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表紙「月
がっ

山
さん

弥
み

陀
だ

ヶ
が

原
はら

湿
しつ

原
げん

」山形県庄内町
山形県の名峰月山の八合目付近に広がる月山弥陀ヶ原

湿原を歩いて行くと、まるで空まで駆け上って行けそうな
一本の木道に出会いました。空には雲がゆるやかに流れ、
一面に高山植物が咲いています。まさにここは「天空の
楽園」。夢を見ているような気分になりました。

表２「南島の扇
おうぎ

池
いけ

」東京都小笠原村南
みなみ

島
じま

世界自然遺産の小笠原諸島は、東京から南に約1000
㎞離れたところにあります。南島は父島の南西沖にある
無人島。東京都自然ガイドが同行しないと上陸できない
ほどの環境規制があり、まるで無垢の島に上陸したような
清々しさがあります。� 撮影・解説／新海良夫
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上う
え

村む
ら

正せ
い

斎さ
い（

埼
玉
県
上
尾
市・大だ
い

日に
ち

密み
つ

寺じ

住
職
）

「
一い

っ

切さ
い

皆か
い

苦く

」
―
す
べ
て
は
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
―

私
た
ち
は
、
日
々
の
生
活
の
中
で
、
自
分
の
望
む
と
お
り
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
人
生
は
想
定
外
な

こ
と
ば
か
り
。
ど
う
し
て
自
分
だ
け
う
ま
く
い
か
な
い
ん
だ
、

不
幸
な
ん
だ
と
嘆
き
、
怒
り
、
苦
悩
し
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

―
一
切
皆
苦
―

失
敗
や
挫
折
し
て
イ
ラ
イ
ラ
し
た
ら
、
落
ち
込
ん
だ
ら
、
心

の
中
で
つ
ぶ
や
い
て
み
る
。
お
釈
迦
さ
ま
が
お
っ
し
ゃ
る
の
だ

か
ら
仕
方
な
い
か
と
諦
め
る
（
欲
を
捨
て
て
納
得
す
る
）。
す
る

と
、
思
い
通
り
に
な
る
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
慢
心
だ
っ
た
と

気
づ
き
、
安
ら
か
な
る
心
が
訪
れ
ま
す
。
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房
総
三
山
の
一
つ
、
鹿か

野の
う

山ざ
ん

。
白
鳥
峰
、
熊
野

峰
、
春
日
峰
の
三
つ
の
峰
の
総
称
で
あ
り
、
頂
上
付

近
か
ら
臨
む
房
総
丘
陵
の
山
並
み
が
織
り
な
す
景
色

は
極
め
て
美
し
く
、「
九く

十じ
ゅ
う

九く

谷た
に

」
の
名
称
で
知
ら

れ
、
紀
行
文
家
の
大
町
桂け

い

月げ
つ

は
「
天
下
の
奇
観
」
と

激
賞
さ
れ
て
い
ま
す
。

千
葉
県
君
津
市
に
位
置
す
る
鹿
野
山
に
は
、
古
く

か
ら
多
く
の
人
々
が
参
拝
し
、
伝
説
と

信
仰
の
霊
場
と
し
て
賑
わ
い
ま
し
た
。

今
回
、
開
創
一
四
二
一
年
目
を
迎
え
、

関
東
最
古
の
寺
院
と
し
て
知
ら
れ
る
古

刹
神じ

ん

野や

寺じ

へ
訪
れ
ま
し
た
。

神
野
寺
の
歴
史

神
野
寺
は
推す

い

古こ

天て
ん

皇の
う

六
年
（
五
九
八
）、

聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
開
山
さ
れ
ま
し

た
。
伝
説
で
は
、
太
子
が
こ
の
地
に
お

堂
を
建
立
す
る
際
、
野
生
の
鹿
が
た
く

さ
ん
集
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。
鹿
と
い

え
ば
、
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
お
釈
迦
さ

ま
が
最
初
に
教
え
を
説
か
れ
た
地
を
、

鹿
が
多
く
住
む
林
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

「
鹿ろ

く

野や

苑お
ん

（
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
）」
と
い
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
に
ち
な
み
、
山
号
を

「
鹿か

野の
う

山ざ
ん

」
と
い
い
ま
す
。〝
ロ
ク
ヤ
ザ

ン
〟
と
読
ま
な
い
の
は
、
一
説
に
は
、

神
野
寺
が
「
神
の
こ
も
れ
る
山
」
と
い

う
こ
と
か
ら
「
神
野
山
→
カ
ム
ノ
山
あ
る
い
は
カ
ノ

山
」、
そ
れ
が
「
カ
ノ
ウ
ザ
ン
」
と
転て

ん

訛か

し
、
さ
ら
に

鹿
の
伝
説
と
附ふ

会か
い

し
「
鹿
野
山
」
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

ご
本
尊
さ
ま
は
、
薬や

く

師し

如に
ょ

来ら
い

と
軍ぐ

ん

荼だ

利り

明み
ょ
う

王お
う

（
共

に
高
さ
三・六
メ
ー
ト
ル
）
の
両
本
尊
で
あ
り
、
本
堂
内

陣
の
同
じ
大
厨
子
の
中
に
並
列
し
て
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
両
尊
と
も
聖
徳
太
子
一
刀
三
礼
の
ご
本
尊
と

さ
れ
、
薬
師
如
来
は
疫
病
か
ら
人
々
を
守
る
た
め

に
、
軍
荼
利
明
王
は
国こ

っ

家か

安あ
ん

穏の
ん

を
願
っ
て
ご
謹き

ん

刻こ
く

さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
普
段
は
秘
仏
で
あ

り
、
ご
開
帳
さ
れ
る
の
は
二
月
三
日
に
行
わ
れ
る
節

分
会
の
護
摩
祈
祷
中
の
特
別
開
帳
（
三
〇
分
程
度
）
の

際
と
、
十
二
年
に
一
度
、
寅
年
の
四
月
二
十
八
日
か

ら
一
ヶ
月
間
で
あ
り
、
次
回
の
寅
年
は
令
和
四
年

（
二
〇
二
二
）
で
す
。

神
野
寺
は
開
創
当
初
、
特
定
の
宗
派
に
は
属
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、天て

ん

安あ
ん

元
年（
八
五
七
）に
、慈じ

覚か
く

大だ
い

師し

円え
ん

仁に
ん

に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
、
こ
れ
を
機
に
平
安

時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
は
天
台
宗
の
道
場
と

し
て
、
ま
た
山
岳
信
仰
の
聖
地
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

神野寺本堂。銅板瓦棒葺きの屋根が、二階建てのように見える重層入母屋造りになっている。 
高さ２１ｍ、間口、奥行きともに１０間あり、非常に重厚感のある造りである。

智山寺院探訪

千葉県君津市　鹿
か

野
の う

山
ざ ん

 神
じ ん

野
や

寺
じ

九十九谷展望公園からの景色。東京から車で 70 分ほど。朝
方に訪れると、雲海を見ることができる。
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そ
の
後
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
、
浄
土
真
宗
の
開

祖
で
あ
る
親
鸞
上
人
が
神
野
寺
に
お
い
て
修
行
を
さ

れ
ま
す
。
親
鸞
上
人
が
聖
徳
太
子
信
仰
が
篤
か
っ
た

こ
と
は
有
名
で
す
が
、
親
鸞
上
人
の
影
響
に
よ
り
神

野
寺
は
念
仏
浄
土
の
山
と
し
て
浄
土
真
宗
の
時
代
を

迎
え
ま
す
。
宝
物
殿
に
は
親
鸞
上
人
ご
自
刻
の
像
が

納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
神
野
寺
は
、
天
台
宗
の
時
代
、
浄
土

真
宗
の
時
代
と
宗
派
が
変
容
し
て
い
く
だ
け
で
な

く
、
長
い
歴
史
の
中
で
は
幾
度
と
な
く
天
変
地
異
の

影
響
を
受
け
ま
す
。
特
に
十
五
世
紀
末
、
野
火
に
よ

り
お
堂
が
全
焼
し
た
こ
と
で
一
時
荒
廃
し
ま
す
が
、

永
正
年
間
（
一
五
〇
四
―
一
五
二
一
）
に
高
野
山
か
ら
弘こ

う

範は
ん

上
人
が
来
山
し
、
真
言
密
教
の
法
灯
を
立
て
ま

す
。
そ
し
て
、
地
元
の
有
力
者
の
協
力
を
得
て
再
興

を
果
た
し
、
そ
の
後
、
当
寺
第
七
世
源げ

ん

瑜ゆ

の
時
代
に

中
興
し
、
新し

ん

義ぎ

真し
ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

の
法
灯
を
伝
え
、
現
在
に
い

た
っ
て
い
ま
す
。

境
内
散
策

約
四
万
坪
と
い
う
広
大
な
境
内
に
歩
み
を
進
め
感

じ
た
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
ユ
ニ
ー
ク
に
も
思
え
る

「
信
仰
の
か
た
ち
」
の
多
様
性
で
す
。
例
え
ば
、
本
堂

の
両
本
尊
並
列
と
い
う
の
は
全
国
的
に
見
て
も
珍
し

い
で
す
が
、
正
面
入
り
口
に
は
鰐わ

に

口ぐ
ち

が
二
つ
あ
り
男

性
は
左
側
の
軍
荼
利
明
王
を
、
女
性
は
右
側
の
薬
師

如
来
を
参
拝
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
神
野
寺
に
は
動
物
に
ま
つ
わ
る
伝
説
や
さ

ま
ざ
ま
な
霊れ

い

験げ
ん

譚た
ん

が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
特
に
、
天

狗
に
ま
つ
わ
る
伝
説
も
多
数
あ
り
ま
す
。
本
堂
裏
手

の
奥
の
院
に
は
秘
仏
で
あ
る
飯い

縄づ
な

大だ
い

権ご
ん

現げ
ん

（
白
狐
に

乗
っ
た
烏
天
狗
）
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
毎
年
十
月
九
日

に
ご
開
帳
さ
れ
ま
す
。
天
狗
さ
ま
は
、
広
大
な
山
内

を
自
由
に
動
き
回
る
こ
と
か
ら
、
拝
め
ば
健
脚
、
運

動
の
ご
利
益
を
授
か
れ
る
と
の
こ
と
。
こ
の
天
狗
さ

境内入り口の仁王門には、２ｍを超える巨大わらじがかけられている。
仁王門をくぐると広大な荘厳世界が現れる。

本堂正面の鰐
わに

口
ぐち

。男性が向かって左側の軍
ぐん

荼
だ

利
り

明
みょう

王
おう

、女性が右側
の薬

やく

師
し

如
にょ

来
らい

を詣でる信仰があったという。

本堂内陣。天上には一面に蓮の絵が描かれている。大厨子の中に薬
やく

師
し

如
にょ

来
らい

・軍
ぐん

荼
だ

利
り

明
みょう

王
おう

の両本尊が並列して安置されているのは全国的
に見ても大変珍しい。普段は秘仏であり、お前立ちに不

ふ

動
どう

明
みょう

王
おう

が安置
されている。
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ま
に
、
数
年
前
よ
り
日
本
一
の
ジ
ャ
ン
ボ
お
は
ぎ
が

供
え
ら
れ
、
毎
年
参
拝
者
が
増
え
賑
わ
っ
て
い
る
そ

う
で
す
。
こ
れ
は
一
例
で
す
が
、
神
野
寺
に
参
拝
す

る
と
、
山
岳
信
仰
、
庶
民
信
仰
な
ど
、
信
仰
の
さ
ま

ざ
ま
な
あ
り
よ
う
が
見
え
て
き
ま
す
。

院い
ん

代だ
い

の
岩い

わ

間ま

照し
ょ
う

種し
ゅ

師
に
境
内
を
ご
案
内
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
境
内
に
は
仁
王
門
、
経
堂
、
六
角
堂
、

鐘
楼
堂
、
奥
の
院
、
表
門
、
太
子
講
堂
、
高
浜
虚
子

翁
の
お
歯
塚
や
五
重
の
石
塔
、
宝
物
殿
な
ど
解
説
し

き
れ
な
い
ほ
ど
見
所
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

岩
間
師
は
も
と
も
と
お
寺
の
出
身
で
は
な
く
、
小

学
生
の
頃
か
ら
神
野
寺
へ
通
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
ま
ま
神
野
寺
へ
お
仕
え
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。「
な
ん
と
い
っ
て
も
神
野
寺
の
歴
史
、
空

気
と
い
う
も
の
を
直
に
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま

た
、
一
度
に
二
体
の
ご
本
尊
さ
ま
の
ご
利
益
を
授
か

れ
ま
す
。
そ
し
て
天
狗
さ
ま
の
下
駄
を
触
っ
て
い
た

だ
き
、
ご
健
勝
に
て
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
」
と
、
神

野
寺
の
魅
力
を
一
番
身
近
に
感
じ
て
き
た
岩
間
師
の

言
葉
に
は
、
と
て
も
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。
最
近
は

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、
若
い
方
の
参
拝
も
増
え

て
い
る
そ
う
で
す
。

神
野
寺
は
千
四
百
年
以
上
に
わ
た
り
、
山
岳
信

仰
、
庶
民
信
仰
の
場
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
ま
し

た
。「
信
は
荘し

ょ
う

厳ご
ん

よ
り
生
ず
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
が
、
神
野
寺
の
静せ

い

謐ひ
つ

な
荘
厳
世
界
に
身
を
お
き
、

悠ゆ
う

久き
ゅ
う

の
時
を
体
感
す
る
こ
と
で
、
自
然
に
手
を
合
わ

せ
た
く
な
っ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ぜ
ひ
、
ご
参

拝
く
だ
さ
い
。（

文
／
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
　
花
木
義
賢

写
真
／
清
水
健
）

鹿野山 神野寺
〒292-1155 千葉県君津市鹿野山324-1
JR内房線佐貫駅からバス鹿野山行き「終点」下車徒歩1分
館山自動車道、木更津南インターから国道127号線16km→
神野寺常代交差点左折→鹿野山方面へ

ACCESS アクセス

163 93
93

鹿野山
神野寺
久
留
里

鹿
野
山
湊
線

鹿野の森
津多屋

お休処
鹿野山

院代の岩
いわ

間
ま

照
しょう

種
しゅ

師。ご住
職の山

やま

口
ぐち

照
しょう

玄
げん

師とともに、
神野寺を護持する。

本堂の裏手にある奥の院。飯
い

縄
づな

大
だい

権
ごん

現
げん

（烏天狗

さま）が安置されている。

烏天狗さまは、広大な山内を自由に動き回ること
から、健脚、運動のご利益を授かるとされる。

庭園。境内にはモミジ、イチョウ、ドウダンツツジ
など、四季を彩る樹木が生える。その他に高浜
虚子翁の歯塚や様々な句碑が建てられている。

江戸時代の伝説の名工・左
ひだり

甚
じん

五
ご

郎
ろう

作の白蛇。
古来よりご本尊軍

ぐん

荼
だ

利
り

明
みょう

王
おう

の化身として信仰さ
れてきた。



ご
先
祖
さ
ま
、

亡
き
人
を
お
迎
え
す
る
お
盆

お
盆
を
迎
え
る
と
、
皆
さ
ん
の
ご
先
祖
さ
ま
や
亡

き
人
を
ご
自
宅
に
お
迎
え
、
ご
接
待
を
い
た
し
ま

す
。
故
郷
を
離
れ
て
都
会
で
暮
ら
し
て
い
る
家
族

も
、
お
盆
に
な
る
と
故
郷
に
集
ま
り
、
ご
先
祖
さ
ま

と
と
も
に
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
す
と
い
う
方
も
大

勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど

で
は
、
混
雑
し
て
い
る
交
通
機
関
の
様
子
が
毎
年
の

よ
う
に
放
送
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
、
古
来
よ
り
お
盆
に
な
る

と
（
地
域
に
よ
っ
て
時
期
に
違
い
が
あ
り
ま
す
）、
ご
先
祖

さ
ま
や
亡
き
人
の
御み

霊た
ま

を
仏
さ
ま
の
世
界
か
ら
ご
自

宅
に
お
迎
え
し
て
供
養
し
て
き
ま
し
た
。
で
は
、
人

は
命
を
終
え
る
と
ど
こ
へ
向
か
う
の
で
し
ょ
う
か
？

　
真
言
宗
で
は
仏
さ
ま
の
世
界
を
「
密み

つ

厳ご
ん

浄じ
ょ
う

土ど

」
と

い
い
ま
す
。
数
多
く
の
仏
さ
ま
が
描
か
れ
た
「
曼ま

ん

荼だ

羅ら

」
と
い
う
図
画
の
中
心
に
描
か
れ
た
「
大
日
如

来
」
の
世
界
が
密
厳
浄
土
で
す
。
代
々
の
ご
先
祖
さ

ま
も
、
親
し
か
っ
た
ご
家
族
も
、
真
言
宗
の
修
法
に

則の
っ
と

り
、
葬
儀
式
に
お
い
て
僧
侶
か
ら
引
導
を
授
け
ら

れ
、
密
厳
浄
土
に
旅
立
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て

そ
の
証
と
し
て
、
お
戒
名
を
い
た
だ
き
ま
す
。

大
切
な
人
の
死
に
向
け
て

「
す
べ
て
の
命
は
い
つ
か
尽
き
る
」
と
い
う
こ
と

お盆だからこそ
考えよう

特 集

―亡き人を安心して送り・供養するために①通夜（枕経）―

京都五山の送り火（鳥居形）と灯篭流し
毎年８月１６日には、お盆でお迎えした御霊を、灯篭と送り火で仏さまの世界へとお送りします。亡き人は葬儀式において、導師より引導を授けら
れ仏さまの世界へと旅立っていきます。お盆で、亡き人やご先祖さまを安心してお迎えできるのは、正しい作法で葬儀を行った証でもあります。
� 写真提供／PIXTA
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は
、
皆
さ
ん
が
承
知
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
実
際
に
大
切
な
家
族
や
友
人
と
の
別
れ
の
時
が

来
て
も
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
愛
す
る
家
族
や
友
人
と
は
い
つ

ま
で
で
も
一
緒
に
い
た
い
と
思
う
の
は
当
然
の
こ
と

で
す
が
、
お
釈
迦
さ
ま
が
諸し

ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う

と
説
か
れ
た
よ

う
に
、
そ
う
で
は
な
い
の
が
世
の
常
で
す
。
で
は
そ

の
時
が
や
っ
て
き
た
ら
、
私
た
ち
は
亡
き
人
に
対
し

て
ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

大
切
な
家
族
や
親
戚
、
友
人
、
知
人
が
亡
く
な
る

と
、
そ
の
御
霊
が
彷さ

ま
よ徨
う
こ
と
な
く
仏
さ
ま
の
世
界

へ
と
旅
立
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
導
師
を
ま
ね

き
、
葬
儀
式
を
行
い
ま
す
。
そ
の
後
の
供
養
で
あ
る

年
回
忌
法
要
も
含
め
、
亡
き
人
の
供
養
の
流
れ
全
体

を
指
し
て
「
葬そ

う

送そ
う

儀ぎ

礼れ
い

」
と
い
い
ま
す
。

本
誌
を
お
読
み
に
な
っ
て
い
る
方
は
、
菩
提
寺
を

お
持
ち
の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
亡
き
人
を
供
養

す
る
葬
儀
の
際
に
は
ま
ず
、
葬
儀
を
依
頼
す
る
菩
提

寺
に
ご
一
報
く
だ
さ
い
。
実
際
に
は
、
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
わ
か
ら
な
い
、
気
が
動
転
し
て
何
も
考
え
ら

れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
菩
提
寺
の
ご
住
職
と
お
話
を
す
る
だ

け
で
も
、
そ
の
後
の
葬
儀
の
流
れ
が
明
確
に
な
っ
て

く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
菩
提
寺
に
よ
っ
て
は
ご
一

報
を
い
た
だ
く
と
、
ご
住
職
が
ご
自
宅
な
ど
に
赴
き

「
枕ま

く
ら

経ぎ
ょ
う

」
を
行
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
日

を
お
い
て
「
通
夜
」、「
葬
儀
」
と
続
い
て
い
き
ま
す
。

家族に不幸が訪れたら、まずは菩提寺にご一報ください。
一本の電話で、不安が解消され、その後のトラブルを防ぐこと
にもつながります。

葬儀に至るまでの手順
※�寺院によって異なる場合がありますので、
ご確認ください。

1 まずは菩提寺に連絡
（電話でも可）

▼
2 親族・親戚に知らせる

▼
3 住職と相談して、葬儀の日程を決める

葬儀の日程、戒名、布施など。
※お寺によっては「枕経」を行います。

▼
4 葬儀の規模を決める

親族や隣組、葬儀社を交えて、
「葬儀の場所」「祭壇の形式」などを決める。

▼
5 住職との確認

葬儀や風習の疑問点など。

亡き人を供養するこの一連の流れ全体を「葬送儀礼」といいます。
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枕
経
・
通
夜
と
は

「
枕
経
」
に
つ
い
て
は
、
行
う
地
域
と
行
わ
な
い

地
域
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
由
来
は
、
お
釈
迦
さ
ま

が
入
滅
さ
れ
た
と
き
の
作
法
（
北き

た

枕ま
く
ら

、
湯ゆ

灌が
ん

、
末ま

つ

期ご

の

水
な
ど
）
に
よ
る
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
か
つ
て
は

亡
き
人
の
臨
終
の
場
に
お
い
て
僧
侶
が
枕
元
で
説
法

し
た
り
、
お
経
を
読
誦
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
仏
法

に
よ
り
死
へ
の
不
安
を
和
ら
げ
、
安
心
の
う
ち
に
あ

の
世
へ
往
く
た
め
の
「
臨り

ん

終じ
ゅ
う

行ぎ
ょ
う

儀ぎ

」
と
い
う
作
法
が

あ
り
ま
し
た
。
枕
経
は
そ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

現
代
の
枕
経
は
人
が
亡
く
な
っ
た
後
に
行
わ
れ
ま

す
が
、
こ
れ
は
亡
き
人
の
魂
が
安
ら
か
な
る
こ
と
を

願
い
行
う
供
養
で
す
。
一
般
的
に
は
、
ご
自
宅
な
ど

に
安
置
さ
れ
た
亡
き
人
の
枕
元
に
「
枕
飾
り
」
を

し
、
不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

ま
た
は
十
三
仏
の
ご
尊
像
を
掛
け
、

納
棺
前
に
読
経
を
つ
と
め
ま
す
。
枕
飾
り
は
地
域
に

よ
り
違
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、
地
域
の
慣
習
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

通
夜
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
文
字
通
り
「
夜
を

通
し
て
」
と
い
う
こ
と
で
、
故
人
を
葬
る
前
夜
に
、

家
族
や
親
類
知
人
が
集
ま
り
、
夜
明
け
ま
で
棺
前
で

故
人
の
遺
体
と
そ
の
霊
を
守
り
、
慰
め
る
こ
と
に
あ

り
ま
し
た
。

通
夜
の
由
来
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
涅ね

槃は
ん

に
入
ら
れ

た
二
月
十
五
日
の
中
夜
（
午
後
十
時
頃
か
ら
午
前
二
時

頃
）、
多
く
の
弟
子
た
ち
が
お
釈
迦
さ
ま
の
周
囲
に

集
ま
り
、
夜
通
し
永
遠
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
こ
と
に

あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
日
本
の
通
夜
は
、
仏
教
が
伝
え
ら
れ
る
以

前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
「
殯も

が
り

」
の
遺
風
と
い
う
説
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
棺
に
遺
体
を
仮
安
置
し
、
そ

の
棺
の
前
で
死
者
の
霊
魂
を
慰
め
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
わ
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
通
夜

は
、
仏
教
由
来
と
い
う
よ
り
も
、
私
た
ち
日
本
人
が

抱
い
て
い
た
死
者
に
対
す
る
情
感
の
う
ち
、
最
も
原

始
的
な
部
分
の

表
れ
と
い
え
る

か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
す

な
わ
ち
、
遺
体

を
葬
る
ま
で
の

最
後
の
時
間

を
、
い
か
に
亡

き
人
と
共
に
過

ご
し
、
亡
き
人

を
慰
め
、
そ
の

魂
を
安
ら
か
な

ら
し
め
る
か
、

と
い
う
素
朴
で

純
粋
な
情
緒
が

淵え
ん

源げ
ん

に
あ
る
と

い
え
る
で
し
ょ

う
。

近
代
に
お
い
て
は
、
亡
き
人
が
現
世
で
過
ご
す
最

後
の
夜
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
亡
き
人
と
の
別
れ
を
惜
し

み
、
最
後
の
食
事
を
共
に
す
る
意
味
で
、
遺
族
は
酒し

ゅ

肴こ
う

を
用
意
し
て
会
葬
者
に
ふ
る
ま
い
、
会
葬
者
は
酒

肴
を
囲
ん
で
亡
き
人
と
の
思
い
出
を
語
ら
い
な
が

ら
、
し
め
や
か
に
夜
を
過
ご
す
こ
と
が
マ
ナ
ー
で
あ

り
通
例
と
さ
れ
ま
し
た
。
通
夜
法
要
が
一
般
的
に

な
っ
た
現
在
で
も
、
法
要
の
後
の
食
事
の
席
の
こ
と

を
「
通
夜
ぶ
る
ま
い
」
と
よ
ぶ
の
は
、
そ
の
よ
う
な

慣
例
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。

光
明
真
言
は
、
亡
き
人
の
生
前
の
行
い
を
浄
め
て
仏
さ
ま
と
成
す
祈
り
の
言
葉
で
す

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

宗
祖
弘
法
大
師
空
海
さ
ま
の
ご
宝
号

南な 

無む 

大だ
い 

師し 

遍へ
ん 

照じ
ょ
う 

金こ
ん 

剛ご
う

※
ご
宝
号
を
お
唱
え
す
る
こ
と
は
と
て
も
功
徳
が
あ
り
、
亡
き
人
への
供
養
に
つ
な
が
り
ま
す

亡
き
人
に
授
け
ら
れ
た
お
戒
名

△
△
信
士・信
女
（
□
□
院
　
居
士・大
姉
　
な
ど
）

枕
経
や
通
夜
で
は
、
僧
侶
の
読
経
の
中
で
右
記
の
文
言
を
お
唱
え
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
一
緒
に
お
唱

え
し
て
、
亡
き
人
へ
の
感
謝
の
心
を
伝
え
ま
し
ょ
う
（
御
詠
歌
な
ど
も
お
唱
え
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。
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枕
経
や
通
夜
を
迎
え
て

枕
経
や
通
夜
で
は
、
導
師
の
読
経
に
よ
る
供

養
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。「
大
切
な
人
の
死
」
は

そ
う
簡
単
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
読
経
や
御
詠
歌
で
故

人
が
供
養
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ

で
も
大
切
な
人
の
死
を
受
容
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
亡
き
人
の
た
め

に
何
か
し
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
し
た

ら
、
ま
ず
は
亡
き
人
に
向
け
て
感
謝
の
心
を
形

に
表
し
た
合
掌
を
し
て
、
供
養
の
心
を
伝
え
て

く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
導
師
と
一
緒
に
ご
宝
号

や
光
明
真
言
を
お
唱
え
す
る
こ
と
で
、
大
切
な

人
へ
更
な
る
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ま
た
、
ご
供
養
の
心
を
伝
え
る
方
法
の
ひ
と

つ
と
し
て
一
緒
に
御
詠
歌
を
お
唱
え
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
自
然
と
供
養
の
心
が

湧
き
あ
が
っ
て
き
ま
せ
ん
か
？
　
他
に
も
、
参

列
者
の
方
々
が
書
い
た
写
経
を
棺
に
納
め
る
な

ど
し
て
、
供
養
の
心
を
言
葉
や
形
に
表
す
こ
と

も
大
切
で
す
。
亡
き
人
を
迎
え
る
お
盆
だ
か
ら

こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
思
い

を
巡
ら
す
時
間
も
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

�

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
倉
松
隆
嗣
）

葬送儀礼に関する内容について詳し
く知りたい方には、これらの資料がご
ざいます。
お問い合わせはP.23の出版係までお
願いいたします。

Vol.5 光明真言

Vol.9  両祖大師とご宝号Vol.10  感謝の心と葬儀

Vol.6  お戒名ってなに？

智
山
勤
行
式

�

真
言
宗
智
山
派
檀
信
徒
が
お
唱
え
す
る
経
典
。
日
頃
の
お
仏
壇
の

お
勤
め
に
も
ど
う
ぞ
。
並
製
40
円
　
上
製
90
円
。

仏
事
が
わ
か
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
各
30
円
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総本山智積院別院 真福寺東京 〒105-0002　東京都港区愛宕1-3-8
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

令和5年（2023）は、弘法大師空海さまがお生まれに
なって1250年にあたる記念の年です。

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
七
号
　
令
和
元
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

写し
ゃ

経き
ょ
う

の
つ
ど
い

毎
月
21
日
　
13
時
よ
り

於　
智
積
院
金
堂
地
下
ホ
ー
ル

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
し
て
お
り
ま
す
。
新
し
い

智
積
院
会
館
は
、
令
和
２
年
6
月

頃
開
業
の
予
定
で
す
。

愛
宕
薬
師
ご
縁
日（
毎
月
8
日
）

※
8
日
が
土
日
祝
の
際
は
第
一
金
曜
日

6
月
7
日（
金
）

7
月
8
日（
月
）

8
月
8
日（
木
）

※ 

6
月
7
日（
金
）に
施
餓
鬼
会（
15
時
よ
り
）

を
行
い
ま
す
。

や
す
ら
ぎ
寄
席

毎
月
第
3
木
曜
日
　
18
時
30
分
よ
り

（
8
月
15
日
は
お
盆
期
間
中
の
た
め
、
22
日
に

開
催
い
た
し
ま
す
）

於
　
本
堂（
木
戸
銭
千
五
百
円
）

6
月
20
日　
三
遊
亭

7
月
18
日　
談
志
一
門
会

8
月
22
日　
三
遊
亭

真
福
寺
阿あ

字じ

観か
ん

会え

昼
の
部
15
時
・
夜
の
部
19
時
よ
り

於
　
本
堂（
無
料
・
要
事
前
申
込
）

6
月
25
日（
火
）

7
月
23
日（
火
）

8
月
27
日（
火
）

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

智
ち

積
しゃく

院
い ん

「観
か ん

月
げ つ

会
え

」のご案内

◆前売り券 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,700円
◆当日券 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,200円（枚数限定）
※�智積院会館新築工事中につき本年の宿泊パックはございませんので
ご了承ください。
※チケットは全て月見弁当・お茶付きです

◆声明公演　◆ �瞑想体験「月
が ち

輪
り ん

観
か ん

」

日 時：令和元年9月13日（金）中秋
  於  ：智積院講堂

◆お月見コンサート
二胡の夕べ� 李　芃� （二胡）
� 西　穂� （二胡）
� 林　泰佑�（琵琶）

チケットプログラム
第1部

第2部
TEL 075-541-5361（代表）

詳細は総本山智積院ホームページをご覧ください
http://www.chisan.or.jp 

チケットお申し込み・お問い合わせ

責了 　
97唐

糸
太
刀
川
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