
平成２２年（２０１０年）７月１８日 明王院だより NO.7( 1 )

だより
当院案内冊子、足立スタンプラ
リーの台紙、荒綾八十八箇所巡
礼の納経などを希望の方は寺務
所に申し出て下さい。

第７号

平成２２年７月１８日

▼
オ
ル
ニ
チ
ン

と
い
う
物
質
が

あ
る
。
ア
ミ
ノ

酸
の
一
種
で
、

抗
疲
労
、
代
謝

向
上
、
肝
臓
の

解
毒
促
進
等
の
働
き
が
あ

る
。
今
年
は
、
オ
ル
ニ
チ
ン

入
り
の
飲
み
物
も
売
り
出
さ

れ
る
等
な
か
な
か
流
行
っ
て

い
る
ら
し
い
▼
オ
ル
ニ
チ
ン

は
し
じ
み
に
多
く
含
ま
れ
て

い
て
、
「
し
じ
み
が
肝
臓
に

よ
い
」
と
い
う
の
は
こ
の
物

質
の
働
き
に
よ
る
。
し
か

し
、
最
近
の
オ
ル
ニ
チ
ン
の

普
及
は
、
植
物
か
ら
取
り
出

し
た
糖
分
を
微
生
物
を
使
っ

て
発
酵
さ
せ
て
オ
ル
ニ
チ
ン

に
変
え
る
バ
イ
オ
技
術
の
お

か
げ
で
あ
る
。
し
じ
み
が
使

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
▼

国
内
の
規
制
緩
和
で
オ
ル
ニ

チ
ン
を
健
康
食
品
と
し
て
売

っ
て
よ
い
こ
と
に
な
り
、
Ｋ

社
は
バ
イ
オ
技
術
を
前
面
に

し
た
商
品
を
出
し
た
。
し
か

し
、
売
上
は
数
年
間
さ
っ
ぱ

り
伸
び
な
か
っ
た
。
オ
ル
ニ

チ
ン
の
働
き
に
自
信
を
も
っ

て
い
た
開
発
者
に
は
意
外
な

事
態
だ
っ
た
ら
し
い
▼
そ
ん

な
と
き
一
人
の
ア
イ
デ
ア
に

よ
り
、
商
品
の
中
身
は
変
え

ず
に
「
し
じ
み
パ
ワ
ー
の
オ

ル
ニ
チ
ン
」
と
い
う
コ
ピ
ー

を
つ
け
た
こ
と
で
、
売
上
は

毎

年
倍
倍
で
伸

び
た
。

（
『
週
刊
ポ
ス
ト
』
）
▼

オ
ル
ニ
チ
ン
と
い
う
カ
タ
カ

ナ
に
は
反
応
し
な
い
人
々
も

し
じ
み
が
肝
臓
に
よ
い
こ
と

は
よ
く
知
っ
て
い
た
。
そ
れ

に
し
て
も
大
勢
の
心
に
訴
え

る
言
葉
を
見
つ
け
だ
す
の
は

大
変
だ
。
（
Ｒ
）

真
言
宗
二
大
聖
地
を
参
拝

こらむ

江
戸
時
代
中
期
、
享
保
九
年
（
一
七
三
三
）
に
描
か

れ
た
当
院
境
内
の
地
図
が
筑
波
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
最
近
に
な
っ
て
判
明
し
ま
し
た
。
同

図
書
館
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
所
蔵
の
古
文
書
や
古

地
図
類
を
公
開
し
て
お
り
、
こ
の
地
図
も
ネ
ッ
ト
を
通

じ
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

こ
の
地
図
は
「
千
住
筋
御
鷹
野
梅
田
村
明
王
院
御
膳

場
」
と
い
う
題
名
が
つ
い
て
お
り
、
将
軍
の
鷹
狩
の
際

の
御
膳
場
（
食
事
の
場
所
）
と
し
て
当
院
が
使
わ
れ
る

の
に
先
立
っ
て
、
い
わ
ば
Ｖ
Ｉ
Ｐ
警
護
の
目
的
の
た
め

に
描
か
れ
た
よ
う
で
す
。
江
戸
期
の
当
院
の
境
内
を
描

い
た
も
の
と
し
て
は
、
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
掲
載
の

も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
度
の
地
図
は
年
代
的
に
は

約
百
年
先
行
す
る
も
の
で
す
。
現
在
の
本
堂
（
赤
不

本
年
四
月
一
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
、
近
隣
寺
院
（
本
木
・
吉
祥
院
）
と
共
同
で
、
真

言
宗
を
代
表
す
る
二
つ
の
聖
地
、
長
谷
寺
（
奈
良
県
桜
井
市
初
瀬
）
と
高
野
山
（
和
歌
山

県
伊
都
郡
高
野
町
）
を
巡
る
団
体
参
詣
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
度
の
参
詣
は
、
一
昨
年
の
前
回
同
様
、
真
言
宗

豊

山

派

に

属

す

る

近

隣

寺

院

と

共

同

で

、

「
東
二
荒

綾

会
」
と
い
う
団
体
で
実
施
し
ま
し
た
。

と
う

に

こ
う
り
ょ
う
か
い

一
行
は
総
勢
三
十
三
名
、
こ
の
う
ち
、
当
院
か
ら
は
先

達
の
副
住
職
を
含
め
十
五
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
長
谷

寺
と
高
野
山
と
い
う
真
言
宗
を
代
表
す
る
二
大
霊
場
の

参
詣
を
中
心
と
し
て
、
途
中
通
過
す
る
大
和
路
・
紀
州

路
・
伊
賀
路
の
桜
を
も
味
わ
お
う
と
い
う
趣
旨
の
二
泊

三
日
の
参
拝
旅
行
で
し
た
。

一
日
目
は
長
谷
寺
を
参
拝
し
ま
し
た
。
本
堂
で
の
法

要
に
参
列
し
た
あ
と
、
高
さ
一
〇
ｍ
の
日
本
一
の
木
造

仏
、
十
一
面
観
世
音
菩
薩
に
お
参
り
し
、
一
人
ず
つ
お

み
足
に
直
接
ふ
れ
て
観
音
様
と
の
縁
を
し
っ
か
り
と
結

び
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
講
堂
と
呼
ば
れ
る
お
堂
に
移

動
し
、
「
十
一
面
観
世
音
菩
薩
御
影
大
画
軸
」
と
い

う
、
長
さ
一
六
・
五
ｍ
、
幅
六
ｍ
の
こ
れ
も
日
本
一
の

画
軸
を
拝
観
し
ま
し
た
。
画
軸
は
、
お
堂
の
内
陣
の
空

間
全
体
に
渡
っ
て
ス
ロ
ー
プ
状
に
展
示
さ
れ
て
い
て
、

足
元
か
ら
頭
の
方
向
へ
ス
ロ
ー
プ
を
登
る
こ
と
で
観
音

様
の
お
姿
全
体
を
く
ま
な
く
拝
観
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
の
画
軸
は
も
と
も
と
、
室
町
時
代
に
木
造
の

十
一
面
観
音
様
の
制
作
に
先
立
ち
原
寸
大
の
設
計
図
と

し
て
描
か
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
本
堂
で
足
元
か
ら

仰
ぎ
見
る
観
音
様
と
は
別
の
趣
が
あ
り
、
観
音
様
の
原

型
と
い
う
か
心
に
じ
っ
く
り
と
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た

よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

二
日
目
は
高
野
山
に
移
動
し
、
午
前
中
は
、
奥
の
院

を
訪
れ
ま
し
た
。
奥
の
院
は
日
本
の
総
菩
提
所
と
も
呼

ば
れ
、
約
三
十
万
基
に
及
ぶ
形
も
大
き
さ
も
様
々
の
墓

碑
が
林
立
し
て
お
り
、
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
な
ど
の

著
名
人
を
は
じ
め
無
数
の
精
霊
が
ね
む
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
厳
か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
な
が
ら
歩
み
を
進
め
、

弘
法
大
師
入
定
の
地
で
あ
る
、
御

廟

所
に
お
参
り
し

ご

び
ょ
う
し
ょ

ま
し
た
。
お
大
師
様
を
慕
う
大
勢
の
参
詣
人
が
行
き
来

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
種
不
思
議
な
静
寂
さ
が

あ
り
、
あ
た
か
も
生
け
る
お
大
師
様
と
一
対
一
で
向
か

い
合
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
ま
し
た
。
午
後

は
、
高
野
山
の
根
本
道
場
で
あ
る
七
堂
伽
藍
と
、
客
殿

や
寺
務
所
な
ど
の
役
割
も
備
え
た
金
剛
峯
寺
を
お
参
り

し
ま
し
た
。

三
日
目
は
、
昨
年
平
成
の
大
修
理
を
終
え
た
唐
招
提

寺
と
伊
賀
地
方
屈
指
の
桜
の
名
所
、
上
野
城
を
訪
れ
、

名
古
屋
駅
よ
り
新
幹
線
で
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。
（
裏

面
に
写
真
）

行
者
の
残
食
を
喫
う
は
、
無
明
の
習

ざ
ん
じ
き

く
ら

む

み
ょ
う
じ
ゅ
う

を
噉
尽
す
る
な
り

（
弘
法
大
師
著

た
ん

じ
ん

『
不
動
尊
功
能
』
）

お
不
動
様
は
信
者
の
食
べ
残
し
を
食

べ
尽
く
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
、
信
者

を
守
り
そ
の
修
行
を
助
け
る
た
め
、
わ

れ
わ
れ
に
こ
び
り
つ
い
て
な
か
な
か
捨

て
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
煩
悩
を
、
代

わ
り
に
滅
し
つ
く
す
と
い
う
意
味
な
の

で
あ
る
。

お
不
動
様
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
を

犠
牲
に
し
て
、
ど
ん
な
信
者
に
も
奉
仕

し
よ
う
と
い
う
誓
い
を
立
て
て
い
る
。

だ
か
ら
、
そ
の
ご
真
言
を
唱
え
て
ひ
た

む
き
に
信
仰
す
る
者
の
た
め
に
は
、
進

ん
で
力
添
え
し
て
く
だ
さ
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
何
ら
の
見
返
り
を
求
め
る

こ
と
な
く
、
食
べ
残
し
の
お
供
え
で
十

分
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

み
ち
し
る
べ

動
）
の
一
世
代
前
の
お
堂
は
寛
保
三
年
（
一
七
四

三
）
の
建
立
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
境
内
の
様
子

を
示
す
も
の
と
し
て
非
常
に
貴
重
な
資
料
と
い
え

ま
す
。
（
写
真
提
供

筑
波
大
図
書
館
）

不
動
尊
の
御
宝
号

「
南
無
大
聖
不
動
明
王
」

（
当
院
本
堂
）

総本山長谷寺にて

今後の主な予定

平成二十ニ年 年回表

一周忌 平成二十一年

三回忌 平成二十年

七回忌 平成十六年

十三回忌 平成十年

十七回忌 平成六年

二十三回忌 昭和六十三年

二十七回忌 昭和五十九年

三十三回忌 昭和五十三年

三十七回忌 昭和四十九年

四十三回忌 昭和四十二年

四十七回忌 昭和三十九年

五十回忌 昭和三十六年

７月18日 施餓鬼会

９月20日～26日 秋のお彼岸

９月28日 護摩祈祷会

お札をご希望の方は、一週間前までをめど

にお申し出下さい。

11月４日 東京文化財ウィーク

本堂にて、如意輪観音像を開帳します。

皆様の参拝をお待ちしております。

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
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団体参詣スナップ集

おわりに

この度の団体参詣にご参加下さった檀信徒の皆様方に厚く御礼申し上げます。

なお、非常に残念なことに、参加者の永瀬崇さんが去る４月２５日にお亡くなりになりました。

在りし日のお姿を偲び、衷心よりご冥福をお祈りします。 合掌

桜模様の長谷寺山内 長谷寺本堂舞台からの眺め

高野山 根本大塔

唐招提寺金堂 唐招提寺でくつろぐ


