
身
代
不
動
尊
　
　
　
　

王
は
一
切
の
悪
を
焼
き
尽

　
　
　
　

く
し
仏
の
道
に
導
き
救
済

　
　
　
　

す
る
役
目
を
担
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
お
姿
を
表
す
も
の
と
し
て

背
に
火
焔
光
。
表
情
と
し
ま
し
て
は
、

ま
な
ざ
し
と
忿
怒
の
相
。
ま
な
ざ
し

は
上
下
を
向
い
て
お
り
ま
す
。
天
も

地
も
見
渡
す
天
地
眼
（
て
ん
ち
が

ん
）
、
で
世
の
中
を
く
ま
な
く
見
て

い
ま
す
。
忿
怒
の
相
と
は
、
ひ
ど
く

怒
り
を
表
す
表
情
を
さ
し
ま
す
。
悪

し
き
者
を
懲
ら
し
め
る
た
め
で
も
あ

る
と
同
時
に
、
そ
の
者
が
ま
っ
と
う

な
道
へ
と
歩
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
救

い
・
慈
悲
の
表
情
も
隠
れ
て
い
ま
す
。

他
に
、
右
手
に
剣
、
左
手
に
羂
索
（
け

ん
さ
く
）
を
持
っ
て
い
ま
す
。

剣
は
明
王
の
知
恵
を
表
し
、
羂
索
は

人
々
を
救
う
た
め
の
縄
を
表
し
て
お

り
ま
す
。

　
　
　
　

松
寺
の
尊
格
と
し
て
は
、

　
　
　
　

不
動
明
王
を
安
置
し
て
お

　
　
　
　

り
、
皆
様
の
馴
染
み
の
あ

る
名
前
と
し
て
は
「
お
不
動
さ
ん
」

で
し
ょ
う
か
。
不
動
明
王
は
五
大
明

王
の
中
心
で
あ
り
、
大
日
如
来
の
化

身
。
不
動
明
王
と
言
わ
れ
る
所
以
は
、

仏
道
を
求
め
る
心
が
揺
る
ぎ
な
く
堅

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
萬
松

寺
の
不
動
明
王
は
立
ち
姿
の
石
像
で

す
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
火
に

よ
っ
て
現
在
で
は
真
っ
黒
に
変
色
し

て
い
ま
す
（
未
公
開
）
。
身
代
り
不

動
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お
り
、
織
田

信
長
公
に
非
常
に
ゆ
か
り
深
い
不
動

明
王
で
も
あ
り
ま
す
。
一
五
七
〇
年
、

信
長
公
は
越
前
の
朝
倉
氏
を
攻
略
し

た
帰
り
道
、
琵
琶
湖
北
で
鉄
砲
の
名

手
・
杉
田
善
住
防
に
狙
い
撃
ち
を
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
二
発
の
命
中
弾
は
、

た
ま
た
ま
胸
に
し
ま
っ
て
い
た
干
餅

（
昔
の
保
存
食
で
非
常
に
固
い
餅
）

に
当
た
り
、
か
す
り
傷
の
み
で
難
を

逃
れ
た
と
言
い
ま
す
。
こ
の
干
餅
は

萬
松
寺
の
和
尚
か
ら
も
ら
い
受
け
た

も
の
で
、
信
長
公
が
日
頃
よ
り
信
心

深
か
っ
た
不
動
明
王
様
の
ご
加
護
に

よ
る
も
の
と
言
い
伝
わ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
お
よ
そ
四
十
年
後
、
徳

川
家
に
よ
っ
て
天
下
統
一
が
さ
れ
、

尾
張
で
は
加
藤
清
正
公
に
よ
っ
て
名

古
屋
城
築
城
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま

し
た
。
こ
の
際
、
萬
松
寺
で
宿
を
と
っ

て
お
り
こ
の
話
を
聞
受
け
、
お
不
動

様
を
「
身
代
り
不
動
」
と
名
付
け
毎

日
の
よ
う
に
礼
拝
し
た
と
言
わ
れ
て
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サ
ブ
コ
ピ
ー
サ
ブ
コ
ピ
ー

　
　
サ
ブ
コ
ピ
ー
サ
ブ
コ
ピ
ー

明

萬
吒
枳
尼
真
天　

　
　
　
　

由
来
は
イ
ン
ド
の
女
神
様

2016年

春号はくび通信

写真

見
出
し
見
出
し
見
出
し

　
　
　
　
　

見
出
し
見
出
し
見
出
し

身代不動尊の

イラストとか図解？

お
り
ま
す
。
そ
れ
以
降
、
門
前
の
茶

屋
で
売
っ
て
い
た
餅
ま
で
も
「
身
代

り
餅
」
と
称
さ
れ
災
難
厄
除
け
に
と

挙
っ
て
賞
味
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
現
在
で
も
厄
除
け
や

交
通
安
全
な
ど
を
祈
願
す
る
方
が
多

く
、
ま
た
「
あ
わ
や
の
時
、
不
思
議

と
事
故
に
あ
わ
な
か
っ
た
」
な
ど
、

お
礼
参
り
に
訪
れ
る
方
も
少
な
く
は

あ
り
ま
せ
ん
。
萬
松
寺
で
は
、
魔
が

入
り
や
す
い
と
言
わ
れ
る
正
月
、
節

分
、
春
、
秋
な
ど
の
節
目
に
は
大
祭

と
し
て
祈
祷
会
を
執
り
行
っ
て
お
り

ま
す
。
こ
の
祈
祷
は
不
動
明
王
で
あ

る
、
身
代
り
不
動
に
対
し
祈
願
を
行

い
ま
す
。
祈
祷
と
は
悪
い
気
を
吹
き

飛
ば
し
、
良
い
運
気
に
導
く
よ
う
祈

る
こ
と
で
す
。
万
松
寺
の
御
祈
祷
で

は
、
ご
住
所
、
お
名
前
、
お
願
い
事

を
お
唱
え
し
、
そ
の
証
と
し
て
お
札

や
お
守
り
を
お
授
け
し
て
い
ま
す
。各種ご祈祷、供養は本堂受処にて随時承っております。

5月28日 （土）
万松寺 ☎052-262-0735

午前 10時～午後 3時
お申込・お問合せ

日 時

万松寺本堂、身代り不動明王真前にて
災難消除、病気平癒、無病息災、身体健全、
家内安全、交通安全等の祈祷を行います。

万松寺
春の行事
ご案内 春期不動尊大祭春期不動尊大祭

身
代
不
動
明
王

　

一
五
七
〇
年
、
信
長
公
は
越
前
の

朝
倉
氏
を
攻
略
し
た
帰
り
道
、
琵
琶

湖
北
で
鉄
砲
の
名
手
・
杉
田
善
住
防

に
狙
い
撃
ち
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

二
発
の
命
中
弾
は
、
た
ま
た
ま
胸
に

し
ま
っ
て
い
た
干
餅
（
昔
の
保
存
食

で
非
常
に
固
い
餅
）
に
当
た
り
、
か
す

り
傷
の
み
で
難
を
逃
れ
た
と
言
い
ま

す
。こ
の
干
餅
は
万
松
寺
の
和
尚
か

ら
も
ら
い
受
け
た
も
の
で
、
信
長
公

が
日
頃
よ
り
信
心
深
か
っ
た
不
動
明

王
様
の
ご
加
護
に
よ
る
も
の
と
言
い

伝
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
お
よ
そ
四
十
年
後
、
徳
川
家
に

よ
っ
て
天
下
統
一
が
さ
れ
、
尾
張
で

は
加
藤
清
正
公
に
よ
っ
て
名
古
屋
城

築
城
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
際
、
万
松
寺
で
宿
を
と
っ
て
い

た
加
藤
清
正
公
が
こ
の
話
を
聞
き
受

け
、
お
不
動
様
を
「
身
代
り
不
動
」と

名
付
け
毎
日
の
よ
う
に
礼
拝
し
た
と

言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　

月
二
十
八
日
は
お
不
動
さ

　
　
　
　

ん
の
縁
日
で
す
。こ
の
日

　
　
　
　

に
は
信
長
公
の
窮
地
を

救
っ
た
「
干
餅
」
に
ち
な
ん
だ
、「
身
代

り
餅
つ
き
」が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
十
年
代
頃
か
ら
始
ま
り
、
以
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織
田
信
長
ゆ
か
り
の
身
代
り
不
動

万
　
　
　
　

松
寺
で
は
、
不
動
明
王
を
お
祀
り
し
て
お

　
　
　
　

り
、
昔
か
ら
今
日
ま
で
「
お
不
動
さ
ん
」と

　
　
　
　

呼
ば
れ
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

万
松
寺
の
不
動
明
王
は
立
ち
姿
の
石
像
で
、
第
二
次

世
界
大
戦
の
戦
火
に
よ
り
真
っ
黒
に
変
色
し
て
し
ま

い
ま
し
た
（
未
公
開
）。
不
動
明
王
と
い
う
名
称
は
、

「
仏
道
を
求
め
る
心
が
揺
る
ぎ
な
く
か
た
い
こ
と
」を

意
味
し
て
い
ま
す
。

万
松
寺
の﹁
お
不
動
さ
ん
﹂

各種ご祈祷、供養は本堂受処にて随時承っております。

5月28日 （土）
万松寺 ☎052-262-0735

午前 10時～午後 3時
お申込・お問合せ

日 時

万松寺本堂、身代り不動明王真前にて
災難消除、病気平癒、無病息災、身体健全、
家内安全、交通安全等の祈祷を行います。

万松寺
春の行事
ご案内 春期不動尊大祭春期不動尊大祭

毎
月
二
十
八
日
は

　
　
　﹁
不
動
明
王
縁
日
﹂

後
一
度
も
休
む
こ
と
な
く
現
在
で
も

毎
月
行
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
お
餅

を
食
べ
た
お
陰
で
「
あ
わ
や
、
交
通
事

故
を
免
れ
た
」と
お
礼
参
り
に
訪
れ

る
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
御
利

益
に
あ
や
か
り
た
い
と
の
思
い
か
ら
、

毎
月
参
道
に
は
長
蛇
の
列
が
で
き
、

沢
山
の
参
拝
の
方
で
賑
わ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
魔
が
入
り
や
す
い
と
言
わ

れ
る
春
と
秋
の
節
目
に
当
た
る
縁
日

に
は
、
不
動
尊
大
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。

春
は
五
月
に
秋
は
九
月
に
そ
れ
ぞ
れ

大
祭
が
行
わ
れ
、
悪
い
気
を
吹
き
飛

ば
し
、
良
い
運
気
を
導
く
よ
う
に
祈

祷
会
を
行
い
ま
す
。
通
常
の
ご
祈
祷

は
一
人
の
僧
侶
で
行
い
ま
す
が
、
不

動
尊
大
祭
で
は
複
数
の
僧
侶
で
祈
祷

を
行
い
ま
す
。ご
祈
祷
の
際
に
は
ご

住
所
、
お
名
前
、
願
い
事
を
お
経
と
共

に
お
唱
え
し
、
お
帰
り
の
際
に
は
お

札
を
お
授
け
い
た
し
ま
す
。

毎

01

02

03
05

04

01
02
03
04
05

火焔光…明王は一切の悪を焼き尽くし仏の道に導き救済する役目を担っている。

忿怒の相…ひどく怒りを表す表情。悪しき者を懲らしめるためでもあると同時に、
その者がまっとうな道へと歩んでほしいという救い・慈悲の表情も隠れている。

右手の剣…明王の知恵を表す。

ふんぬのそう

かえんこう

天地眼…まなざしは上下を向いており、天も地も見渡すという意味で、
世の中をくまなく見ている。

てんちがん
左手の羂索…人々を救うための縄を表す。

けんさく

旧不動堂

はくび通信 2016年

春号Spring

Year

不動明王の特徴



B
B
C
が
取
材

も

札

4/1に札処

サブサブ

ふ
れ
て
み
よ
う
仏
教
の
世
界

父
母
恩
重
経
を
ひ
も
解
く

◆
写
経
は
思
い
を
込
め
な
が
ら
自
分
の
ペ
ー
ス
で
丁

寧
に
書
き
写
し
て
い
き
ま
す
。

◆
坐
禅
は
姿
勢
と
呼
吸
を
整
え
、様
々
な
欲
を
捨
て
、

た
だ
た
だ
坐
る
こ
と
に
意
識
を
集
中
さ
せ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

う
す
ぐ
母
の
日
、
父
の
日
が

　
　
　
　

や
っ
て
ま
い
り
ま
す
ね
。

　
　
　
　

皆
様
は
親
孝
行
さ
れ
て
い

ま
す
か
？
今
回
の
な
る
ほ
ど
仏
教
で

は
母
の
日
、
父
の
日
に
合
わ
せ
父
母

恩
重
経
（
ふ
ぼ
お
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う
）

と
い
う
お
経
を
ひ
も
解
い
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
父
母
恩
重

経
と
は
、
父
母
の
恩
の
重
い
こ
と
を

説
く
仏
の
教
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
主

に
１
０
の
教
え
か
ら
成
り
、
父
母
が

子
を
育
て
る
の
に
は
苦
労
を
厭
わ
な

い
姿
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
に

子
が
お
腹
に
宿
り
、
子
が
生
ま
れ
る

ま
で
母
は
常
に
お
腹
に
い
る
我
が
子

を
思
い
、
守
り
、
お
産
の
時
は
陣
痛

に
耐
え
る
。
そ
し
て
生
ま
れ
た
我
が

子
の
顔
を
見
て
苦
し
み
も
忘
れ
喜

ぶ
。
次
に
子
を
育
て
る
た
め
に
乳
を

与
え
、
排
泄
物
の
処
理
を
行
い
ま
す
。

何
を
す
る
に
も
親
は
子
を
優
先
し
、

犠
牲
も
厭
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
親
は

幸
福
と
さ
え
感
じ
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
親
の
愛
情
を
一
身
に
受
け
今
日
の

皆
様
が
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
父
母
恩
重
経
は
こ
の
よ

う
な
恩
が
親
に
対
し
て
あ
り
ま
す
の

で
、
親
に
対
し
自
身
に
何
が
で
き
る

か
を
考
え
、
皆
様
に
実
行
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
と
い
う
事
。
反
対
に
、
親

は
親
で
親
孝
行
が
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
親
孝
行
も

あ
り
が
た
い
と
思
え
ば
こ
そ
子
は
素

直
に
親
孝
行
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に

な
る
で
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
を
説
い

て
お
り
ま
す
。

発行：萬松寺　〒460-0011　名古屋市中区大須 3-29-12　☎ 052-262-0735　WEBページ http://www.banshoji.or.jp/

写真

写真

ふ
ぼ
お
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う

万松寺

れぽーと

　
　
　
　

処
で
は
今
年
も
例

　
　
　
　

年
通
り
大
晦
日
か

　
　
　
　

ら
新
年
に
か
け
て
、

大
勢
の
参
拝
の
皆
様
で
賑
わ

い
ま
し
た
。
大
晦
日
に
は
、
信

者
さ
ん
ら
に
年
越
し
そ
ば
な

ど
を
お
召
し
上
が
り
い
た
だ

い
た
後
に
名
古
屋
の
夜
景
を

楽
し
み
な
が
ら
本
堂
屋
上
の

鐘
楼
堂
に
て
大
梵
鐘
を
つ
い

て
い
た
だ
い
た
り
、
新
年
を
迎

え
た
元
旦
の
零
時
か
ら
本
堂

に
て
海
東
流
神
楽
太
鼓
の
演

奏
が
あ
っ
た
り
と
年
が
明
け

た
こ
と
へ
の
喜
び
で
溢
れ
て

い
ま
し
た
。

　

ま
た
元
旦
か
ら
は
ご
家
族

ん
ら
に
年
越
し
そ
ば
な
ど
を

お
召
し
上
が
り
い
た
だ
い
た

後
に
名
古
屋
の
夜
景
を
楽
し

み
な
が
ら
本
堂
屋
上
の
鐘
楼

堂
に
て
大
梵
鐘
を
つ
い
て
い

た
だ
い
た
り
、
新
年
を
迎
え
た

元
旦
の
零
時
か
ら
本
堂
に
て

海
東
流
神
楽
太
鼓
の
演
奏
が

あ
っ
た
り
と
年
が
明
け
た
こ

と
へ
の
喜
び
で
溢
れ
て
い
ま

し
た
。

写真

水・木
11:00～19:00営業時間

定休日
4月25日
OPEN

あっぱ
れ

あっぱ
れ

も

ふ
れ
て
み
よ
う
仏
教
の
世
界

　
　
　
　
　
　

う
す
ぐ
母
の
日
、
父
の
日
が

　
　
　
　

や
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
皆
様

　
　
　
　

は
日
頃
か
ら
親
孝
行
し
て

い
ま
す
か
？

　

母
の
日
、
父
の
日
に
合
わ
せ
父
母
恩

重
経
（
ふ
ぼ
お
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う
）と

い
う
お
経
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
父
母
恩

重
経
と
は
、
父
母
の
恩
の
重
い
こ
と
を

説
く
仏
の
教
え
で
す
。
十
の
教
え
か

ら
成
り
、
父
母
が
子
を
育
て
る
の
に

は
苦
労
を
い
と
わ
な
い
姿
が
表
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

最
初
に
子
が
お
腹
に
宿
り
、
産
ま

れ
る
ま
で
母
は
常
に
お
腹
に
い
る
我

が
子
を
思
い
、
守
り
、
お
産
の
時
は
陣

痛
に
耐
え
ま
す
。
そ
し
て
産
ま
れ
た

我
が
子
の
顔
を
見
て
、
苦
し
み
も
忘

れ
喜
ぶ
の
で
す
。

　

次
に
産
ま
れ
た
子
を
育
て
る
た
め

に
乳
を
与
え
、
排
泄
物
の
処
理
を
行

い
ま
す
。
何
を
す
る
に
も
親
は
子
を

優
先
し
、犠
牲
も
い
と
い
ま
せ
ん
。
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新
　
　
　
　

不
動
堂
工
事
の
た
め
、
昨

　
　
　
　

年
五
月
よ
り
万
松
寺
ビ
ル

　
　
　
　

前
で
「
お
み
く
じ
処
」と
し

て
仮
の
小
屋
で
お
み
く
じ
や
お
守
り

を
お
授
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
し
た
が
、
四
月
一
日
よ
り
新
た
に

「
札
処
」
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー

プ
ン
い
た
し
ま
し
た
。

　

場
所
は
新
天
地
通
に
あ
っ
た
以
前

の
お
み
く
じ
処
の
向
か
い
側
か
ら
少

し
南
に
行
っ
た
あ
た
り
で
す
。
様
々

な
願
目
や
デ
ザ
イ
ン
の
中
か
ら
あ
な

た
に
ぴ
っ
た
り
の
お
守
り
を
見
つ
け

て
み
て
は
？！

水・木
11:00～19:00営業時間

定休日
4月25日
OPEN

あっぱ
れ

あっぱ
れ

父
母
の
恩
を
思
う
お
経

　
　
　
　
　
～
父
母
恩
重
経
～

ふ
ぼ
お
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う

なるほど

仏教

万松寺

れぽーと

4/1に札処が

リニューアル
ＯＰＥＮ

そ
の
苦
労
を
親
は
幸
福
と
さ
え
感
じ

ま
す
。こ
の
よ
う
に
親
の
愛
情
を
一

身
に
受
け
、
今
日
の
私
た
ち
が
生
き

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

父
母
恩
重
経
は
こ
の
よ
う
な
恩
が
親

に
対
し
て
あ
る
の
で
、
親
に
対
し
自

分
自
身
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え
、

実
行
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
反
対
に
、

親
は
親
孝
行
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
親
孝
行
も
あ
り

が
た
い
と
思
え
ば
こ
そ
、
子
は
素
直

に
親
孝
行
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な

る
で
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
も
説
い
て

お
り
ま
す
。

父母恩重経　十の教え
ふぼおんじゅうきょう

母は子がお腹に宿り、産まれるまで常にお腹にいる我が子を思い守る。
懐胎守護の恩第１
かいたいしゅご

母はお産の時は陣痛に耐える。
臨産受苦の恩第2
りんしょうじゅく

母は生まれた我が子の顔を見て苦しみも忘れ喜ぶ。
生子亡優の恩第３
しょうしぼうゆう

母は乳を与え育ててくれる。
乳哺養育の恩第4
にゅうほよういく

親は寝づらく汚れた所に寝て、子は安全で綺麗な所に寝かせる。
迴乾就湿の恩第５
えかんじゅうしつ

親は子の排泄物を処理する。
洗灌不浄の恩第６
せんかんふじょう

親は貧しい物を食べ、子には美味しい物を食べさせる。
嚥苦吐甘の恩第７
えんくとかん

親は地獄に落ちようとも、子が幸福である事を願う。
為造悪業の恩第８
いぞうあくごう

親は子が旅立つとき、心から安全を願う。
遠行憶念の恩第９
おんぎょうおくねん

親は生きているときも、亡くなった後も子の安全と幸福を願う。
究意憐愍の恩第１０
くきょうれんみん

◆リニューアルオープンした新札処の外観です。
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