
唱
導
寺
だ
よ
り

唱導寺だより

第２号
2018.6月

第２号

　

美
智
子
皇
后
陛
下
の
お
言
葉
で
す
。民
間
か
ら
皇
室
に
嫁
が
れ
た
美
智
子
皇
后
陛
下
の

母
と
し
て
の
願
い
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

 

親
と
い
う
字
は「
木
の
上
に
立
っ
て
見
る
」と
書
き
ま
す
。本
来
の
語
源
と
は
異
な
り
ま
す

が
、子
供
の
先
を
見
据
え
て
育
て
る
こ
と
の
大
切
さ
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。目
先
の
幸
せ
だ
け
を
追
い
与
え
る
の

で
は
な
く
、幸
せ
に
な
れ
る
行
動
、そ
し
て
幸
せ
を
感
じ
ら
れ
る

心
を
育
て
た
い
も
の
で
す
。そ
こ
に
は「
感
謝
＝
あ
り
が
と
う
」

の
心
が
必
要
不
可
欠
な
は
ず
で
す

昭和五十八年、先代住職（前列右から二人目）
が大荒行堂第四行を成満し唱導寺に帰山した
時の一枚。この時に現住職は出家得度を決心し
た。中央は先代住職の兄弟子にあたる正伝師 
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家
得
度
を
し
て
は
や
三
十
五
年
に
な
る
。縁
あ
っ
て
唱
導
寺
先
代
住
職
の
長
男
と
し
て
命

　
　
を
頂
い
た
が
、中
学
ま
で
は
全
く
坊
さ
ん
に
な
る
気
は
な
か
っ
た
。い
や
、坊
さ
ん
は
嫌
い

だ
っ
た
。寺
の
子
供
は
幼
少
期
に
必
ず
友
達
に
言
わ
れ
る
フ
レ
ー
ズ「
坊
主
丸
儲
け
ー
！
」子
供

心
に
坊
主
＝
悪
者
的
な
？
複
雑
な
気
持
ち
だ
っ
た
。で
は
何
故
坊
さ
ん
に
な
ろ
う
と
決
め
た
か

と
い
う
と
、や
は
り
今
号
の
特
集
で
あ
る「
大
荒
行
堂
」な
ん
で
す
。

　
　

学
一
年
の
冬
に
、父
で
あ
る
先
代
住
職
が
四
回
目
の
荒
行
に
挑
ん
だ
。三
回
目
は
私
が
生

　
　
ま
れ
た
年
な
の
で
当
然
記
憶
に
な
い
。十
二
月
六
日
が
過
ぎ
家
族
で
父
の
面
会
に
行
っ
た

（
三
十
五
日
間
が
過
ぎ
る
と
面
会
が
で
き
る
の
で
す
）。そ
の
時
の
父
の
姿
と
、
一
緒
に
修
行
を

し
て
い
る
坊
さ
ん
の
姿
に
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。「
な
ん
か
分
か
ん
な
い
け
ど
格
好
い
い

な
！
」中
学
生
の
私
は
こ
の
単
純
な
思
い
で
、父
に「
坊
さ
ん
に
な
る
」と
ポ
ロ
ッ
と
言
っ
て
し
ま

い
、父
が
荒
行
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
直
ぐ
に
得
度
式
が
行
わ
れ
た
次
第
で
す
。

　
　

来
、荒
行
堂
に
行
き
修
法
祈
祷
を
す
る
こ
と
が
私
の
坊
主
と
し
て
の
大
き
な
目
標
で
し
た
。

　
　
生
き
て
い
る
人
も
、亡
く
な
っ
た
方
も
お
題
目
の
祈
り
に
よ
り
、よ
り
良
き
道
に
進
ん
で
も

ら
い
た
い
、少
し
で
も
そ
の
お
力
に
な
り
た
い・・そ
の一心
で
厳
し
い
荒
行
に
挑
み
続
け
た
二
十

五
年
で
し
た
。御
本
佛
の「
佛
力
」、お
題
目
の「
経
力
」、修
法
師
の「
慈
念
力
」、皆
さ
ん
の

「
信
力
」が
合
わ
さ
っ
た
時
、佛
天
は
感
応
道
交
し
必
ず
ご
守
護
を
下
さ
り
ま
す
。

今
日
も
唱
導
寺
で
皆
様
の
こ
と
を
祈
っ
て
い
ま
す
。

　
昭
和
二
十
九
年
、佐
藤
氏
が
自
宅
を
新
築
す
る
た
め
初
代
住
職
に
地
鎮
祭
の
依
頼
を
し
た
こ
と

が
結
縁
で
、以
来
六
十
四
年
間
唱
導
寺
を
見
守
っ
て
い
る
。佐
藤
氏
は「
初
代
正
道
住
職
の
お
経
は

全
身
に
響
き
渡
り
活
力
と
感
動
を
い
た
だ
き
、二
代
海
成
住
職
の
お
経
は
心
身
共
に
穏
や
か
に
な

り
、自
分
自
身
を
省
み
る
こ
と
鏡
の
如
く
で
あ
り
、三
代
海
應
住
職
の
お
経
は
自
然
と
心
身
共
に

癒
さ
れ
る
悟
り
の
心
境
を
感
じ
ら
れ
る
」と
、三
人
の
住
職
と
共
に
祈
っ
て
き
た
思
い
を
語
る
。平

成
十
八
年
に
現
住
職
と
護
持
会
役
員
の
懇
請
に
よ
り
佐
藤
氏
は
護
持
会
会
長
に
就
任
し
た
。以
来

そ
れ
ま
で
以
上
に
唱
導
寺
の
為
、護
持
会
の
為
に
辛
苦
を
惜
し
ま
ず
尽
く
し
て
く
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、佐
藤
氏
は
書
道
の
大
家
で
あ
り
、唱
導
寺
に
も
多
数
の
作
品
を
寄
贈
し
て
い
る
。特
に
刻

字
に
関
し
て
は
失
礼
な
が
ら
年
齢
を
重
ね
た
女
性
と
は
思
え
ぬ
迫
力
の
作
品
で
あ
る
。唱
導
寺
参

拝
の
折
に
は
是
非
見
て
頂
き
た
い
。

　
佐
藤
氏
は「
皆
様
が
い
つ
で
も
気
軽
に
ご
先
祖
様
の
ご
供
養
や
参
拝
が
で
き
る
よ
う
に
皆
様
の
菩

提
寺
を
大
切
に
お
守
り
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、皆
様
も
唱
導
寺
と
護
持
会
に
対
し

ご
理
解
、ご
協
力
を
心
よ
り
お
願
い
い
た
し
ま
す
。」と
護
持
会
会
長
と

し
て
の
思
い
を
語
って
い
る
。

「
幸
せ
な
子
を
育
て
る
の
で
は
な
く

　 

ど
ん
な
境
遇
に
お
か
れ
て
も

　
　
幸
せ
に
な
れ
る
子
を
育
て
た
い
」

「
海
應
コ
ラ
ム
」

唱
導
寺
護
持
会
会
長
は
ど
ん
な
人
？
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当
寺
住
職
が

日
蓮
宗
大
荒
行
堂
第
五
行
を

成
満
い
た
し
ま
し
た

成満し出行した後、聖教殿前で檀信徒の皆さんと

大荒行へ向かう入行の様子

毎
日
書
道
会 

会
員
／
日
本
刻
字
協
会 

理
事
審
査
員
／
横
浜
書
人
会 

会
長 

審
査
員

琴
帥
会 

会
長

綾
瀬
市
教
育
委
員
会
文
化
芸
術
部
門
で
も
活
躍
中

旭
区
笹
野
台
の
自
宅
稽
古
場
で
は
毎
週
火
曜
日
・
土
曜
日
に
お
稽
古
を
行
っ
て
い
る
。

詳
し
く
は
〇
四
五（
三
六
一
）五
七
四
二
ま
で

佐
藤
琴
帥
氏

し
ょ
う
ど
う

か
い
せ
いか

い
お
う



　
日
蓮
宗
の
お
坊
さ
ん
の
中
で
、修
法
祈
祷
を
志
す
者
が
修
行
を
す
る
場
所

で
す
。祈
祷
と
い
う
と
神
道
や
佛
教
で
は
真
言
宗
を
思
い
浮
か
べ
る
方
が
多
い

か
と
思
い
ま
す
が
、日
蓮
宗
に
も
修
法
師（
祈
祷
師
）が
い
る
の
で
す
！
但
し
、

日
蓮
宗
の
お
坊
さ
ん
な
ら
ば
誰
で
も
祈
祷
が
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

厳
し
い
荒
行
堂
を
成
満
し
た
者
だ
け
が
祈
祷
を
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
ま
す
。

　
昔
は
複
数
の
荒
行
堂
が
あ
り
、そ
こ
か
ら
流
派
が
う
ま
れ
て
い

ま
し
た
が
、現
在
は
千
葉
県
市
川
市
に
あ
る
日
蓮
宗
大
本
山
法
華

経
寺
の
中
に
開
設
さ
れ
て
い
る
日
蓮
宗
公
認
の
荒
行
堂
と
、法
華

経
寺
の
塔
頭
寺
院
で
あ
る
遠
寿
院
で
開
設
さ
れ
て
い
る
荒
行
堂
の

二
か
所
が
あ
り
ま
す
が
、ど
ち
ら
の
荒
行
堂

も
基
本
的
な
日
課
は
同
じ
で
す
。

　

荒
行
は
十
一
月
一
日
よ
り
翌
年
二
月
十
日
ま
で
の

寒
壱
百
日
間
行
わ
れ
ま
す
。
十
一
月
一
日
に
お
坊
さ

ん
の
死
装
束
で
あ
る「
清
浄
衣
」を
着
用
し
、修
行
が
始

ま
る
日
と
修
行
が
終
わ
る
二
月
十
日
の
年
に
二
回
し
か

開
門
し
な
い「
瑞
門
」と
い
う
門
を
く
ぐ
り
百
日
間
の
修

行
が
始
ま
り
ま
す
。清
浄
衣
を
着
用
す
る
と
い
う
こ
と
は

命
を
懸
け
て
修
行
す
る
決
意
の
表
れ
で
す
。

　
入
行
と
同
時
に
以
下
の
修
行
が
始
ま
り
ま
す
。

　

以
上
が
基
本
的
な
日
課
で
、そ
の
間
に
さ
ら
な
る
読

誦
三
昧
に
入
り
、書
写
行
等
を
行
い
ま
す
。

　
わ
ず
か
な
睡
眠
と
食
事
の
中
で
、
一
日
に
七
度
の
水

行
を
行
い
心
身
は
徐
々
に
追
い
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。そ

の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
最
初
の
三
十
五
日
間
は
自
分
自

身
の
罪
障
消
滅（
自
行
）を
中
心
に
行
い
、そ
の
後
に
他

の
為
に
祈
る（
化
他
行
）に
入
って
い
き
ま
す
。

　

自
分
自
身
を
極
限
状
態
に
す
る
な
か
で
、佛
天
に
祈

り
を
捧
げ
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、あ
る一線
を
越
え
た
と

こ
ろ
か
ら
普
段
と
は
全
く
違
う
感
覚
と
な
り
、身
体
は

衰
え
て
い
き
ま
す
が
信
仰
に
よ
り
心
は
満
た
さ
れ
て
い

き
ま
す
。そ
し
て
、あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
か
ら
佛
天
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
感
じ
る
状
態
に
入
って
い
く
の
で
す
。

　
荒
行
堂
で
の
修
行
は
五
段
階
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。初
め
て
修
行
を
す
る
者

は「
初
行
僧
」と
言
い
、「
修
法
祈
祷
」に
関
す
る
基
本
的
な
こ
と
を
相
伝
さ

れ
、木
剣
祈
祷
を
体
得
し
ま
す
。二
回
目
の
修
行
を
す
る「
再
行
僧
」は「
幣
束

（
紙
で
神
様
を
表
す
）」を
感
得
し
ま
す
。三
回
目
の
修
行
を
す
る「
参
行
僧
」

は
大
黒
様（
福
の
神
様
）を
感
得
し
ま
す
。四
回
目
の
修
行
を
す
る「
四
行
僧
」

は
水
神
様（
水
の
神
様
）を
感
得
し
ま
す
。そ
し
て
、最
終
行
で
あ
る
五
回
目
の

修
行
を
す
る「
五
行
僧
」は
ご
本
尊
の
世
界
を
感
得
し
、五
行
を
成
満
し
た
修

行
僧
は「
五
行
皆
伝・伝
師
相
承
」と
い
う
免
許
皆
伝
の
允
許
を
受
け
ま
す
。

　
二
月
十
日
の
午
前
六
時
、ま
だ
暗
い
中
で
百
日
ぶ
り
に
瑞
門
が
開
門
さ
れ
、

全
国
か
ら
集
ま
っ
た
檀
信
徒
に
迎
え
ら
れ
寒
百
日
間
の
荒
行
を
修
め
た
荒
行

僧
が
出
行
し
て
い
き
ま
す
。

　
例
年一三
〇
名
〜一六
〇
名
の
お
坊
さ
ん
が
全
国
よ
り
集
ま

り
、そ
れ
ぞ
れ
の
行
数
に
応
じ
た
修
行
を
し
ま
す
が
、入
行
し

た
者
が
全
員
出
行
で
き
る
年
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

　

出
行
し
た
修
行
僧
は
修
行
で
宿
し
た
経
力
を
持
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
を
中
心
に
、修
法
布
教
に
邁
進
し
て
い
き

ま
す
。

　
二
月
十
日
に
大
荒
行

堂
で
の
修
行
を
無
事
に

終
え
た
住
職
は
、二
月

十
二
日
に
九
名
の
荒
行

僧
と
共
に
唱
導
寺
に
帰

山
し
ま
し
た
。少
々
風

が
強
か
っ
た
も
の
の
晴

天
に
恵
ま
れ
、午
前
十
時
に
日
野
公
園
墓
地

内
の
聖
観
世
音
菩
薩
像
の
前
で
読
経
し
た

後
、帰
山
旗
が
な
び
く
中
、お
題
目
の
声
高
ら
か
に
帰
山
行
列

を
行
い
、大
勢
の
檀
信
徒
の
皆
様
に
迎
え
ら
れ
唱
導
寺
に
到
着

し
ま
し
た
。午
前
十
時
半
よ
り
寒
気
の
中
、荒
行
堂
を
彷
彿
さ

せ
る
水
行
式
を
行
い
身
を
浄
め
た
後
、い
よ
い
よ
唱
導
寺
本

堂
に
於
い
て
日
蓮
宗
大
荒
行
堂

第
五
行
成
満
帰
山
奉
告
式
が
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。修
行
を
終
え

た
ば
か
り
の
荒
行
僧
の
力
強
い

読
経
の
後
、住
職
に
よ
る
帰
山
奉

告
文
の
言
上
が
あ
り
、初
行
入

行
以
来
二
十
五
年
間
を
か
け
て

通
算
五
百
日
の
荒
行
を
修
め
ら

れ
た
こ
と
に
対
す
る
感
謝
の
思
い

や
、こ
の
荒
行
で
積
ん
だ
功
徳
は

檀
信
徒
の
皆
様
の
功
徳
で
あ
る

こ
と
な
ど
が
仏
祖
三
宝
に
奉
告

さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、日
蓮
宗
大
荒
行
堂
正

伝
師
で
あ
る
吉
澤
日
観
猊
下
よ

り
住
職
に
対
し
、五
行
成
満
の
許
証
と
全
修
行
僧
の
代
表
で
あ

る
全
堂
代
表
を
務
め
た
こ
と
に
対
す
る
感
賞
状
が
手
渡
さ
れ

堂
内
よ
り
大
き
な
拍
手
が
起
こ
り
ま
し
た
。

　
続
い
て
日
蓮
宗
総
長
に
代
わ
り
、日
蓮
宗
神
奈
川
県
第
一

部
宗
務
所
長
で
あ
る
篠
原
顯　

僧
正
よ
り
五
行
皆
伝
伝
師

相
承
の
認
証
書
が
手
渡
さ
れ
、来
賓
の
お
上
人
様
方
よ
り
温

か
い
ご
祝
辞
を
賜
り
ま
し
た
。更
に
、吉
澤
日
観
正
伝
師
猊
下

よ
り
唱
導
寺
護
持
会
佐
藤
琴
帥
会
長
に
対
し
、荒
行
僧
へ
の

供
養
と
扁
額
奉
納
に
対
す
る
感
謝
状
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

謝
辞
の
中
で
住
職
は
、

「
今
回
の
修
行
で
は
、ど
れ
だ

け
他
に
尽
く
す
こ
と
の
功
徳

が
大
き
い
の
か
と
い
う
こ
と

を
、改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ

た
。自
分
本
意
に
な
ら
ず
他

に
尽
く
し
お
題
目
の
信
仰
に

励
め
ば
、必
ず
佛
天
は
守
護

し
導
い
て
下
さ
る
こ
と
を
確

信
し
た
。こ
れ
か
ら
は
、こ
の

修
行
で
感
得
し
た
こ
と
を
皆
様
の
為
、お
題
目
流
布
の
為
に
活

か
し
て
い
き
た
い
」と
述
べ
ま
し
た
。

　

帰
山
奉
告
式
終
了
後
に
は
参
拝
者
の
除
災
得
幸
を
祈
り
、

住
職
を
大
導
師
に
荒
行
僧
に
よ
る
迫
力
の
修
法
祈
祷
が
行
わ

れ
ま
し
た
。最
後
に
境
内
で
鏡
開
き
を
行
い
、帰
山
奉
告
式
の

日
程
が
終
了
し
た
。

　

参
拝
し
て
く
だ
さ
っ
た
檀
信
徒
の
皆
様
、護
持

会
役
員
を
は
じ
め
準
備
か
ら
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ

た
皆
様
、誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　　　　　　　平成４年に初めての荒行に挑み、平成８年

度「再行」、平成18年度「参行」、平成23年度「四行」と修行を

重ね、初行入行から25年の歳月をかけ、平成29年度「五行」

に入行し最高相伝である本尊相伝を感得して参りました。

　特に今回の修行は全国から集まった全ての修行僧の代

表である「全堂代表」という立場での修行でありました。今

回の荒行堂は日蓮宗の修行規定が変更され、荒行堂始ま

って以来の100名をきる86名という少人数での修行でし

た。その分大変な修行ではありましたが、自分の修行だけ

ではなくお互いが支え合う気持ちを強く持ち、「自他共に」

というお釈迦様の御教えに適うより良い修行ができた荒行

堂でした。

　全国には約五千の日蓮宗寺院がありますが、開山より三

代続けて住職が荒行堂五行満行したお寺は稀であります。

日
蓮
宗
大
荒
行
堂
っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

住
職
帰
山
奉
告
式

海應住職荒行堂の歩み

大荒行堂
正面の様子

日野公園墓地付
近を帰山行列し
ている様子

2月の寒気の中
本堂前で水行式
を行いました

檀信徒の皆さん
に配られた記念
の祈祷米

昨年11月1日に
入行しました

普段は開かずの門
「瑞門」をくぐって
修行が終了

百日間の荒行を無事
終えて出行した住職

◆修行の基本日課◆

午前2：40   起床

午前3：00   水行

午前4：00   朝勤

午前5：30   朝食
                 （お粥・味噌汁）

午前6：00   水行

午前9：00   水行

午前10：00 昼勤

正午12：00 水行

午後3：00   水行

午後4：00   夕勤

午後5：30   夕食
                 （お粥・味噌汁）

午後6：00   水行

午後7：00   夜勤

午後11：00 水行

午前0：00   就寝
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