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▼
「
井
の
中
の

蛙
大
海
を
知
ら

ず
」
と
い
う
。

狭
い
範
囲
の
こ

と
し
か
知
ら
ず

広
い
世
界
に
考

え
が
及
ば
な
い

と

い
う

意
味

で
あ

る

。

こ

の
言

葉
に

「
さ

れ

ど

空

の
青

さ
を

知
る

」

と

い

う
続

き
が

あ
る

の

は

ご

存
知

？
こ

の
続

き

ま

で

含
め

る
と

た
と

え

狭

い

領
域

で
も

深
く

知

り

つ

く
す

こ
と

を
称

賛

す

る

言
葉

の
よ

う
に

響

く

▼

わ
れ

わ
れ

は
ど

う

し

て

も
自

分
の

感
覚

や

経

験

に
ひ

き
づ

ら
れ

が

ち

だ

。
自

分
で

は
全

く

意

識

の
な

い
色

眼
鏡

を

か

け

、
そ

の
レ

ン
ズ

の

色

や

眼
鏡

の
ふ

ち
に

制

限

さ

れ
て

そ
の

外
側

の

こ

と

に
は

な
か

な
か

気

づ

か

な
い

。
視

野
を

広

げ

ろ

と
は

よ
く

言
わ

れ

る

が

実
際

に
は

な
か

な

か

で

き
な

い
こ

と
な

の

で

あ

る
▼

同
じ

よ
う

に

実

は

続
き

の
あ

る
言

葉

を

紹

介
す

る
。

続
く

言

葉

で

印
象

が
ど

う
変

わ

る

か

味
わ

っ
て

ほ
し

い

▼

「

柔
よ

く
剛

を
制

す

」

の

続
き

は
「

剛
よ

く

柔

を

断
つ

」
。

柔
だ

け

で

な

く
剛

の
良

さ
も

評

価

し

て
い

る
▼

「
地

球

は

青

か
っ

た
」

の
続

き

は

「

し
か

し
ど

こ
を

見

回

し

て
も

神
は

い
な

か

っ

た

」
。

初
の

有
人

宇

宙

飛

行
を

し
た

ガ
ガ

ー

リ

ン

の
言

葉
。

後
半

も

御

存

知
な

ら
相

当
な

物

知

り

か

も

▼

「

男

は

度

胸

、
女

は
愛

嬌
」

の

続

き

は

、

「

坊

主

は

お

経

」
と

い
う

の
だ

そ

う

だ
（
Ｒ
）

え
ん
ま
様
に
見
守
ら
れ

こらむ

本
堂
（
赤
不
動
）
の
東
側
に
え
ん
ま
様
を
安
置
す
る
小
さ
な
お
堂
が
あ
る
の
を
ご
存
じ

で
す
か
。
御
像
と
御
堂
、
い
ず
れ
も
近
年
大
き
な
傷
み
が
目
立
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
こ

の
ほ
ど
解
体
修
理
し
、
昨
年
春
に
完
了
し
ま
し
た
。

本
堂
の
東
側
、
八
彦
尊
の
御
堂
と
並
ん
で
、
そ
の
北

隣
に
え
ん
ま
堂
が
位
置
し
て
お
り
ま
す
。
幅
と
奥
行
き

は
い
ず
れ
も
約
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
さ
な
御
堂
で
、

堂
内
に
は
文
字
通
り
え
ん
ま
様
の
御
像
が
ま
つ
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
え
ん
ま
堂
は
八
彦
尊
堂
と
と
も
に
、
か
つ

て
は
木
造
の
旧
本
堂
内
に
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
四
十
八

（
一
九
七
三
）
年
に
現
本
堂
が
完
成
し
た
の
を
機
に
、

屋
外
の
現
在
地
に
御
堂
ご
と
移
動
し
ま
し
た
。
こ
の
度

の
御
堂

の
修
理
に
お

い
て
は
、
屋

根
を
銅
板
吹

き
に

し
、
羽
目
板
や
軒
ま
わ
り
を
全
面
的
に
補
強
い
た
し
ま

は

め

い
た

の
き

し
た
。

え
ん
ま
様
の
御
像
は
像
高
約
六
十
セ
ン
チ
の
坐
像
で

す
。
頂
き
に
宝
珠
を
つ
け
、
前
面
に
「
王
」
字
を
表
し

た
冠
を
か
ぶ
り
、
あ
げ
頸
の
道
服
を
着
け
て
い
ま
す
。

く
び

両
目
を
見
開
い
て
忿
怒
の
表
情
を
し
て
お
り
、
あ
ご
髭

ふ
ん

ぬ

ひ
げ

を
た
く

わ
え
て
い
ま

す
。
右
手
に

は
笏
を
持
っ

て
お

し
ゃ
く

り
、
沓
を
履
き
、
右
足
を
左
足
の
上
に
の
せ
る
半
跏
坐

く
つ

は
ん

か

ざ

の
姿
勢
を
と
っ
て
い
ま
す
。
針
葉
樹
材
に
よ
る
寄
木
造

よ
せ

ぎ

づ
く

り
で
あ
り
、

玉
眼
が
嵌
め
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
制
作
時

ぎ
ょ
く

が
ん

は

期
を
裏
付
け
る
銘
文
等
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
江

戸
時
代
後
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
『
足
立

区
仏
像
調
査
報
告
書
』
）
。
今
回
の
修
理
に
よ
り
、
過

斜
め
に
左
の
一
目
を
閉
ず
る
は

、
左

道

を
掩

う

て

一

に
入

る

る

な
り

お
お

（
弘
法
大
師
著
『
不
動
尊
功
能
』
）

お
不
動
様
の
目
つ
き
は
、
左
目
を
細

く
し
て
、
視
線
も
左
右
で
上
下
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
を
天
地
眼
と
い
う
。
左

目
を
細
く
し
て
い
る
の
は
、
誤
っ
た
方

向
へ
向
か
う
道
を
さ
え
ぎ
る
た
め
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
仕
事
に
お
い
て
も
生

活
に
お
い
て
も
、
多
く
の
選
択
肢
の
な

か
か
ら
ど
れ
を
選
ぶ
か
判
断
に
迷
う
も

の
で

あ

る

。
選

択

肢

の
数

が

多

い
ほ

ど
、
適
切
な
判
断
を
す
る
こ
と
は
む
ず

か
し
く
な
る
。
判
断
に
先
だ
っ
て
情
報

収
集
や
条
件
整
理
な
ど
の
作
業
を
す
る

こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
お

不
動
様
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
、
よ

く
な
い
選
択
肢
を
さ
え
ぎ
っ
て
も
ら
お

う
。
判
断
は
き
っ
と
確
か
な
も
の
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

み
ち
し
る
べ

木
造
不
動
尊
像

（
当
院
蔵
）

今後の主な予定

平成二十八年 年回表

一周忌 平成二十七年

三回忌 平成二十六年

七回忌 平成二十二年

十三回忌 平成十六年

十七回忌 平成十二年

二十三回忌 平成六年

二十七回忌 平成二年

三十三回忌 昭和五十九年

三十七回忌 昭和五十五年

四十三回忌 昭和四十九年

四十七回忌 昭和四十五年

五十回忌 昭和四十二年

７月18日 施餓鬼会

９月19日～25日 秋のお彼岸

９月28日 護摩祈祷会

お札を申し受けます

11月4日 東京文化財ウィーク

都指定文化財・如意輪観音像を拝観できます

1月28日 護摩祈祷会

真言宗豊山派 明王院（赤不動）
〒123-0851 足立区梅田4-15-30

TEL 03-3852-7378

当院檀信徒の皆様

引越しや住居表示変更などで、
連絡先が変わった場合は、速や
かにお知らせ願います。

去
に
少
な
く
と
も
二
回
大
き
く
修
理
さ
れ
た
痕
跡
が
認

め
ら
れ
ま
し
た
。
面

相

部
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
修

め
ん

そ
う

ぶ

理
で
塗

り
重
ね
ら
れ
た
彩
色
を
取
り
除
く
こ
と

に
よ

り
、
造
像
当
初
の
顔
立
ち
の
彫
り
の
深
さ
を
取
り
戻
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

え
ん
ま
様
は
正
式
に
は
閻
魔
王
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、

え
ん

ま

冥
土
に

は
亡
者
の
生
前
の
行
い
を
裁
く
十
人
の

王
様

（
十
王
と
い
う
）
が
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
そ
の
筆
頭
に
位

置
づ
け

ら
れ
る
こ
と
か
ら
閻
魔
大
王
と
も
呼
ば

れ
ま

す
。
身
に
つ
け
て
い
る
道
服
は
中
国
宋
代
の
裁
判
官
の

服
装
と
の
説
が
あ
り
ま
す
。
学
校
の
先
生
が
生
徒
の
評

価
を
す
る
と
き
に
使
う
帳
面
を
え
ん
ま
帳
と
い
い
ま
す

が
、
も
と
も
と
は
、
亡
者
が
生
き
て
い
た
と
き
お
こ
な

っ
た
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
え
ん
ま
様
が
書
き
と
め
た
帳
面

の
こ
と
で
す
。
こ
の
え
ん
ま
帳
と
亡
者
の
生
前
の
行
い

を
な
ん
で
も
映
し
出
す

浄

玻
璃
の
鏡
と
を
よ
り
ど
こ

じ
ょ
う

は

り

ろ
と
し
て
、
亡
者
の
裁
き
を
す
る
の
だ
と
言
わ
れ
て
お

り
ま
す
。
え
ん
ま
様
の
こ
う
し
た
役
割
と
こ
わ
も
て
の

顔
つ
き
か
ら
、
た
だ
た
だ
畏
怖
す
べ
き
、
恐
い
仏
様
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
え
ん

ま
様
は
地
蔵
菩
薩
の
化
身
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
心

の
底
に
は
大
い
な
る
慈
悲
を
た
た
え
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
度
の
修
理
に

お
い
て
御
像
を
解
体
を
し
た
と
こ

ろ
、
胎
内
か
ら
ヤ

モ
リ
ら
し
き
卵
が
い
く
つ
も
見
つ

か
り
、

ま
た
多

く
の
卵
の

抜
け
殻

が
出
て

き
ま
し

た
。
ど
う
や
ら
、

長
年
に
わ
た
り
、
え
ん
ま
様
の
胎

内
は
ヤ
モ
リ
の
産

卵

孵
化
の
場
所
に
な
っ
て
い
た
よ

さ
ん

ら
ん

ふ

か

う
な
の
で
す
。
え

ん
ま
様
に
見
守
ら
れ
て
育
っ
た
ヤ

モ
リ
は
や
が
て
境

内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
と
旅
立
っ

て
い
た
こ
と
で
し

ょ
う
。
な
か
に
は
産
卵
の
た
め
再

び
え
ん
ま
様
の
胎

内
に
戻
っ
た
ヤ
モ
リ
が
い
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

子
供
の
こ
ろ
「

嘘
つ
く
と
え
ん
ま
様
に
舌
を
抜
か

れ
ち
ゃ
う
ぞ
」
と

脅
か
さ
れ
た
記
憶
を
お
持
ち
の
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
記
憶
を

お
持
ち
の
方
は
、

当
院
へ
お
越
し
の
際
は
、
ぜ
ひ
子

供
の
頃
に
か
え
っ

た
気
分
で
え
ん
ま
堂
に
お
参
り
く

だ
さ
い
。
え
ん
ま

様
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
日
々
の

ご
自
身
の
言
動
を
静
か
に
ふ
り
か
え
り
、
い
つ
ど
ん

な
状
況
で
だ
れ
に
ど
ん
な
言
葉
を
か
け
た
か
、
そ
し

て
舌
を
抜
か
れ
る
よ
う
な
嘘
を
つ
い
て
い
な
か
っ
た

か
、
こ
う
し
た
点
検
の
ひ
と
と
き
を
お
持
ち
に
な
っ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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本年６月３日の東京新聞朝刊に当院について触れた記事が掲載されましたので、紹介いたします。本寺報への再掲載にあたっ

て、中日新聞東京本社より許可を得ました。もとの紙面に近い大きさで収めるため、縦横が逆になっています。回転させてご覧

ください。

東京新聞の記事より


