉
県

朝
倉
則
子

井
上
裕
文

大
橋
紀
子

河
井
静
江

黒
須
と
よ

染
谷
良
作

田
中
昭
一

千
葉
県

天
明
道
心
教
会

浅
賀
輝
子

雨
倉　

潮

石
上
直
道

伊
藤
寿
一

内
田
裕
久

奥
村
弘
子

海
保
孝
介

川
﨑
増
造

久
保
田
忠
利

小
山
克
己

塩
田
澄
子

島
田
淑
子

鈴
木
延
秋

高
柴
育
夫

出
山
隆
重

戸
田
幸
子

錦
織
喜
芳

平
澤　

隆

増
田
滋
春

森　

照
森

吉
村
昌
祥

若
狭　

正

渡
辺
悦
子

東
京
都

内
田
忠
男

大
坪
弘
治

大
坪　

嘉

大
坪
幸
子

大
橋
泰
男

大
村
和
代

川
松
保
夫

鬼
頭
昭
行

小
室
禮
子

佐
野
百
合
子

髙
田
弘
子

武
居
弘
子

能
勢　

協

日
野　

晃

藤
田　

弘

星
合
智
日

山
口
幸
子

横
田
明
子

横
田
順
子

神
奈
川
県

市
村　

勇

多
田
ひ
ろ
み

原
田
か
ず
ゑ

持
田
久
江

森　

有
孔

渡
邉
錠
藏

渡
部
英
徳

山
梨
県

三
石
史
郎

長
野
県

細
田
弘
幸

滋
賀
県

西
澤
政
男

兵
庫
県

篠
原
法
傳

岡
山
県

河
合
み
き

広
島
県

ジ
ュ
ン
セ
イ
株

式
会
社

川
崎
美
智
子

黒
紙
裕
子

愛
媛
県

池
田
豊
吉

2
年
9
月

北
海
道

矢
沢
美
代

青
森
県

花
田
俊
岳

山
形
県

菅
原
三
太
郎

茨
城
県

石
塚　

力

海
老
原
八
重
子

大
川
ひ
ろ
み

橋
本
美
智
子

水
上
三
郎

村
下
治
一
郎

吉
田　

保

栃
木
県

村
野
和
助

群
馬
県

株
式
会
社
萩
原

商
店

齋
藤
昌
孝

廣
嶋
岩
三
郎

藤
生　

進

埼
玉
県

会
田
和
正

浅
田
尚
一

池
田
満
喜
男

石
川
洋
子

岩
崎
正
義

内
田
和
子

大
橋
紀
子

小
澤
源
男

喜
田　

豊

栗
原
和
夫

後
藤
正
道

齊
藤
美
知
也

柴
山
弘
子

鈴
木　

弘

武
井　

光

田
中
利
治

中
村
今
朝
男

堀
切
敬
史

村
田
佳
津
男

千
葉
県

天
明
道
心
教
会

江

戸

久

秋
元
卓
哉

秋
元
利
文

天
野
忠
陛

五
十
嵐
真
利
子

石
川
卓
夫

伊
藤
京
子

猪
野
秀
一

内
田
裕
久

大
河
好
美

大
澤
春
雄

大
堀
寛
一

加
藤
朝
太
郎

加
藤
妃
路
子

金
子
り
つ
子

川
久
保　

登

川
島
一
男

北
口
雄
一

草
野
孝
子

黒
川
喜
恵
子

小
曽
根
君
子

小
山
克
己

信
太
栄
一

清
水
和
子

鈴
木
節
子

鈴
木
延
秋

関
根
守
男

髙
井
功
一

髙
柴
律
子

田
口　

勇

田
中
朝
子

田
中
一
江

田
中
加
壽
子

谷　

ツ
ギ

塚
田
和
永

辻　

富
子

手
塚
善
子

内
藤
俊
子

長
嵜
貞
昭

中
村
公
明

永
山
美
津
江

根
岸　

晋

平
野
信
子

平
野
廣
行

平
野
雅
一

藤
本
惠
美
子

藤
本
茂
樹

眞
垣
利
光

松
井
昭
仁

松
井
誠
一

溝
口　

正

宮
内　

隆

宮
﨑
清
治

森　

一
弘

森　

照
森

湯
澤
香
代
子

吉
村
昌
祥

渡
辺　

勇

輪
違
敏
弥

東
京
都

清
和
奉
賛
会

阿
部
智
子

荒
木
德
也

上
野
秀
雄

大
島
清
子

大
坪
弘
治

大
坪　

嘉

大
坪
幸
子

岡
田
好
子

小
高
榮
司

柏
木
幸
子

加
藤
六
朗

後
藤
敏
夫

小
室
栄
久

鴫
原
節
子

鴫
原
友
一

執
行
晃
弘

柴　

節
子

清
水
文
子

杉
田
禎
子

髙
山
明
士

竹
内
信
夫

田
代
玲
子

椿　

芳
江

平
沼
顕
司

福
田
邦
子

古
田
孝
男

古
屋
章
次

増
田
幸
司

増
山
仲
雄

持
田
貴
史

藪
﨑
和
伸

藪
﨑
直
子

渡
邉
邦
治

神
奈
川
県

市
村　

勇

小
川
多
恵

小
谷
和
久

土
田
靜
枝

ト
ラ
ン
メ
ル
友

美
中
丸
龍
夫

持
田
久
江

森　

清
司

守
屋
幸
枝

山
田
好
一

石
川
県

田
村
聰
子

山
梨
県

髙
野
克
美

長
野
県

細
田
弘
幸

岐
阜
県

日
比
野
佳
代
子

日
比
野
修
大

滋
賀
県

西
澤
加
奈
子

西
澤
政
男

京
都
府

北
村　

章

佐
賀
県

大
浦
清
範

大
浦
登
代
子

2
年
10
月

茨
城
県

岡
野
由
紀
子

小
松
﨑　

雄

戈
賀
將
勝

中
嶋　

正

藤
枝　

功

宮
本
俊
男

群
馬
県

坂
本
晴
枝

廣
嶋
岩
三
郎

埼
玉
県

新
井
三
郎

石
川
洋
子

伊
藤
千
絵
美

大
熊
富
子

柿
沼
武
昭

風
見
福
治

河
井
静
江

川
合
基
文

小
山
芳
夫

近
野
彰
彦

菅
谷
彰
男

髙
澤
金
蔵

田
口
清
一

立
川　

功

鳥
羽
信
男

豊
田
仁
氏

中
井
川
勝
彦

長
嶺
拓
夫

長
谷
川
好
秋

日
坂
秀
吉

千
葉
県

有
限
会
社
ユ
ー

秋
葉
昭
子

秋
元
康
子

熱
田
洋
明

雨
倉　

潮

安
東
光
博

糸
川
由
紀
子

植
草
正
隆

大
平
ミ
ヨ

菊
池
二
朗

北
原　

繁

葛
生　

正

倉
持　

昇

小
山
克
己

佐
川
正
明

佐
藤
壽
雄

佐
藤
三
津
江

下
髙
原
惠
美
子

鈴
木
延
秋

鈴
木
光
男

染
矢　

潔

竹
田
亜
美

戸
田
幸
子

長
澤
千
代
子

長
島
利
雄

中
庭
奈
津
子

梨
本
裕
之

野
田
邦
彦

北
條
俊
子

松
田
徳
子

宮
内
尚
孝

三
宅
良
子

村
岡
幸
生

森　

照
森

山
田
永
治

吉
村
昌
祥

渡
辺
悦
子

東
京
都

石
川
光
男

泉　

弘
子

磯
部
美
恵
子

伊
藤
敏
雄

榎
倉
亜
里

大
坪
弘
治

大
坪　

嘉

大
坪
幸
子

小
川
幸
子

鎌
田
ナ
カ

小
山
多
喜
子

近
藤
喜
隆

柴
田
和
明

鈴
木
智
博

中
村
隆
雄

並
木
重
光

羽
野
利
治

福
井
貞
代

真
木
繁
子

室
町
喜
久
男

茂
木　

享

森　

昭
一

渡
邉
初
江

神
奈
川
県

市
村　

勇

小
宮
ト
シ
子

德
江
傳
三

藤
田
善
三

松
本
光
江

村
田
鋭
一

新
潟
県

斉
藤
竹
三
郎

山
梨
県

小
野
照
代

志
村
貞
秀

山
本
仁
一

長
野
県

細
田
弘
幸

岐
阜
県

日
比
野
佳
代
子

日
比
野
修
大

静
岡
県

飯
田
桂
三

滋
賀
県

西
澤
政
男

大
阪
府

大
久
保
幸
代

広
島
県

黒
紙
裕
子

高
知
県

齋
藤
義
春

福
岡
県

湯
屋
砂
代
子

長
崎
県

本
田
一
寛

本
田
智
恵
子

本
田
富
士
子

2
年
11
月

北
海
道

柴
野
美
穂
子

宮
城
県

大
場
勝
見

行
場
謹
子

秋
田
県

大
日
向
ト
キ

茨
城
県

石
塚　

力

稲
生
静
子

大
久
保
昭
一

大
塚
嘉
巳

中
嶋　

正

水
上
三
郎

湯
沢
輝
男

吉
田　

保

栃
木
県

藤
田
政
幸

群
馬
県

瀬
谷　

實

廣
嶋
岩
三
郎

埼
玉
県

有
限
会
社
田
島

自
動
車
整
備

工
場

飛
鳥
馬
安
博

新
井
竹
治

石
川
洋
子

石
塚　

章

石
塚
幸
代

石
塚
俊
子

石
塚
ヒ
サ

内
田
久
武

梅
田　

修

古
口
龍
彦

渋
谷　

茂

渋
谷
壽
美
子

立
松
文
子

土
田
と
く

中
井
泰
雄

栁
館
芳
輝

米
内
一
喜

千
葉
県

天
明
道
心
教
会

浅
野
一
也

有
北
幸
子

石
塚
千
代

植
野　

栄

内
海
幸
雄

内
田
裕
久

小
野
明
子

菊
池
二
朗

邱　

德
全

河
野
美
代
子

小
山
克
己

齋
藤
弘
子

齋
藤
義
二

鈴
木
二
郎

鈴
木
延
秋

田
村
順
市

辻　

好
男

戸
田
幸
子

ヌ
ワ
ン
タ
ー
ラ

カ
早
川
弘
子

堀
越
幸
一

松
田
徳
子

三
橋
基
臣

森　

照
森

吉
野
與
久

吉
村
昌
祥

神
奈
川
県

市
村　

勇

三
條
義
明

田
中　

明

新
潟
県

渡
辺
浅
子

石
川
県

田
村
聰
子

長
野
県

塩
原
昭
三
郎

細
田
弘
幸

岐
阜
県

日
比
野
佳
代
子

日
比
野
修
大

令
和
２
年
11
月
受

付
分
の
本
号
に
記

載
の
な
い
方
は
次

号
以
降
に
掲
載
い

た
し
ま
す



弘
法
大
師
ご
誕
生
一
二
五
〇
年

記
念
事
業
ご
志
納
の
お
願
い

写
経
用
紙
を
頒
布 

　

明
年
、
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

ご
誕
生

千
二
百
五
十
年
を
迎
え
る
に
あ

た
り
、
諸
堂
の
修
復
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。
記
念
事
業
達
成

の
た
め
、
ご
信
助
を
謹
ん
で
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

お
申
し
込
み
は
御
護
摩
受
付

所
、
ま
た
は
ペ
ー
ジ
添
付
の
払

込
取
扱
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
『
般
若
心
経
』写
経
用
紙（
３

枚
入
り
）を
頒
布
し
て
い
ま
す
。

ペ
ー
ジ
添
付
の
払
込
取
扱
票
に

あ
る
「
写
経
」
に
丸
を
つ
け
て

郵
便
局
か
ら
ご
送
金
、
ま
た
は

公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
「
写
経

セ
ッ
ト
申
込
フ
ォ
ー
ム
」
か
ら

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

初�
穂
料　
３
０
０
０
円
（
別
途

送
料
３
０
０
円
）

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
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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



4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 14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（金）
花
はな

御
み

堂
どう

潅
かん

仏
ぶつ

（～8日） 6時～16時 釈迦堂前

成田山全国競書展　第1期（～17日） 9時～16時
（最終入館は15時30分まで） 成田山書道美術館

 2日（土） 筆
ひっ

魂
こん

碑
ひ

供
く

養
よう

会
え 13時

成田山書道美術館
第38回成田山全国競書大会授賞式 13時30分

 5日（火） 川越別院開創169周年記念特別大
おお

護
ご

摩
ま

供
く 11時 川越別院

 6日（水）
春の全国交通安全運動
交通安全特別大

だい

祈
き

祷
とう

会
え

（～15日）
15ページ参照 大本堂・

交通安全祈祷殿

 8日（金） 釈尊降
ごう

誕
たん

会
え 10時 釈迦堂

 9日（土） 第37回仏教文化講座　第8講 13時 大本堂第一講堂

17日（日） 聖徳太子報恩大
だい

法
ほう

会
え 11時30分 聖徳太子堂

23日（土）
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

しん

山
ざん

慶祝稚児御
お

練
ね

り
9時45分 JR成田駅前～

表参道～大本堂前

24日（日）
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

2ページ参照

28日（木） 茶
ちゃ

筅
せん

供
く

養
よう

会
え 13時 茶筅塚

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

16日（土） 信徒七誓会 中止

きょう

5月の主な成田山行事
 1日（日） 成田山全国競書展　第2期（～31日）
 5日（祝） 横浜別院開創152年記念大祭
 6日（金） 平和大塔大

だい

法
ほう

会
え

（～7日）

 8日（日） 大
だい

般
はん

若
にゃ

会
え

14日（土） 第37回仏教文化講座　第9講
27日（金） 御本尊上陸聖地報恩大

だい

法
ほう

会
え
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