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表紙　「新
しん

名
な

庄
しょう

川
がわ

と富士山」　山梨県忍
おし

野
の

村
むら

2月上旬、夜の天気予報で関東地方に雪の予報が出た
ので、忍野村へ向かった。翌朝、晴れてはいたが富士山
は見えず、そのうちに桜並木の枝に積もった雪が風で散
り始めた。忍

しぼ

草
くさ

浅間神社付近の新名庄川に架かる「お宮橋」
の上に立ってスタンバイしていたが、富士山が顔を見せた
のは9時少し前。慎重に土手を下り、川の中から撮影した。

表2　「稲わら干しと富士山」　山梨県忍野村
忍野村には、富士の伏流水が湧き出る「忍

おし

野
の

八
はっ

海
かい

」が
あり、外国人観光客で連日ごった返している。その伏流水
が流れる桂

かつら

川
がわ

の脇には観光用に稲わらやトウモロコシが
干されていて、インスタ映えする人気撮影スポットになっ
ていた。この日も雪を纏

まと

った富士山が稲わらに抱かれて真
っ青な空に聳

そび

えていた。まさに日本の象徴的風景だ。
� 撮影・解説／山梨勝弘
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小こ

林ば
や
し

照し
ょ
う

宏こ
う（

長
野
県
岡
谷
市・真
福
寺
）

「
言こ

と

葉ば

の
力ち

か
ら

」
言
葉
に
は
力
が
宿
っ
て
い
ま
す
。

言
葉
は
届
い
た
心
に
働
き
ま
す
。

ひ
と
言
が
人
を
勇
気
づ
け
救
い
、
ひ
と
言
が
人
を
傷
つ
け
迷
わ
す
。

自
分
の
感
情
を
離
れ
、
相
手
を
思
い
や
る
言
葉
で
あ
れ
ば
、

き
っ
と
人
を
磨
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

言
葉
は
人
を
創つ

く

り
ま
す
。

不
満
の
言
葉
で
満
た
す
な
ら
、
物
事
を
咀そ

嚼し
ゃ
く

し
て
価
値
を
見
出
し
、

前
向
き
で
喜
び
の
あ
る
言
葉
を
生
む
方
が
良
い
。

多
く
の
お
陰
に
気
づ
く
こ
と
が
、
き
っ
と
人
を
豊
か
に
し
ま
す
。

い
つ
で
も
心
に
蘇

よ
み
が
え

る
あ
の
人
の
言
葉
。

言
葉
に
は
、
生
き
る
力
が
宿
っ
て
い
ま
す
。

唐
糸

太
刀
川

95 責了
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四
国
と
い
え
ば
八
十
八
ヶ
所
霊
場
を
思
い
浮

か
べ
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
札
所

の
多
い
海
沿
い
か
ら
山
の
奥
へ
と
分
け
入
っ
た

と
こ
ろ
に
も
訪
れ
た
い
寺
院
が
あ
り
ま
す
。
よ

さ
こ
い
節
の
歌
詞
に
も
あ
る
「
坊
さ
ん
か
ん
ざ

し
買
う
を
見
た
」
と
い
う
高
知
の
は
り
ま
や
橋

か
ら
、
車
で
一
時
間
も
か
か
ら
ず
に
着
く
の
が

今
回
訪
れ
た
豊ぶ

楽ら
く

寺じ

で
す
。

高
知
唯
一
の
国
宝
建
造
物
、
薬や

く
　
し
　
ど
う

師
堂

仁に
ん

平ぺ
い

元
年
（
一
一
五
一
）
に
建
立
さ
れ
た
豊
楽

寺
薬
師
堂
は
四
国
で
最
も
古
い
木
造
建
築
で
あ

り
、
建
造
物
で
は
、
高
知
県
唯
一
の
国
宝
で

す
。
ご
住
職
が
「
翼
を
広
げ
た
鳳ほ

う

凰お
う

の
よ
う

だ
」
と
形
容
す
る
よ
う
に
、
大
き
く
反
り
の
つ

い
た
こ
け
ら
葺ぶ

き
の
屋
根
は
な
ん
と
も
優
美
な

姿
を
し
て
い
ま
す
。
お
堂
の
大
き
さ
は
五
間
四

面
と
決
し
て
大
き
な
お
堂
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
山
の
木
々
と
調
和
し
た
厳お

ご
そ

か
な
存
在
感
が

あ
り
、
見
る
も
の
を
圧
倒
し
ま
す
。
柱
は
槍や

り

鉋が
ん
な

に
よ
っ
て
削
り
出
さ
れ
た
た
め
細
か
な
凹
凸
が

あ
り
、
手
で
触
れ
る
と
当
時
の
職
人
の
息
遣
い

が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

平
安
の
面
影
残
す
ご
本
尊

お
堂
正
面
の
格
子
窓
か
ら
差
し
込
む
光
が
、

薄
闇
の
な
か
に
佇た

た
ず

む
如
来
像
を
や
わ
ら
か
く
照
ら
し

て
い
ま
す
。
中
央
に
は
手
に
薬
壷
を
持
っ
た
姿
の
薬

師
如
来
が
座
し
、
両
脇
に
日に

っ

光こ
う

菩ぼ

薩さ
つ

と
月が

っ

光こ
う

菩ぼ

薩さ
つ

が

並
び
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
左
側
に
弥み

陀だ

定じ
ょ
う

印い
ん

を
結

ん
だ
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

が
、
右
側
に
釈し

ゃ

迦か

如に
ょ

来ら
い

が
座
し
て

い
ま
す
。
三
尊
の
お
顔
立
ち
を
見
比
べ
て
み
る
と
、

こ
の
釈
迦
如
来
だ
け
首
が
短
く
ふ
っ
く
ら
と
し
た
顔

つ
き
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
訳
を
聞
い
て
み
る
と
、

こ
の
釈
迦
如
来
は
も
と
も
と
薬
師
如
来
で
、
薬
師
堂

の
ご
本
尊
さ
ま
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
後
に
な
っ
て
現

在
の
薬
師
如
来
と
阿
弥
陀
如
来
が
造
ら
れ
た
際
に
、

左
手
の
薬
壷
を
と
り
釈
迦
如
来
へ
と
造
り
変
え
た
の

だ
と
い
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
造
ら
れ
た
時
代
の
違

い
か
ら
顔
つ
き
が
違
う
の
で
す
。
こ
の
釈
迦
如
来
の

胎
内
に
あ
っ
た
墨
書
か
ら
、
仁
平
元
年
に
造
顕
さ
れ

た
こ
と
が
判
明
し
、
ご
本
尊
さ
ま
を
お
祀
り
す
る
薬

師
堂
が
、
国
宝
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
い
ず
れ
も

平
安
後
期
に
造
ら
れ
た
こ
の
三
尊
の
座
像
と
、
脇
侍

の
日
光
・
月
光
二
菩
薩
は
、
と
も
に
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

如
来
の
お
わ
す
山

豊
楽
寺
は
神じ

ん

亀き

元
年
（
七
二
四
）、
奈
良
時
代
の

僧
、
行ぎ

ょ
う

基き

に
よ
っ
て
開
創
さ
れ
ま
す
。
聖
武
天
皇
の

勅ち
ょ
く

願が
ん

に
よ
っ
て
諸
国
を
行あ

ん

脚ぎ
ゃ

し
て
い
た
行
基
は
、
道

す
が
ら
後
に
豊
楽
寺
が
で
き
る
大お

お

田た

山や
ま

に
立
ち
寄
り

ま
し
た
。
す
る
と
、
山
の
上
で
如
来
の
姿
を
感
じ

豊楽寺薬師堂。仁平元年（1151）に建立され、四国でも最も古い木造建築。高知県の建造物で唯一の国宝である。

智山寺院探訪
日本三薬師第一之霊場

高知県大
お お

豊
と よ

町
ちょう

　大
お お

田
た

山
さ ん

 豊
ぶ

楽
ら く

寺
じ
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取
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
一い

っ

刀と
う

三さ
ん

礼ら
い

を
も
っ
て
、

自
ら
薬
師
如
来
の
像
を
刻
み
、
一
宇
を
建
立
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
い
た
く
感
激
し
た
聖
武
天
皇
に
よ
っ

て
、『
薬
師
経
』
の
「
薬
師
如
来
の
名み

ょ
う

号ご
う

（
お
名
前
）

を
耳
に
す
れ
ば
、
そ
の
身
か
ら
病
が
去
っ
て
安
楽4

に

な
り
、
家
族
は
皆
悉こ

と
ご
と

く
豊4

か
に
な
る
」
と
い
う
一
節

か
ら
豊
楽
寺
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

長ち
ょ
う
そ宗

我か

べ部
氏
の
総
祈
願
所
と
し
て

開
創
以
来
、
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
き
た
薬
師
如

来
の
霊
験
を
示
す
話
が
今
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
戦

国
大
名
で
あ
る
長
宗
我
部
元も

と

親ち
か

は
、
四
国
を
平
定
す

る
た
め
に
豊
楽
寺
の
あ
る
大お

お

豊と
よ

地
方
の
豪
族
と
争
っ

て
い
ま
し
た
。
豊
楽
寺
を
戦
の
拠
点
と
さ
れ
る
こ
と

を
恐
れ
た
元
親
は
、
薬
師
堂
の
西
の
隅
に

火
を
つ
け
ま
す
。
す
る
と
、
不
思
議
な
こ

と
に
元
親
の
体
を
痺し

び

れ
が
襲
い
、
動
け
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
火
は
薬
師
堂
を

燃
や
す
こ
と
な
く
自
然
と
消
え
、
そ
れ
と

同
時
に
痺
れ
も
治
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

大
い
に
威い

徳と
く

を
感
じ
た
元
親
に
よ
っ
て
長

宗
我
部
氏
の
総
祈
願
所
と
な
っ
た
豊
楽
寺
は
、
増
々

発
展
し
て
い
く
の
で
す
。
往お

う

時じ

に
は
参
道
に
大
門
を

構
え
、
蓮
華
院
や
極
楽
寺
と
い
っ
た
多
く
の
塔た

っ

頭ち
ゅ
う

寺

院
（
寺
院
内
の
小
院
）
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。

隆
盛
を
誇
っ
た
豊
楽
寺
で
す
が
、
明
治
の
廃は

い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
く

に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
す
。
高
知
は
廃

仏
毀
釈
が
特
に
激
し
く
、
多
く
の
伽が

藍ら
ん

が
取
り
壊
さ

れ
ま
し
た
。
豊
楽
寺
も
例
に
も
れ
ず
、
大
門
や
塔
頭

寺
院
が
灰か

い

燼じ
ん

に
帰
し
、
こ
と
ご
と
く
廃
寺
と
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
豊
楽
寺
薬
師
堂
は
人
々
の
請
願
に

よ
っ
て
取
り
壊
し
を
免
れ
、
高
知
で
唯
一
の
、
国
宝

建
造
物
と
な
る
の
で
す
。

日
本
三
大
薬
師
「
柴し

ば

折お
り

薬や
く
し師

」

豊
楽
寺
は
別
名
「
柴
折
薬
師
」
と
も
呼
ば

れ
、
日
本
三
薬
師
第
一
之
霊
場
に
数
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
柴
折
薬
師
の
名
は
、
い
ま
で
も
旧
暦

七
月
六
日
（
平
成
三
十
年
は
、
八
月
十
六
日
）
に
行

わ
れ
て
い
る
薬
師
大
祭
に
由
来
し
ま
す
。
柴
折

と
は
敷
物
に
す
る
た
め
に
枝
を
折
る
こ
と
を
指

し
ま
す
。
江
戸
の
頃
、
大
祭
の
前
夜
か
ら
三
日

間
は
、
男
女
で
問
答
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
問
答
を
す
る
際
に
折
っ
た
柴
を
敷
物
と
し

て
お
り
、
問
答
に
負
け
る
と
相
手
の
い
う
こ
と

を
何
で
も
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
う

で
す
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
男
女
の
縁
結
び
の
薬

師
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
祭
に
詣
で
る
人

精悍な顔立ちの薬師如来（左）と優しい顔立ちの釈迦如来（右）。本来のご本尊さまであった右
側の釈迦如来の方が造られた時代が古く、素朴なお顔立ちをしている。

奥から阿弥陀如来、薬師如来、釈迦如来。いずれの三尊と
もヒノキの一木造りに見合った重厚感があり、そのお姿は訪れ
た人を包み込むような安心感を与える。
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が
大
変
多
く
、
向
か
い
の
山
か
ら
豊
楽
寺
を
見
る

と
、
蟻
が
行
列
を
な
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
大
祭
の
あ
る
三
日
間
は
参
道
、
境
内
に
所
狭
し

と
出
店
や
見
世
物
小
屋
が
建
ち
並
び
、
夜
で
も
明
か

り
が
煌こ

う

々こ
う

と
灯
り
、
さ
な
が
ら
不
夜
城
の
よ
う
で

あ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

規
模
こ
そ
当
時
に
は
及
び
ま
せ
ん
が
、
い
ま
で
も

続
く
こ
の
薬
師
大
祭
に
往
時
の
興
隆
を
偲し

の

ぶ
こ
と
が

で
き
ま
す
。
豊
楽
寺
で
は
薬
師
大
祭
だ
け
で
は
な

く
、
花
祭
り
や
節
分
な
ど
、
地
域
の
人
々
の
祈
り
の

場
と
な
る
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

吉よ
し

岡お
か

寛か
ん

順じ
ゅ
ん

ご
住
職
は
「
時
代
が
変
わ
り
人
々
の
娯

楽
が
増
え
た
た
め
か
、
豊
楽
寺
を
訪
れ
る
人
は
昔
ほ

ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
高
知
県
唯
一
の

国
宝
で
あ
る
薬
師
堂
や
、
住
職
の
私
で
す
ら
手
を
合

わ
せ
る
た
び
に
感
動
を
覚
え
る
如
来
さ
ま
た
ち
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も
多
く
の
方
に
知
っ
て
い

た
だ
き
、
多
く
の
人
々
に
訪
れ
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
、
土
佐
訛な

ま

り
の
あ
る
優
し
い
口
調
で
思
い
を
語
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

確
か
に
訪
れ
る
に
は
険
し
い
難
所
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
土
佐
の
渓
谷
を
分
け
入
り
、
山
林
の
中
に
佇

む
薬
師
堂
を
参
拝
し
た
時
の
感
動
は
、
筆ひ

つ

舌ぜ
つ

に
尽
く

し
が
た
い
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
数
日
前
ま
で
に

電
話
予
約
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
国
宝
の
薬
師
堂
内
を

参
拝
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
豊
楽
寺
ま

で
足
を
伸
ば
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
中
嶋
亮
順
　
撮
影
／
村
中
修
）

大田山 大願院 豊楽寺
〒789-0234　高知県長岡郡大豊町寺内314
TEL0887-73-0029　FAX0887-73-1606
高知自動車道、大豊I.C.より車で20分
JR土讃線 大田口駅下車 徒歩30分
JR土讃線 大杉駅下車 タクシーで15分

ACCESS アクセス

豊楽寺薬師堂

大田口土讃
線

261
大豊町総合
ふれあい
センター

JA土佐
れいほく
加工販売部

豊永
郵便局

32

吉岡寛順ご住職。平成 29
年 11月にご住職に就任した
ばかりだが、民泊の制度を
使って中学生に田舎暮らしを
体験させたり、先の西日本豪
雨の被害者を受け入れるな
ど、精力的な活動もしている。

山
の
麓
の
吉
野
川
か
ら
「
お
薬
師
さ
ま
の
た
め
に
」
と
、
人
々

の
手
に
よ
っ
て
三
年
か
け
て
引
き
上
げ
ら
れ
た
手
水
鉢
。

普段は非公開の国重要文化財天部立像。見上げると、力強いお姿で
迫ってくる。

昔から多くの人 が々歩いてきた表参道。苔む
した階段が積み重ねられた時間を物語る。
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お寺の行事に参加しよう③
祈願の行事と年末年始

―護摩供、大般若会、除夜の鐘、星まつり―

特 集

お正月になると、各地の寺社仏閣は初
はつ

詣
もうで

の方々で大変な賑
にぎわ

いをみせます。真
しん

言
ごん

宗
しゅう

智
ち

山
さん

派
は

のお寺でも成
なり

田
た

山
さん

新
しん

勝
しょう

寺
じ

や川
かわ

崎
さき

大
だい

師
し

平
へい

間
けん

寺
じ

は、全
国の初詣の参拝者数ランキングで毎年上位に入り、三ケ日の参拝者数はどちらも三百万人を超えるそうです。�写真提供／大本山成田山新勝寺

平
成
三
十
一
年
が
幕
を
開
け
ま
し
た
。
五
月
に
は

平
成
か
ら
新
た
な
元
号
に
変
わ
り
ま
す
。
新
た
な
時

代
の
始
ま
り
に
、
格
別
の
心
持
ち
で
初は

つ

詣も
う
で

に
参
拝
さ

れ
た
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
初
詣
に
は
多
く
の
方
々
が
寺
社
に
参
拝
し
、

手
を
合
わ
せ
て
一
心
に
ご
祈
願
さ
れ
る
姿
が
見
ら
れ

ま
す
。
何
か
と
忙
し
い
現
代
で
は
あ
り
ま
す
が
、
家

族
そ
ろ
っ
て
一
年
の
初
め
に
行
う
こ
と
が
「
神
仏
に

手
を
合
わ
せ
て
祈
願
」
す
る
こ
と
で
あ
る
の
は
、
と

て
も
尊
い
こ
と
で
す
。

真
言
宗
の
お
寺
に
は
、
人
々
の
祈
り
や
願
い
に
お

応
え
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
や
法
要
が
あ
り
ま
す
。

今
回
は
特
に
年
末
年
始
に
行
わ
れ
る
祈
願
の
行
事
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
除じ

ょ

夜や

の
鐘か

ね

】

大お
お

晦み
そ

日か

。
つ
い
先
週
ま
で
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
た

煌き
ら

び
や
か
な
ク
リ
ス
マ
ス
ム
ー
ド
も
一
転
、
家
々
に

は
飾
り
縄
や
門
松
が
置
か
れ
、
街
は
す
っ
か
り
和
の

装
い
で
す
。
夜
が
深
ま
る
に
つ
れ
周
囲
は
に
わ
か
に

静
ま
り
、
年
の
過
ぎ
ゆ
く
寂
し
さ
と
、
迎
え
る
年
へ

の
希
望
が
綯な

い
交ま

ぜ
に
な
っ
た
独
特
な
雰
囲
気
を
醸か

も

し
て
い
ま
す
。
深
夜
零
時
が
近
づ
く
と
遠
く
に
聞
こ

え
る
除
夜
の
鐘
…
…
そ
の
音
は
と
て
も
澄
ん
で
い

て
、
す
っ
と
心
に
響
き
ま
す
。

大
晦
日
は
古
き
年
を
除
き
去
り
、
新
年
を
迎
え
る

日
と
い
う
意
味
か
ら
「
除じ

ょ

日じ
つ

」
と
よ
ば
れ
、
そ
の
夜

6
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の
こ
と
を
「
除
夜
」
と
い
い
ま
し
た
。
除
夜
は
厳
密

に
は
大
晦
日
の
深
夜
か
ら
、
元
日
の
日
の
出
ま
で
の

時
間
を
さ
し
、
新
年
の
挨
拶
に
「
明
け
ま
し
て
お
め

で
と
う
」
と
い
う
の
も
、
本
来
は
除
夜
が
明
け
て
か

ら
の
言
葉
な
の
だ
そ
う
で
す
。

除
夜
の
鐘
に
は
、
そ
の
音
を
聞
く
者
を
迷
い
の
世

界
か
ら
目
覚
め
さ
せ
、
悟
り
の
世
界
に
至
ら
し
め
る

意
味
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
深
夜
零
時
を
前

に
、
除
夜
の
鐘
を
参
拝
者
に
撞つ

い
て

い
た
だ
け
る
よ
う
に
ご
案
内
さ
れ
て

い
る
お
寺
も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
除
夜
の
鐘
を
撞
い
て

旧
年
の
悩
み
や
迷
い
を
払
い
、
清
々
し
い
心
で
新
年

を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。

【
護ご

摩ま

供く

】

年
始
に
つ
と
め
ら
れ
る
法
要
は
「
正・

月が
つ

に
修・

行ぎ
ょ
う

す

る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
広
く
「
修し

ゅ

正し
ょ
う

会え

」
と
よ
ば

れ
ま
す
が
、
真
言
宗
や
天
台
宗
な
ど
の
密
教
を
伝
え

る
多
く
の
お
寺
で
は
、
修
正
会
に
際
し
て
護
摩
供
を

つ
と
め
る
お
寺
が
多
く
あ
り
ま
す
。

護
摩
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で
「
供
物
を
捧さ

さ

げ
る
こ

と
」
を
意
味
す
るhom

a

（
ホ
ー
マ
）
が
音
写
さ
れ

た
も
の
で
す
。
護
摩
供
を
つ
と
め
る
導
師
は
真
言
を

唱
え
つ
つ
、
一
連
の
作
法
を
と
お
し
て
、
ご
本
尊
さ

ま
を
護
摩
壇
の
炎
の
中
へ
と
お
招
き
し
ま
す
。
こ
の

と
き
護
摩
壇
の
炎
は
単
な
る
炎
で
は
な
く
、
仏
さ
ま

そ
の
も
の
と
な
り
ま
す
。
護
摩
供
で
は
さ
ま
ざ
ま
な

人間の迷いを生み出す煩
ぼん

悩
のう

は百八あるといわれます。除夜の鐘が百八回撞かれるのも、私た
ちの煩悩を除き、清らかな心で新しい年を迎える意味があるのです。

護
ご

摩
ま

の炎は仏さまそのもの。護摩札とよばれる祈願札を仏さまのお力が宿るよう
に炎にかざします。仏さまのお力を頂戴することを加

か

持
じ

といいます。加持された
護摩札をいただいた際には、お札そのものをご本尊さまと感じていただき、大切
にお祀りください。
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お
供
物
が
炎
の
中
に
投
じ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
仏

さ
ま
に
直
接
お
供
物
を
捧
げ
る
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。
仏
さ
ま
は
こ
の
供
養
の
心
に
お
応
え
し
、
た
く

さ
ん
の
ご
利
益
を
お
授
け
く
だ
さ
る
こ
と
か
ら
、
護

摩
供
は
功
徳
甚
大
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
所
願
成
就
の

秘
法
と
さ
れ
る
の
で
す
。

ま
た
、
護
摩
供
で
焚た

か
れ
る
護
摩
木
は
私
た
ち
の

煩
悩
を
象
徴
し
て
お
り
、護
摩
の
一
座
の
中
に
は
、仏

さ
ま
の
炎
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
煩
悩
が
焼
き
尽
く
さ

れ
る
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。私
た
ち
の
願
い

も
煩
悩
に
染
ま
ら
な
い
清
ら
か
な
も
の
で
あ
れ
ば
こ

そ
、き
っ
と
仏
さ
ま
は
応
え
て
く
だ
さ
る
の
で
し
ょ

う
。護

摩
供
は
、
皆
さ
ま
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
護
摩

札
を
授
か
る
だ
け
で
な
く
、
目
の
前
で
焚
か
れ
る
護

摩
供
の
清
浄
な
炎
の
功
徳
を
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
さ
ら
に
そ
の
意
義
が
増
し
ま
す
。
新

た
な
年
の
幕
開
け
に
迫
力
あ
る
炎
に
よ
る

護
摩
供
に
参
拝
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

【
大だ

い

般は
ん

若に
ゃ

会え

】

年
始
に
は
護
摩
供
だ
け
で
な
く
大
般
若

会
を
行
う
寺
院
も
あ
り
ま
す
。
中
国
の
物

語
『
西さ

い

遊ゆ
う

記き

』
に
も
登
場
す
る
三さ

ん

蔵ぞ
う

法ほ
う

師し

玄げ
ん

奘じ
ょ
う

（
六
〇
二
︱
六
六
四
）
は
実
在
の
人
物

で
、
そ
の
玄
奘
三
蔵
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国

に
持
ち
帰
り
、
四
年
の
歳
月
を
か
け
て
翻ほ

ん

訳や
く

し
た
全
六
百
巻
か
ら
な
る
『
大だ

い

般は
ん

若に
ゃ

経き
ょ
う

』

を
転て

ん

読ど
く

す
る
法
会
が
大
般
若
会
で
す
。

「
般
若
」
は
古
代
イ
ン
ド
の
言
葉
で
「
さ

と
り
の
智
慧
」
を
意
味
す
るprajñā
（
プ
ラ

ジ
ュ
ニ
ャ
ー
）
の
音
写
で
す
か
ら
、
般
若
経

は
さ
と
り
の
智
慧
を
説
く
、
た
い
へ
ん
功

徳
の
大
き
い
経
典
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き

ま
し
た
。『
大
般
若
経
』
に
は
、「
こ
の
経
を
読
誦
す

る
者
の
た
め
に
、
仏
法
を
守
護
す
る
神
々
が
あ
ら
ゆ

る
災
厄
か
ら
お
守
り
く
だ
さ
る
」
と
説
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
般
若
会
は
奈
良
時
代
に
天

皇
が
国
家
安あ

ん

寧ね
い

を
祈
る
法
要
と
し
て
つ
と
め
ら
れ
て

以
降
、
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

法
要
で
は
六
百
巻
の
経
本
す
べ
て
を
「
転て

ん

読ど
く

」
と

い
う
作
法
で
お
唱
え
し
て
い
き
ま
す
。
転
読
の
作
法

は
、
経
題
を
お
唱
え
し
な
が
ら
、
折
本
仕
立
て
の
経

本
の
初
め
・
中
間
・
末
尾
の
数
行
を
開
き
つ
つ
、
最

後
に
大
き
く
開
い
て
バ
ラ
バ
ラ
と
音
を
立
て
て
経
本

を
閉
じ
て
い
き
ま
す
。
法
要
に
列
座
す
る
僧
侶
は
経

机
に
積
ま
れ
た
経
本
一
冊
一
冊
を
手
に
取
り
経
題
を

声
高
ら
か
に
唱
え
あ
げ
て
転
読
し
、
魔
を
退
け
る
願

い
を
込
め
て
経
本
を
机
に
置
く
の
で
す
。
転
読
の
際

に
経
本
か
ら
生
じ
る
風
は
「
般
若
の
梵ぼ

ん

風ぷ
う

」
と
よ
ば

れ
、
こ
の
風
に
も
大
き
な
ご
利
益
が
あ
る
と
い
わ
れ

ま
す
。
般
若
の
梵
風
を
全
身
に
お
受
け
し
て
、
十じ

ゅ
う

六ろ
く

善ぜ
ん

神じ
ん

の
加
護
を
い
た
だ
け
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

【
星
ま
つ
り
】

「
星
に
願
い
を
」
と
聞
く
と
何
と
も
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク
で
す
が
、
人
の
運
勢
を
司つ

か
さ
ど

る
と
さ
れ
る
星
々
を

供
養
す
る
法
要
が
星
ま
つ
り
で
す
。
年
末
年
始
だ
け

で
な
く
、
二
月
三
日
の
節
分
な
ど
に
も
勤
め
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
は
一
年
間
の
人
の
運
勢
を
司
る
と
さ
れ
る

別院真福寺大般若会の様子。大般若会にはご本尊さまとして、仏法を守護する十
じゅう

六
ろく

善
ぜん

神
じん

が
お釈迦さまを囲むように描かれた掛軸が掲げられます。十六善神のご加護をいただきに、ぜひと
もご参拝ください。毎年新春大護摩供法要（平成31年は1月8日）にて開催されます。
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「
当と

う

年ね
ん

星じ
ょ
う

」
と
よ
ば
れ
る
星
が
交
替
す
る
の
が
春
の

節
分
だ
か
ら
で
す
。 

当
年
星
は
日
曜
星
・
月
曜
星
・
火
曜
星
・
水
曜

星
・
木
曜
星
・
金
曜
星
・
土
曜
星
の
七
つ
の
星
に
、

古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
日に

っ

蝕し
ょ
く

や
月げ

っ

蝕し
ょ
く

を
引
き
起
こ
す

と
さ
れ
た
計け

い

都と

星せ
い

と
羅ら

睺ご

星せ
い

の
二
つ
を
加
え
て
九く

曜よ
う

星せ
い

と
よ
ば
れ
ま
す
。
こ
の
九
つ
の
星
の
い
ず
れ
か

が
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
当
年
星
と
し
て
毎
年
変
わ
り
、

一
年
の
運
勢
を
左
右
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の

星
々
に
お
供
物
を
捧
げ
た
り
、
護
摩
供
な
ど
を
つ
と

め
て
ご
供
養
し
、
災
い
を
避
け
る
よ
う
に
祈
る
の
で

す
。星

ま
つ
り
で
は
星ほ

し

曼ま
ん

荼だ

羅ら

と
い
う
ご
本
尊
が
掛
け

ら
れ
ま
す
が
、
星
曼
荼
羅
に
は
九
曜
星
の
そ
れ
ぞ
れ

が
神
さ
ま
の
お
姿
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
九
曜
星
だ

け
で
な
く
、
北
斗
七
星
や
十
二
星
座
、
日
ご
と
の
運

勢
を
司
る
二に

十じ
ゅ
う

八は
っ

宿し
ゅ
く

と
よ
ば
れ
る
星
々
も
神
さ
ま
の

姿
で
描
か
れ
て
お
り
、
夜
空
に
輝
く
星
々
が
い
つ
も

私
た
ち
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

運
勢
の
善
し
悪
し
は
誰
し
も
気
に
な
る
も
の
。
心
を

こ
め
て
星
々
に
供
養
を
捧
げ
、
一
年
間
の
吉き

っ

祥し
ょ
う

を
祈

り
た
い
も
の
で
す
。

【
お
わ
り
に
】

こ
こ
に
紹
介
し
た
祈
願
の
行
事
の
他
に
も
、
お
寺

に
は
多
く
の
行
事
が
あ
り
ま
す
。

仏
さ
ま
に
祈
り
を
捧
げ
る
た
び
に
、
私
た
ち
の
心

は
迷
い
か
ら
離
れ
、
安
ら
か
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

ぜ
ひ
と
も
お
寺
の
行
事
に
参
加
さ
れ
、
よ
り
一
層
、

仏
さ
ま
と
の
ご
縁
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ

て
い
ま
す
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
伊
藤
尚
徳
）

星
ほし

曼
まん

荼
だ

羅
ら

には夜空の星々が神さまのお姿で描かれています。天高く私たちを
見守るように輝く星 を々神さまとして信仰するのは世界共通です。自分の当

とう

年
ねん

星
じょう

が今年どれに当たるかは『智
ち

山
さん

御
ご

寶
ほう

暦
れき

』の「九
く

曜
よう

星
せい

早
はや

繰
くり

表
ひょう

」（下図）です
ぐにお調べいただくことができます。� 星曼荼羅（北斗曼荼羅）／智積院蔵

平
成
三
十
一
年
九く

曜よ
う

星せ
い

早は
や

繰く
り

表ひ
ょ
う

（
生
ま
れ
年
の
ご
真
言
を
お
唱
え
し
て
身
を
つ
つ
し
み
幸
運
を
得
て
く
だ
さ
い
）

羅ら

睺ど

星せ
い

潜運
八白
御
真
言 

オ
ン
ラ
ゴ
シ
リ 

ソ
ワ
カ

平 31
生れ
平 22
平 13
平 4
昭 58
昭 49
昭 40
昭 31
昭 22
昭 13
昭 4
大 9

土
曜
星
開運
九紫
御
真
言 

オ
ン
シ
ヤ
ニ
シ 

シ
ヤ
ラ
シ
セ
イ
テ 

イ
シ
リ
ソ
ワ
カ

平 30
生れ
平 21
平 12
平 3
昭 57
昭 48
昭 39
昭 30
昭 21
昭 12
昭 3
大 8

水
曜
星
喜運
一白
御
真
言 

オ
ン
ボ
タ
シ
リ 

ソ
ワ
カ

平 29
生れ
平 20
平 11
平 2
昭 56
昭 47
昭 38
昭 29
昭 20
昭 11
昭 2
大 7

金
曜
星
平運
二黒
御
真
言 

オ
ン
シ
ユ
キ
ヤ
ラ 

シ
リ
ソ
ワ
カ

平 28
生れ
平 19
平 10
平 1
昭 55
昭 46
昭 37
昭 28
昭 19
昭 10
昭 1
大 6

日
曜
星
盛運
三碧
御
真
言 

オ
ン
ア
ニ
チ
ヤ 

シ
リ
ソ
ワ
カ

平 27
生れ
平 18
平 9
昭 63
昭 54
昭 45
昭 36
昭 27
昭 18
昭 9
大 14
大 5

火
曜
星
休運
四緑
御
真
言 

オ
ン 

ア
ギ
ヤ
ラ
キ
ヤ 

シ
リ
ソ
ワ
カ

平 26
生れ
平 17
平 8
昭 62
昭 53
昭 44
昭 35
昭 26
昭 17
昭 8
大 13
大 4

計け
い

都と

星せ
い

滞運
五黄
御
真
言 

オ
ン
ケ
イ
ト 

シ
リ
ソ
ワ
カ

平 25
生れ
平 16
平 7
昭 61
昭 52
昭 43
昭 34
昭 25
昭 16
昭 7
大 12
大 3

月
曜
星
進運
六白
御
真
言 

オ
ン
ソ
マ
シ
リ 

ソ
ワ
カ

平 24
生れ
平 15
平 6
昭 60
昭 51
昭 42
昭 33
昭 24
昭 15
昭 6
大 11
大 2

木
曜
星
吉運
七赤
御
真
言 

オ
ン 

ボ
ラ
カ
サ
ム
バ
チ 

シ
リ
ソ
ワ
カ

平 23
生れ
平 14
平 5
昭 59
昭 50
昭 41
昭 32
昭 23
昭 14
昭 5
大 10
大 1
※平成三十一年智山御寶暦より抜粋
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TEL：03-3431-1081　FAX：03-3431-0203

総本山智積院京都 〒605-0951京都市東山区東大路七条下ル東瓦町964
TEL：075-541-5361　FAX：075-541-5364

平
成
十
年
十
二
月
十
六
日
第
三
種
郵
便
物
認
可
「
生
き
る
力SH

IN
G

O
N

」
第
九
十
五
号
　
平
成
三
十
年
十
二
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

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

智
積
院
阿あ

字じ

観か
ん

会え

毎
月
12
日
　
14
時
よ
り（
受
付
13
時
よ
り
）

※
8
月
と
12
月
は
8
日
　
14
時
よ
り

於
　
智
積
院
金
堂
地
下
ホ
ー
ル

（
参
加
灯
明
料
五
百
円
・
要
事
前
申
込
）

宿
坊 

智
積
院
会
館
は
新
築
工
事
の

た
め
、
平
成
30
年
12
月
13
日（
木
）

よ
り
宿
泊
利
用
並
び
に
会
館
利
用

を
休
止
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で

以
上
に
快
適
に
ご
利
用
い
た
だ
け

る
宿
坊
と
な
る
よ
う
に
準
備
を
進

め
て
お
り
ま
す
。
工
事
中
は
ご
不

便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
新

し
い
智
積
院
会
館
は
、
2
0
2
0

年
春
頃
の
開
業
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。

愛あ
た

宕ご

薬や
く

師し

ご
縁
日（
毎
月
8
日
）

※
8
日
が
土
日
祝
の
際
は
第
一
金
曜
日

12
月
7
日（
金
）

1
月
8
日（
火
）

※
新
春
大
護
摩
供
法
要
　
11
時
30
分
よ
り

2
月
8
日（
金
）

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
）

12
月
20
日
　
談
志
一
門
会

1
月
17
日
　
談
志
一
門
会

2
月
21
日
　
三
遊
亭

真
福
寺
阿あ

字じ

観か
ん

会え

昼
の
部
15
時
・
夜
の
部
18
時
よ
り

於
　
本
堂（
無
料
・
要
事
前
申
込
）

1
月
29
日（
火
）

2
月
19
日（
火
）

総本山智積院HP 智積院Facebook
http://www.chisan.or.jp/

平成31年カレンダー発行のお知らせ

平成31年のカレンダーを2種類
ご用意いたしました。
ぜひご利用ください。

（各1部100円　お問い合わせはP.23出版係まで）

柱かけカレンダー
「今月の法語」

「日ごろの暮らしに表れる
法語」を集め、月ごとに季
節を感じられるような日本
の伝統文様をあしらった月
めくりカレンダー。お部屋
の柱などにかけてお使いく
ださい。

ポスター
カレンダー（B2版）
「四大明王像」

智積院明王殿にお祀りされて
いる「四大明王像」のお姿を
使用して作製した、迫力ある
表情を写したカレンダー。

責了 　
95唐

糸
太
刀
川
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