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表紙写真　「森を舞うヒメボタルの輝き」
7月下旬、広島県の中国山地で光を放つ“ヒ

メボタル”の群れ。日本で良く知られるホタルは、
水辺で暮らし黄緑色に光るゲンジやヘイケで、
幼虫は川にすむ巻貝を食べる。しかし、このヒ
メボタルは一生を森の中で過ごす。幼虫はカタ
ツムリを食べ、オレンジ色っぽい暖かな黄色で
チカチカと命の火を輝かせる。

目次写真　「涼やかな流れの鍋
なべ

ヶ
が

滝
たき

」
阿
あ

蘇
そ

山
さん

に近い熊本県の山間部にある鍋ヶ滝。
カルデラ噴火の名残である、阿蘇外

がい

輪
りん

山
ざん

の硬い
岩
がん

盤
ばん

の川
かわ

床
どこ

と、削られやすい火山灰の軟らかい
地層の重なりによって、滝の裏側を廻ることが
できる不思議な地形が生まれた。地球も生きて
いるということを実感できる場所に、カーテン
のような水が涼しげに流れる。
� 撮影・解説／宮武健仁
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稲い
な

田だ 

祥し
ょ
う

英え
い

（
群
馬
県
太
田
市
・
長
ち
ょ
う

慶け
い

寺じ

）

「
遇
春
則
榮
花
」
春
に
遇あ
え
ば
則
ち
栄
え
花
さ
く

厳
し
い
冬
の
時
代
は
必
要
か
。
そ
ん
な
こ
と
考
え
る
ま

で
も
な
く
、
辛
い
思
い
な
ん
て
し
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
辛
い
冬
を
経
験
し
て
幸
せ
を

得
た
人
と
、
そ
う
い
っ
た
経
験
な
し
に
そ
れ
を
得
た
人
と

で
は
、
何
と
な
く
前
者
の
幸
せ
の
方
が
ひ
と
し
お
な
気
が

し
ま
す
。
た
だ
そ
れ
も
幸
か
ら
見
た
苦
、
春
か
ら
見
た
冬

で
あ
り
、
や
っ
ぱ
り
、
あ
ま
り
に
寒
け
れ
ば
逃
れ
る
べ
き

だ
し
、
逃
れ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
わ
け
で
弘
法
大
師
よ
り
『
秘ひ

蔵ぞ
う

宝ほ
う

鑰や
く

』
の
こ
と

ば
で
す
。「
冬
枯
れ
の
木
に
も
必
ず
春
が
訪
れ
花
を
さ
か
せ

る
」。
な
か
な
か
前
途
洋
々
と
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま

で
の
人
生
に
春
を
く
れ
た
全
て
の
人
に
感
謝
。

仏教について	 仏教と文化
わたしたちの生活と仏教	 お知らせ
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近き
ん

鉄て
つ

「
滝た

き

谷だ
に

不ふ

動ど
う

駅え
き

」
を
下

車
す
る
と
、
大
変
な
人
だ
か
り

で
あ
っ
た
。
駅
か
ら
一
キ
ロ
ほ

ど
の
参
道
の
両
脇
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
露ろ

店て
ん

が
軒の

き

を
連
ね
、
そ
の

賑に
ぎ

わ
い
で
な
か
な
か
前
に
進
め

な
い
ほ
ど
だ
。

「
や
は
り
、
今
日
来
る
こ
と

が
で
き
て
良
か
っ
た
…
…
」

本
日
は
一
月
二
十
八
日
、
初

不
動
の
ご
縁
日
で
あ
る
。
瀧
谷

不
動
尊
が
特
に
賑
わ
う
一
日
で

あ
る
か
ら
、
大
変
に
ご
多
忙
の

こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
だ

が
、
私
は
ど
う
し
て
も
、
と
本

日
の
取
材
を
お
願
い
し
た
の
で

あ
る
。
瀧
谷
不
動
明
王
寺
と
い

え
ば
、
大
阪
の
南
東
部
、
富と

ん

田だ

林ば
や
し

に
あ
る
古こ

刹さ
つ

で
あ
り
、〝
日

本
三
不
動
〟
の
一
つ
に
数
え
ら

れ
る
近
畿
一
円
の
不
動
信
仰
の

中
心
地
で
あ
る
。
そ
う
、
私
は

山
中
に
佇た

た
ず

む
こ
の
信
仰
の
霊
山

が
、
多
く
の
人
で
賑
う
と
こ
ろ

を
、
そ
の
信
仰
の
息い

き

遣づ
か

い
を
、

ど
う
し
て
も
肌
で
感
じ
て
み
た

か
っ
た
の
だ
。

境け
い

内だ
い

に
到
着
す
る
と
、
ま
ず

は
、
初
不
動
大
祭
の
た
め
厳
修
さ
れ
る
「
大だ

い

般は
ん

若に
ゃ

経き
ょ
う

転て
ん

読ど
く

付つ
き

大お
お

護ご

摩ま

供く

法ほ
う

要よ
う

」
に
参
列
さ
せ
て
い
た
だ

く
。
ご
信
徒
さ
ん
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
本
堂
、
僧
侶

た
ち
は
次
々
と
『
大だ

い

般は
ん

若に
ゃ

波は

羅ら

蜜み

多た

経き
ょ
う

』
を
大
き
な

声
で
転
読
し
、
お
護
摩
の
炎ほ

の
お

は
高
く
上
が
る
。
迫
力

が
な
い
わ
け
が
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
堂
内
の
雰ふ

ん

囲い

気き

は
、
ど
こ
か
不
思
議
と
し
っ
と
り
と
落
ち
着
い

て
い
た
の
が
印い

ん

象し
ょ
う

的て
き

だ
っ
た
。
ふ
と
視
線
を
あ
げ
る

と
、
ご
本
尊
と
視
線
が
ぶ
つ
か
る
。
こ
れ
が
瀧
谷
の

お
不
動
さ
ま
か
…
…
開
創
以
来
、
千
二
百
年
近
く
の

歴
史
の
中
で
、
人
々
の
信
仰
の
対
象
で
あ
り
続
け
て

き
た
こ
の
お
不
動
さ
ま
の
視
線
の
先
に
は
何
が
あ
っ

た
の
か
、
ご
覧
に
な
っ
て
き
た
の
は
一
体
ど
の
よ
う

な
風
景
だ
っ
た
の
か
。

瀧
谷
不
動
明
王
寺
は
、
弘こ

う

仁に
ん

十
二
年
（
八
二
一
）、

こ
の
地
を
訪
れ
た
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

が
不
動
明
王
と
と
も
に

脇わ
き

侍じ

の
矜こ

ん

羯が

羅ら

童ど
う

子じ

と
制せ

い

吒た

迦か

童ど
う

子じ

の
両
童
子
を
一い

っ

刀と
う

三さ
ん

礼ら
い

で
謹き

ん

刻こ
く

し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。

当
初
は
、
現
在
地
よ
り
一
キ
ロ
ほ
ど
南
の
山
の
中ち

ゅ
う

腹ふ
く

に
あ
っ
て
、
多
く
の
堂ど

う

塔と
う

伽が

藍ら
ん

を
誇ほ

こ

り
、
ま
た
平へ

い

安あ
ん

時じ

代だ
い

に
は
大
い
に
興
隆
す
る
も
、
南な

ん

北ぼ
く

朝ち
ょ
う

時じ

代だ
い

に

至
っ
て
二
度
の
大
き
な
戦せ

ん

禍か

に
遭あ

う
な
ど
困
難
な
時

代
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
二
度
目
の
戦
災
で

伽
藍
が
烏う

有ゆ
う

に
帰
し
た
後
、
現
在
の
場
所
に
遷う

つ

さ
れ

る
と
、
江
戸
期
に
入
り
平
和
の
訪
れ
と
と
も
に
徐
々

に
興こ

う

隆り
ゅ
う

復ふ
っ

興こ
う

を
と
げ
、
広
く
信
仰
を
集
め
な
が
ら
、

現
在
に
至
る
ま
で
人
々
の
営
み
、
祈
り
の
全
て
を
見

智山寺院探訪
近
きん

畿
き

三十六不動尊霊場第三十二番札所

 大阪府富
とん

田
だ

林
ばやし

市　瀧
た き

谷
だ に

不
ふ

動
ど う

明
み ょ う

王
お う

寺
じ

初不動のご縁日だけあって、境
けい

内
だい

は多くの参詣者で賑
にぎ

わっていた。

唐
糸

太
刀
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守
っ
て
こ
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
護
摩
供
法
要
の

後
は
、
境
内
を
散さ

ん

策さ
く

さ
せ
て
い
た
だ
く
。

ま
ず
は
、
瀧
不
動
堂

へ
参
拝
す
る
。
そ
の

傍か
た
わ

ら
に
は
、
お
滝た

き

行ぎ
ょ
う

場ば

が
あ
る
。
瀧
谷
の

地
名
の
由
来
と
も

な
っ
て
い
る
こ
の
滝

に
は
、
か
ね
て
よ

り
、
眼が

ん

病び
ょ
う

平へ
い

癒ゆ

を
祈

願
す
る
多
く
の
人
々
が
集つ

ど

い
、
行
に
励
ん
で

き
た
。
瀧
谷
の
お
不
動
さ
ま
は
、
眼
病
平
癒

の
霊れ

い

像ぞ
う

と
し
て
古い

に
し
え

よ
り
信
仰
を
集
め
て
き

た
の
で
あ
る
。

眼
病
平
癒
に
ご
利り

益や
く

が
あ
る
と
さ
れ
る
の

は
、
由
来
と
な
る
一
つ
の
伝
説
が
あ
る
た
め

だ
。先

に
、
南
北
朝
時
代
に
二
度
の
戦
禍
に

遭
っ
た
こ
と
は
触
れ
た
が
、
一
度
目
の
戦
災

で
諸
堂
が
灰か

い

燼じ
ん

に
帰
し
た
際
、
ご
本
尊
と
両

童
子
は
お
滝
の
下
に
遷
さ
れ
て
難
を
逃
れ

た
。
そ
の
時
、
盲も

う

目も
く

の
老
僧
が
現
れ
て
、
ご

本
尊
の
霊れ

い

験げ
ん

を
人
々
に
説
い
て
、
礼ら

い

拝は
い

し
て

い
た
が
、
ま
も
な
く
そ
の
老
僧
は
晴せ

い

眼が
ん

（
眼

が
見
え
る
よ
う
）
に
な
り
、
姿
を
消
し
た
と
い
う
。

―
―
こ
れ
は
、
老
僧
の
姿
に
な
っ
て
現
れ
た
お
大
師

さ
ま
が
、
ご
本
尊
が
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
る
こ
と
を

私
た
ち
に
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
縁
起
で
あ
る
。

爾じ

来ら
い

、
瀧
谷
の
不
動
尊
は
、
眼
病
平
癒
の
霊
像
と

し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
だ
。
寺

に
伝
わ
る
多
く
の
霊
験
譚た

ん

に
も
、
眼
病
平
癒
の
ご
利

益
が
篤あ

つ

か
っ
た
と
い
う
話
に
事
欠
か
な
い
こ
と
か
ら

見
て
も
、
実
際
に
霊
験
あ
ら
た
か
な
の
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。

続
い
て
、
境
内
の
諸
堂
を
順
に
巡
っ
て
い
く
。
観か

ん

音の
ん

堂ど
う

、
多た

宝ほ
う

塔と
う

、
西
国
三
十
三
所
お
砂す

な

踏ふ

み
霊れ

い

場じ
ょ
う

、

三さ
ん

宝ぼ
う

荒こ
う

神じ
ん

堂
…
…
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
で
い
る

4

この日大
だい

般
はん

若
にゃ

経
きょう

転
てん

読
どく

付
つき

大
おお

護
ご

摩
ま

供
く

法
ほう

要
よう

が盛大に厳
ごん

修
しゅう

されていた。僧侶たちの転読する大きな声が堂内に響
ひび

きわたる。

写真では少し見難いが、中央奥に見えるのがお滝行場。
右手に見えるのが瀧不動堂である。

唐
糸 85責了
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の
で
、
巡
拝
す
る
の
が
何
だ
か
楽
し
く
な
っ
て
く

る
。
同
行
し
て
く
れ
た
カ
メ
ラ
マ
ン
の
村
中
さ
ん
も

「
何
だ
か
、
テ
ー
マ
パ
ー
ク
み
た
い
で
す
ね
」
と
私

に
笑
顔
で
話
し
か
け
て
き
た
。
こ
う
し
た
諸
堂
の
多

く
は
現
住
職
純じ

ゅ
ん

光こ
う

師
、
先
代
實じ

つ

善ぜ
ん

師
の
代
で
整
備
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
山さ

ん

容よ
う

整
備
自
体
は
、
明
治
以

来
の
歴
代
先
師
た
ち
の
努
力
の
結
晶
で
も
あ
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
、
廃は

い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
く

に
始
ま
る
明
治

よ
り
、
大
正
、
昭
和
、
そ
し
て
現
代
ま
で
の
め
ま
ぐ

る
し
い
時
代
の
変
化
に
あ
っ
て
、
檀だ

ん

家か

の
一
軒
も
な

い
、
こ
の
完
全
な
る
祈き

祷と
う

寺
院
が
生
き
残
る
た
め
に

必
死
で
行
っ
て
き
た
、
寺
の
組
織
や
行
事
の
改
革
と

近
代
化
の
一い

っ

環か
ん

だ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、
瀧
谷
不
動
に
は
、
受
け
継
が
れ
て
変
わ

ら
な
い
伝
統
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
か
な
る
時
代
に

あ
っ
て
も
、
ひ
た
す
ら
ご
本
尊
と
と
も
に
霊れ

い

徳と
く

顕け
ん

揚よ
う

と
万ば

ん

民み
ん

救き
ゅ
う

済さ
い

の
た
め
に
精し

ょ
う

進じ
ん

す
る
“
精
神
”

で
あ
る
。
瀧
谷
不
動
で
は
、
現
住
職
を
含
め

て
歴れ

き

代だ
い

住
職
が
、
過か

酷こ
く

を
極
め
る
八
千
枚
護

摩
供
を
何
度
も
修
行
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
、

毎
日
六
座
の
お
護
摩
祈
祷
が
執と

り
行
わ
れ
て

い
る
。

ご
住
職
は
か
つ
て
師
僧
に
こ
う
い
わ
れ
た

そ
う
だ
。「
あ
り
が
た
い
住
職
で
あ
る
と
評

さ
れ
る
に
は
、
本
人
の
修
行
次
第
で
一
代
で

も
可
能
で
あ
る
が
、
ご
本
尊
さ
ま
が
あ
り
が

た
い
と
い
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
一
代
で

は
成
ら
ず
、
代
々
の
住
職
が
祈
り
継
ぐ
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。
幸
い
あ
り
が
た
い
ご
本

尊
さ
ま
が
お
い
で
に
な
る
の
だ
か
ら
命
が
け

で
お
守
り
せ
よ
―
―
」
と
。

こ
の
寺
院
が
千
二
百
年
近
く
、
人
々
の
信

仰
を
集
め
て
存
在
し
続
け
て
き
た
の
は
、
ご

本
尊
の
霊
験
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
加
え

て
、
ご
本
尊
に
真
剣
に
お
仕
え
し
て
守
っ
て

き
た
歴
代
住
職
が
い
た
か
ら
こ
そ
な
の
だ
ろ

う
。目

の
前
の
“
伝
統
”
に
圧
倒
さ
れ
て
熱
い
感
動
を

胸
に
私
は
帰き

路ろ

に
つ
い
た
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
松
平
實
心

撮
影
／
村
中
修
）
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滝谷不動

ACCESS アクセス

309

瀧谷不動明王寺

309号線

板持南

中佐備
高橋

須賀

川西
新家

滝谷不動

近
鉄
長
野
線

外
環
状
線

廿
山
南

写真は、西
さい

国
ごく

三十三所のミニ霊
れい

場
じょう

巡
めぐ

りの惣
そう

拝
はい

所
じょ

。ブロンズの聖
しょう

観
かん

音
のん

をお祀
まつ

りしている。石段
を登ると、西国三十三所のお砂踏み霊場や三

さん

宝
ぼう

荒
こう

神
じん

堂
どう

がある。

ご住職の荒谷純光師。柔
にゅう

和
わ

な表情で先代からいただ
いたお言葉について懐

なつ

かしそうに語ってくださった。「住
職の役割はお護摩における松

たい

明
まつ

（つけ松）のようなも
の。壇

だん

木
もく

に火が燃え広がれば役割は終わる」。……こ
れもまた、思い出に残る先代からの一言とのこと。

太
刀
川

85 責了

5

唐
糸



光こ
う

明み
ょ
う

真し
ん

言ご
ん

は
梵ぼ

ん

字じ

と
呼
ば
れ
る
イ
ン
ド
の
文
字
で
あ
ら
わ
さ
れ
ま
す
。
そ
の
功く

徳ど
く

は
と
て
も
大
き
く
、
お
唱
え
す
る
こ
と
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
罪
を
除
く
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
真し
ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

智ち

山さ
ん

派は

で
は
「
お
ん
　
あ
ぼ
き
ゃ
　
べい
ろ
し
ゃ
の
う
　
ま
か
ぼ
だ
ら
　
ま
に
　
は

ん
ど
ま
　
じ
ん
ば
ら
　
は
ら
は
り
た
や
　
う
ん
」　
と
お
唱
え
し
ま
す
。

6

大
たい

正
しょう

大
だい

学
がく

専
せん

任
にん

講
こう

師
し

・智
ち

山
さん

伝
でん

法
ぼう

院
いん

非
ひ

常
じょう

勤
きん

講
こう

師
し

　佐
さ

々
さ

木
き

 大
だい

樹
じゅ

光
こ う

明
み ょ う

真
し ん

言
ご ん

の
功

く

徳
ど く

特集

梵
字
揮き

毫ご
う

　
児こ

玉だ
ま

義ぎ

隆り
ゅ
う

6
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真し
ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

は
、
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
〝
真
言
〟
を

大
切
に
す
る
宗
派
で
す
。
真
言
と
は
、
仏
教
の
祖
国

イ
ン
ド
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
神
聖
な
言
葉
で
あ
り
、

イ
ン
ド
の
聖
な
る
文
字
（
梵ぼ

ん

字じ

）
で
記
さ
れ
、
原
音

（
梵ぼ

ん

音の
ん

）
に
忠
実
に
発
声
さ
れ
ま
す
。
真
言
宗
の
僧
侶

は
、
師
（
阿あ

闍じ
ゃ

梨り

）
か
ら
た
く
さ
ん
の
真
言
を
伝
授

さ
れ
、
そ
の
真
言
を
く
り
返
し
お
唱
え
す
る
修
行
を

し
て
、
一
人
前
の
僧
侶
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

イ
ン
ド
か
ら
伝
え
ら
れ
た
真
言
の
数
は
膨ぼ

う

大だ
い

で
す

が
、
そ
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
大
切
に
さ
れ
て
き
た

の
が
〝
光こ

う

明み
ょ
う

真し
ん

言ご
ん

〟
で
す
。
真
言
宗
で
行
わ
れ
る
通つ

夜や

・
葬そ

う

儀ぎ

、
法ほ

う

事じ

な
ど
で
は
、
故
人
や
ご
先
祖
さ
ま

の
追つ

い

善ぜ
ん

や
廻え

向こ
う

の
た
め
に
、
必
ず
光
明
真
言
が
唱
え

ら
れ
ま
す
。
一
般
の
方
で
も
、『
智ち

山さ
ん

勤ご
ん

行ぎ
ょ
う

式し
き

』
に

載の

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
光
明

真
言
を
実
際
に
お
唱
え
さ
れ
た
方
も

多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
は
、
光
明
真
言
に
こ
め
ら

れ
た
意
味
や
功
徳
を
中
心
に
平へ

い

易い

に

解
説
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

◎
光
明
真
言
の
意
味

多
く
の
真
言
宗
寺
院
の
本
堂
に

は
、
胎た

い

蔵ぞ
う

界か
い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

と
金こ

ん

剛ご
う

界か
い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

が
祀ま

つ

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
曼
荼

羅
に
は
、
び
っ
し
り
と
細
か
く
仏
さ

ま
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

一
々
の
仏
さ
ま
に
そ
れ
ぞ
れ
真
言
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

胎
蔵
界
曼
荼
羅
、
金
剛
界
曼
荼
羅

で
は
共
通
し
て
、
中
央
に
大だ

い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

が
描
か
れ
て
お
り
、
真
言
宗
の
根
本

の
ご
本
尊
さ
ま
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
徳
の
偉
大
さ
か
ら
、
太
陽
に
喩た

と

え
ら
れ
、〝
大
日
〟
の
名
が
あ
り
ま

す
。
太
陽
が
あ
ら
ゆ
る
闇や

み

を
除
き
万

物
を
育
む
よ
う
に
、
大
日
如
来
も
ま

た
私
た
ち
の
心
の
迷
い
を
払
い
、
そ

れ
ぞ
れ
の
善
い
部
分
を
伸
ば
し
て
く

れ
る
の
で
す
。

こ
の
大
日
如
来
の
徳
、
特
に
智ち

慧え

尊像写真／彩色 胎蔵曼荼羅　大宝輪閣　染川英輔 作

み
な
さ
ん
が
、
日
々
の
お
勤つ
と

め
や
法
事
・
法
要
な
ど
の
際
に
お
唱

え
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
経き
ょ
う

典て
ん

が
『
智ち

山さ
ん

勤ご
ん

行ぎ
ょ
う

式し
き

』
で
す
。
そ

の
中
で
も
光
明
真
言
を
お
唱
え
し
ま
す
。

胎
たい

蔵
ぞう

界
かい

阿
あ

弥
み

陀
だ

如
にょ

来
らい

胎
たい

蔵
ぞう

界
かい

大
だい

日
にち

如
にょ

来
らい

胎
たい

蔵
ぞう

界
かい

中
ちゅう

台
だい

八
はち

葉
よう

院
いん

7
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の
働
き
を
讃た

た

え
る
真
言
こ
そ
が
、
光
明
真
言
で
す
。

光
明
真
言
の
中
の
「
べ
い
ろ
し
ゃ
の
う
」
と
は
、
伝

統
的
に
大
日
如
来
の
梵ぼ

ん

名み
ょ
う

ヴ
ァ
イ
ロ
ー
チ
ャ
ナ

（「
毘び

盧る

遮し
ゃ

那な

」
と
音
写
）
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
真

言
の
「
じ
ん
ば
ら
」
と
は
〝
光
り
輝
く
〟
の
意
味
で

あ
り
、
光
明
真
言
の
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
光
明
と
は
、
迷
い
や
苦
し
み
を
と
り
払
い
、
私

た
ち
の
心
を
浄
化
す
る
大
日
如
来
の
智
慧
の
働
き
を

表
現
し
た
も
の
で
す
。

大
日
如
来
は
、
他
の
仏
さ
ま
と
異
な
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
宝ほ

う

飾し
ょ
く

を
身
に
着
け
、
宝ほ

う

冠か
ん

を
頂
く
王
者
の
姿
を

し
て
い
ま
す
。
こ
の
姿
が
象し

ょ
う

徴ち
ょ
う

す
る
よ
う
に
、
大
日

如
来
は
、
あ
ら
ゆ
る
仏
さ
ま
の
上
に
君く

ん

臨り
ん

す
る
も
の

で
あ
り
、
曼
荼
羅
上
の
総す

べ

て
の
仏
さ
ま
の
智
慧
と
慈じ

悲ひ

を
一
身
に
集
め
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、

大
日
如
来
の
智
慧
を
象
徴
す
る
光
明
真
言
を
お
唱
え

す
れ
ば
、
大
日
如
来
を
通
じ
て
、
曼
荼
羅
上
の
す
べ

て
の
仏
さ
ま
を
供く

養よ
う

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
仏
さ
ま
が
も
つ
ご
利り

益や
く

を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
光
明
真
言
は

「
諸し

ょ

仏ぶ
つ

菩ぼ

薩さ
つ

の
総そ

う

呪じ
ゅ

（
あ
ら
ゆ
る
仏
さ
ま
を
供
養
す
る
真

言
）」
と
呼
ば
れ
、
ご
本
尊
さ
ま
の
種
類
に
関
係
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
お
唱
え
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

◎
阿
弥
陀
如
来
と
光
明
真
言

な
お
「
諸
仏
菩
薩
の
総
呪
」
で
あ
る
光
明
真
言
で

す
が
、
日
本
で
は
平
安
時
代
の
末
期
以
降
、
阿あ

弥み

陀だ

如
来
の
真
言
と
し
て
の
面
が
強
調
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
阿
弥
陀
如
来
は
、
西さ

い

方ほ
う

・
極ご

く

楽ら
く

浄じ
ょ
う

土ど

の
仏
さ
ま

で
、「
南な

無む

阿
弥
陀
仏
」
と
お
唱
え
す
れ
ば
、
死

後
、
極
楽
に
往
生
で
き
る
と
し
て
大
変
な
人
気
を
集

め
ま
し
た
。
浄じ

ょ
う

土ど

宗し
ゅ
う

・
浄じ

ょ
う

土ど

真し
ん

宗し
ゅ
う

は
、
阿
弥
陀
如
来

を
ご
本
尊
さ
ま
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
阿
弥
陀
如
来
も
曼
荼
羅
に
含
ま
れ
て
お
り
、

大
日
如
来
か
ら
見
て
西
方
（
胎
蔵
界
で
は
下
、
金
剛
界

で
は
上
）
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
光
明
真
言
を
お
唱

え
す
れ
ば
、
大
日
如
来
を
通
じ
て
、
阿
弥
陀
如
来
と

ご
縁
を
結
び
、
死
後
、
そ
の
お
導
き
に
よ
っ
て
極
楽

に
往
生
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
す
。

真
言
の
「
は
ら
は
り
た
や
」
と
は
、
迷
い
の
世
界

を
仏
の
世
界
（
浄
土
）
に
転
ず
る
力
を
表
し
て
い
ま

す
。
万
が
一
、
地じ

獄ご
く

に
堕お

ち
た
と
し
て
も
、
光
明
真

言
の
功
徳
に
よ
っ
て
地
獄
を
破
り
、
仏
さ
ま
の
国

（
＝
浄
土
）
に
往
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

◎
光
明
真
言
の
功
徳

光
明
真
言
が
説
か
れ
る
『
不ふ

空く
う

羂け
ん

索じ
ゃ
く

神じ
ん

変ぺ
ん

真し
ん

言ご
ん

経き
ょ
う

』
と
い
う
お
経
に
は
、
光
明
真
言
を
お
唱
え
し
、

ま
た
そ
の
音
を
耳
に
す
る
だ
け
で
さ
ま
ざ
ま
な
罪
を

除
く
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

仏
教
で
説
く
罪
の
う
ち
、
私
た
ち
に
身
近
な
も
の

と
し
て
〝
十じ

ゅ
う

悪あ
く

〟
が
あ
り
ま
す
。
十
悪
と
は
、
人
が

犯
す
十
の
悪
事
の
こ
と
で
す
。
ち
ょ
う
ど
、
私
た
ち

が
行
う
べ
き
善
い
行
動
で
あ
る
〝
十じ

ゅ
う

善ぜ
ん

戒か
い

〟
を
ひ
っ

く
り
返
し
た
も
の
で
す
。

十じ
ゅ
う

　
悪あ

く

① 

殺せ
っ

生し
ょ
う

（
む
や
み
に
生
き
も
の
を
殺
す
）

② 

偸ち
ゅ
う

盗と
う

（
他
人
の
も
の
を
盗
む
）

③ 

邪じ
ゃ

婬い
ん

（
婬み

だ

ら
な
交こ

う

遊ゆ
う

を
す
る
）

④ 

妄も
う

語ご

（
ウ
ソ
を
つ
き
相
手
を
だ
ま
す
）

⑤ 

綺き

語ご

（
無
意
味
な
言
葉
を
使
う
）

⑥ 

悪あ
っ

口く

（
粗そ

暴ぼ
う

な
言
葉
を
使
う
）

⑦ 

両り
ょ
う

舌ぜ
つ

（
人
の
仲
を
ひ
き
裂さ

く
言
葉
を
使
う
）

⑧ 

貪と
ん

欲よ
く

（
む
さ
ぼ
り
の
心
を
も
つ
）

⑨ 

瞋し
ん

恚に

（
怒い

か

り
怨う

ら

む
心
を
も
つ
）

⑩ 

愚ぐ

癡ち

（
道
理
に
そ
む
く
心
を
も
つ
）

仏
教
で
は
、
善
を
行
え
ば
安
楽
が
得
ら
れ
、
逆
に

欲
望
に
ま
か
せ
悪
を
行
え
ば
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み
を
受

け
る
と
説
き
ま
す
。
そ
の
苦
し
み
の
際
た
る
も
の
が
地

獄
で
す
。
光
明
真
言
を
日
々
お
唱
え
す
れ
ば
さ
ま
ざ

ま
な
罪
を
除
き
、
私
た
ち
の
身
と
心
を
浄
め
、
地
獄
な

ど
の
苦
し
み
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

さ
ら
に
光
明
真
言
を
お
唱
え
し
、
生
前
に
罪
を
な

く
し
、
功
徳
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
後
に
大
日

如
来
の
密み

つ

厳ご
ん

浄
土
、
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
浄
土
に
往

生
で
き
る
と
説
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
生
前
に
自
分
で

光
明
真
言
が
お
唱
え
で
き
な
く
て
も
、
遺
さ
れ
た
者

が
代
わ
っ
て
、
故
人
の
た
め
に
光
明
真
言
を
お
唱
え

す
れ
ば
、
同
じ
く
極
楽
往
生
が
で
き
る
と
も
説
か
れ

8
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て
い
ま
す
。

も
し
死
者
の
た
め
に
、
こ
の
真
言
を
一い

っ

遍ぺ
ん

誦じ
ゅ

せ

ば
、
必
ず
無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

如
来
（
阿
弥
陀
如
来
）、
死
者
の

た
め
に
手
を
授
け
て
極
楽
浄
土
に
引
導
し
た
も
う
。

（『
毘び

盧る

遮し
ゃ

那な

仏ぶ
つ

説せ
つ

金こ
ん

剛ご
う

頂ち
ょ
う

経き
ょ
う

光こ
う

明み
ょ
う

真し
ん

言ご
ん

儀ぎ

軌き

』
の
文
）

こ
の
よ
う
な
お
経
の
言
葉
に
も
と
づ
き
、
極
楽
往

生
を
果
た
す
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
平
安
時
代
の

末
期
以
降
、
光
明
真
言
が
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
ま
し
た
。

源げ
ん

信し
ん

（
九
四
二
─
一
〇
一
七
）
の
『
往お

う

生じ
ょ
う

要よ
う

集し
ゅ
う

』

は
、
極
楽
往
生
に
関
す
る
要
文
を
集
め
た
も
の
と
し

て
有
名
で
す
が
、
本
書
で
も
〝
往
生
極
楽
の
業ご

う

〟
と

し
て
光
明
真
言
の
名
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

◎
光
明
真
言
と
土
砂
加
持

ま
た
光
明
真
言
を
お
唱
え
し
、
加か

持じ

す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

に
不
可
思
議
な
力
を
込
め
る

こ
と
が
可
能
で
す
。
そ
の
代

表
例
と
し
て
は
、
土
砂
が
あ

り
ま
す
（
加か

持じ

土ど

砂し
ゃ

）。
お
経

で
は
、
土
砂
を
手
に
と
り
、

光
明
真
言
一
〇
八
遍
を
お
唱

え
し
て
加
持
し
、
故
人
の
亡な

き
骸が

ら

の
上
に
散さ

ん

ず
る
と
、
極

楽
往
生
で
き
る
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
儀
式
化
し

た
も
の
が
「
光こ

う

明み
ょ
う

真し
ん

言ご
ん

会え

」

「
光こ

う

明み
ょ
う

真し
ん

言ご
ん

土ど

砂し
ゃ

加か

持じ

大だ
い

法ほ
う

会え

」
な

ど
と
呼
ば
れ
る
法
要
で
す
。

総そ
う

本ほ
ん

山ざ
ん

智ち

積し
ゃ
く

院い
ん

で
は
、
毎
年
八

月
三
十
一
日
に
、
山
内
の
僧
侶
が

総そ
う

出し
ゅ
っ

仕し

し
て
、
永え

い

代た
い

・
納の

う

骨こ
つ

・
日に

ち

月が
っ

牌ぱ
い

総そ
う

供く

養よ
う

法
要
（
百ひ

ゃ
く

僧そ
う

供
養
）
で

あ
る
「
光
明
真
言
会
」
が
勤ご

ん

修し
ゅ
う

さ

れ
ま
す
。
大
勢
の
僧
侶
が
金
堂
の

内な
い

陣じ
ん

を
読
経
し
な
が
ら
匝め

ぐ

り
、
節ふ

し

つ
き
の
光
明
真
言
を
お
唱
え
し
、

力
を
結
集
し
て
土
砂
を
加
持
す
る

と
い
う
大
変
壮そ

う

麗れ
い

な
法
要
で
す
（
詳

し
く
は
Ｐ
・
16
・
17
「
総
本
山
の
便
り
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
」
を
ご
参
照
く
だ
さ

い
）。

「光
こう

明
みょう

真
しん

言
ごん

加
か

持
じ

土
ど

砂
しゃ

」　これまで、東日本大震
災で被害に遭

あ

われた方の御
み

霊
たま

の供
く

養
よう

のため、多
くの土砂が加持され、被災地に散じられました。

光明真言の功徳を知っていただくとともに、光明真言を実際にお唱えするために作られた檀
信徒向けリーフレットが発行されます。あわせて vol.6「お戒名ってなに？」も発行されますの
でご一緒にいかがでしょうか。なお、今回ご紹介いたしました本宗発行の出版物は、真言宗智
山派宗務出張所出版係にお問い合わせください。※お問い合わせ先は p.23 にございます

Vol.5「光明真言」　Vol.6「お戒名ってなに？」のご案内
仏事がわかるリーフレット

9

9

生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁 生きる力 Vol.

真言宗
智山派
宗務庁
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平
成
十
年
十
二
月
十
六
日
第
三
種
郵
便
物
認
可
「
生
き
る
力S

H
IN

G
O

N

」
第
八
十
五
号
　
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
発
行
　
年
四
回
（
六
月
・
九
月
・
十
二
月
・
三
月
の
一
日
）
発
行
　
定
価
一
〇
〇
円
（
本
体
九
三
円
）

発
行
人
／
芙
蓉
良
英
　
編
集
／
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
　
発
行
所
／
〒
　
　 

京
都
市
東
山
区
東
大
路
七
条
下
ル
東
瓦
町
九
六
四
　
総
本
山
智
積
院
内
　
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁

605-
0951

総本山智積院HP　http://www.chisan.or.jp 

総
本
山
智
積
院
別
院　
真
福
寺

  

東 

京 

〒
105-
0002　

東
京
都
港
区
愛
宕
一
︱
三
︱
八

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

0
3
―3
4
3
1
―1
0
8
1

Ｆ
Ａ
Ｘ　

0
3
―3
4
3
1
―0
2
0
3

愛あ
た

宕ご

薬や
く

師し

ご
縁
日

・
大
護
摩
供
法
要　

12
時
よ
り

・
写
経
会（
納
経
料
千
円
）14
時
よ
り

7
月
8
日
（
金
）

8
月
8
日
（
月
）

※
6
月
8
日（
水
）は
施
餓
鬼
会（
15
時
よ

り
）の
た
め
、
ご
縁
日
は
お
休
み
で
す

や
す
ら
ぎ
寄
席

毎
月
第
3
木
曜
日　

18
時
30
分
よ
り

於　

本
堂（
木
戸
銭
千
五
百
円
）

6
月
16
日　

談
志
一
門
会

7
月
21
日　

三
遊
亭

8
月
18
日　

談
志
一
門
会

真
福
寺
阿あ

字じ

観か
ん

会え

昼
15
時
・
夜
19
時
よ
り

於　

本
堂（
無
料
・
要
事
前
申
込
）

6
月
28
日
（
火
）

7
月
26
日
（
火
）

8
月
23
日
（
火
）

愛
宕
薬
師
フ
ォ
ー
ラ
ム（
無
料
）

6
月
27
日
（
月
）
14
時
よ
り

「
密
教
と
吉
凶
」

天
台
寺
門
宗
金こ
ん

翅じ

鳥ち
ょ
う

院い
ん

住
職 

羽は
ね

田だ

守し
ゅ

快か
い

先
生

  

京 

都 

〒
605-
0951　

京
都
市
東
山
区
東
大
路�　
　

　
　
　
　　

七
条
下
ル
東
瓦
町
九
六
四

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

0
7
5
―5
4
1
―5
3
6
１

Ｆ
Ａ
Ｘ　

0
7
5
―5
4
1
―5
3
6
４

写し
ゃ

経き
ょ
う

の
つ
ど
い

毎
月
21
日　
13
時
よ
り

於　

金
堂

納
経
料　

千
円

宿
泊
料
金�

６
、６
７
０
円

　
　
　
　
（
朝
食
・
灯
明
料
・
税
込
）

ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

T
E
L　

0
7
5
-5
4
1
-5
3
6
3

・Ｊ
Ｒ
京
都
駅
よ
り
バ
ス
約
10
分

・
京
阪
七
条
駅
よ
り
徒
歩
約
10
分

総
本
山
智
積
院総本山智積院

ホームページ

智
積
院
会
館

京都へお越しの際には、宿坊智積院会
館をご利用ください。朝、静寂に包ま
れた名勝庭園があなたをお待ちしてお
ります。そして、宿坊ならではの魅力
をぜひ体験してください。

【ご宿泊料金】 ◦6,670円（朝食付き・坊入り灯明料・税込）
	 ◦ご夕食は1,620円より別途承ります。

http://www.chisan.or.jp/sanpai/kaikan/
宿坊智積院会館

（ご予約・お問い合わせ）
TEL：075―541―5363　mail：kaikan@chisan-ha.org

責了 　
85唐

糸
太
刀
川


	ikiru85_all_001
	ikiru85_all_002
	ikiru85_all_003
	ikiru85_all_004
	ikiru85_all_005
	ikiru85_all_006
	ikiru85_all_007
	ikiru85_all_008
	ikiru85_all_009
	ikiru85_all_032

