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表紙「雪晴れの富士山」山梨県山中湖村
前日降った雪が木々の枝にも着雪して、あたり一面が

白く雪化粧した朝です。空は沈むほどに青く、まさに雪晴
れ。青と白とのコントラストが強い景色は静

せい

謐
ひつ

で、晴れ晴
れとした雄姿の富士山を見ていることがとても幸せに感
じました。

表２「紅梅と雪」東京都国立市
早咲きの梅が咲く梅園に雪が降りました。凍えるよう

な寒さの中でも梅の花は凛
りん

としています。そんな花の姿
に心打たれ、背景を単調にして梅の花の力強さを表現し
ようと撮影に臨

のぞ

むと、雪が梅の背後を白い線を残して流
れてゆきました。� 撮影・解説／新海良夫
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伊い

東と
う 

永え
い

人じ
ん（

栃
木
県
宇
都
宮
市・持じ

寶ほ
う

院い
ん

住
職
）

「
佛ぶ

っ

心し
ん

」

困
っ
て
い
る
人
を
手
助
け
し
、
喜
ん
で
も
ら
っ
た
と
き
は
大
変
嬉
し

い
も
の
で
す
。
他
者
の
た
め
に
、
分
け
隔
て
な
く
思
い
や
る
慈
悲
の
こ

こ
ろ
を
「
ほ
と
け
ご
こ
ろ
」
と
い
い
ま
す
。

仏
教
で
は
、
本
来
す
べ
て
の
人
に
「
ほ
と
け
ご
こ
ろ
」
が
備
わ
っ
て

い
る
と
説
き
ま
す
。

我
々
に
備
わ
っ
て
い
る
「
ほ
と
け
ご
こ
ろ
」
を
自
覚
し
、
そ
の
佛
心

を
大
切
に
生
活
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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東
海
地
方
の
梅
雨
明
け
が
発
表
さ
れ
た
翌
日
の
七

月
二
十
九
日
。
炎
天
下
の
中
、
名
古
屋
駅
に
降
り
立

ち
ま
し
た
。
手
羽
先
、
ひ
つ
ま
ぶ
し
、
み
そ
カ
ツ
、

き
し
め
ん
、
え
び
ふ
り
ゃ
～
…
…
と
、
名
古
屋
に
は

数
多
く
の
美
味
し
い
グ
ル
メ
が
。
何
を
食
べ
た
か
は

秘
密
で
す
が
、
カ
メ
ラ
マ

ン
と
昼
食
を
済
ま
せ
、
地

下
鉄
桜さ

く
ら

通ど
お
り

線せ
ん

で
二
駅
、
丸

の
内
駅
へ
。
戦
後
は
日
本

三
大
繊
維
問
屋
街
と
し
て

栄
え
た
長
者
町
通
り
か
ら

袋ふ
く
ろ

町ま
ち

通
り
へ
と
、
商
店
が

立
ち
並
ぶ
ビ
ル
街
を
駅
か

ら
五
分
ほ
ど
歩
く
と
、
突

如
、
大だ

い

聖し
ょ
う

歓か
ん

喜ぎ

天て
ん

と
書
か

れ
た
大
き
な
幟の

ぼ
り

旗ば
た

と
、
赤

い
重
層
な
山
門
が
目
に
飛

び
込
ん
で
き
ま
す
。
山
門

の
左
右
、
狛
犬
の
台
座
に

彫
ら
れ
た
大
根
と
巾き

ん

着ち
ゃ
く

は

何
？
　
と
疑
問
に
感
じ
な

が
ら
、
境
内
に
足
を
踏
み

入
れ
る
と
、
そ
こ
は
四
方

八
方
、
ど
こ
を
向
い
て
も

仏
さ
ま
と
出
会
え
る
、
曼ま

ん

荼だ

羅ら

の
よ
う
な
心
静
ま
る

場
所
で
し
た
。

袋
町
お
聖
天
さ
ま

お
聖
天
さ
ま
（「
し
ょ
う
て
ん
」
で
は
な
く
「
し
ょ
う
で3

ん
」
と
読
み
ま
す
）
を
ご
存
じ
で
す
か
。
正
式
に
は
大

聖
歓
喜
天
、
大
聖
歓
喜
双そ

う

身し
ん

天て
ん

王の
う

な
ど
と
呼
ば
れ
、

私
た
ち
の
ど
ん
な
願
い
も
叶
え
て
く
だ
さ
り
、私
た
ち

を
歓3

ば
せ
、と
も
に
喜3

ん
で
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
で
す
。

「
一
度
信
仰
す
れ
ば
、
い
か
に
宿
縁
の
薄
い
因
縁
の

悪
い
人
で
も
、
皆
こ
と
ご
と
く
願
望
を
満
た
し
、
抜ば

っ

苦く

与よ

楽ら
く

・
転て

ん

貧ひ
ん

与よ

福ふ
く

の
大
利
益
を
こ
う
む
る
」
と
お

経
に
あ
り
、
大
名
や
豪
商
ら
か
ら
熱
心
に
信
仰
さ
れ

て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
現
在
で
も
大
成
功
、
富ふ

う

貴き

栄え
い

達た
つ

を
さ
れ
た
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。待ま

つ

乳ち

山や
ま

聖
天
（
東
京
都
台
東
区
本
龍
院
）、
生い

駒こ
ま

聖
天

（
奈
良
県
生
駒
市
宝
山
寺
）、
妻め

沼ぬ
ま

聖
天
（
埼
玉
県
熊
谷
市
歓

喜
院
）
の
日
本
三
大
聖
天
（
諸
説
あ
り
）
に
も
引
け
を

取
ら
な
い
、
今
名
古
屋
で
一
番
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

名古屋市の中心地、ビル街の中に突如現れる福生院の山門。街のパワースポットとして多くの人々の信
仰を集めています。

智山寺院探訪
なごや七福神めぐり（毘沙門天）
東海三十六不動尊霊場第十二番札所
名古屋二十一大師霊場第五番札所
大名古屋十二支霊場（亥年阿弥陀如来札所）

愛知県名古屋市　如意山 福生院
（通称 : 袋町お聖天）

四方八方どこを向いても仏さま、神さまに見守られたようなつくりの
境内は、隅 ま々で掃除がいきとどいていることもあり、とても清 し々
い気持ちになります。
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と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
袋
町
お
聖
天
さ
ま
、
如に

ょ

意い

山ざ
ん

福ふ
く

生し
ょ
う

院い
ん

を
訪
れ
ま
し
た
。

福
生
院
は
南
北
朝
時
代
の
至し

徳と
く

三
年
（
一
三
八
六
）

現
愛
知
県
あ
ま
市
蜂
須
賀
の
蓮
華
寺
第
五
世
順
誉
上

人
が
お
聖
天
さ
ま
を
勧か

ん

請じ
ょ
う

（
ご
分
身
な
ど
を
お
迎
え
す
る

こ
と
）
し
、
現
名
古
屋
市
中
村
区
に
堂ど

う

宇う

を
建
立
さ
れ

た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
清
洲
城
下
の
名

古
屋
移
転
（
清き

よ

州す

越ご

し
）
に
と
も
な
い
元げ

ん

和な

三
年

（
一
六
一
七
）
現
在
の
地
に
移
り
、「
袋
町
の
お
聖
天
さ

ま
」
と
し
て
隆
盛
し
ま
す
。
し
か
し
、
昭
和
二
十
年

三
月
、
名
古
屋
は
大
空
襲
に
見
舞
わ
れ
、
伽が

藍ら
ん

全
て

を
焼
失
。
当
時
の
松ま

つ

平だ
い
ら

實じ
つ

亮り
ょ
う

住
職
が
、
お
聖
天
さ
ま

だ
け
は
何
が
何
で
も
助
け
な
け
れ
ば
と
胸
に
抱
き
避

難
を
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
今
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

で
す
が
、
そ
の
お
聖
天
さ
ま
の
お
姿
を
私
た
ち
は

拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
お
聖
天
さ
ま
は
そ

の
験げ

ん

力り
き

が
あ
ま
り
に
強
く
秘
仏
な
の
で
す
。
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
ガ
ネ
ー
シ
ャ
と
い
う
、
象
の
頭
を
し
た

神
さ
ま
が
も
と
と
な
っ
て
お
り
、
象
頭
人
身
の
夫
婦

抱
き
合
っ
た
姿
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
カ
メ
ラ
マ
ン

は
、
お
聖
天
さ
ま
を
も
し
か
し
た
ら
撮
影
で
き
る
か

も
と
期
待
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
夢
ば
か
り

は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

疑
問
に
感
じ
た
大
根
・
巾
着
と
は

「
お
聖
天
さ
ま
の
住
む
山
中
に
は
油
池
が
あ
り
、
そ

の
周
囲
に
蘿ら

蔔ふ

根こ
ん

、
吉き

っ

祥し
ょ
う

菓か

、
美
酒
等
が
置
か
れ
、

こ
の
池
に
浴
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
食
し
、
歓
喜
遊
戯
し

て
い
る
」
と
お
経
に
あ
り
ま
す
。

お
聖
天
さ
ま
へ
は
、
蘿
蔔
根
（
大
根
に
似
た
食
物
で
、

大
根
よ
り
も
細
く
て
辛
味
が
強
い
）
の
代
用
と
し
て
大

根
。
吉
祥
菓
と
し
て
、
お
聖
天
さ
ま
が
人
々
に
与
え

る
福
が
納
め
ら
れ
て
い
る
宝
袋
（
巾
着
）
の
形
を
し
た

お
菓
子
（
お
団
・
歓か

ん

喜ぎ

団だ
ん

）。
そ
し
て
お
酒
を
お
供
え
し

ま
す
。
で
す
か
ら
、
屋
根
瓦
を
は
じ
め
境け

い

内だ
い

の
至
る

所
に
大
根
や
巾
着
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
隠
れ
ミ
ッ

キ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
ん
な
所
に
！
　
と
思

中央の丸い厨子の中にお聖
しょう

天
でん

さまが、奥の厨
ず

子
し

にはお聖天さまの本地仏であ
る十

じゅう

一
いち

面
めん

観
かん

音
のん

さまが祀られています。吊り灯篭も巾着の形で素敵ですね。

福生院のご本尊さまは薬
やく

師
し

如
にょ

来
らい

と伝わっています。聖天堂内の向
かって右脇に鎮座されています。

東
海
三
十
六
不
動
尊
霊
場
　
十
二
番
札
所
の
不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

さ
ま

で
す
。
も
と
信
州
上
田
城
の
守
護
尊
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
お

不
動
さ
ま
で
、
お
聖
天
さ
ま
に
縁
あ
る
方
々
を
お
守
り
す
る
た

め
に
戦
後
復
興
事
業
に
賛
同
さ
れ
た
長
野
県
東
御
市
の
長
久
寺

さ
ま
よ
り
遷
座
さ
れ
ま
し
た
。
不
動
堂
で
は
毎
月
二
十
八
日
に

お
護
摩
修
行
が
行
わ
れ
ま
す
。
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う
よ
う
な
場
所
に
も
大
根
や
巾
着
が
飾
ら
れ
て
お
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
油
池
に
浴
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
お

聖
天
さ
ま
の
御み

頭く
し

に
聖
油
を
お
か
け
し
て
祈
る
、
浴よ

く

油ゆ

祈
祷
と
い
う
、
お
聖
天
さ
ま
か
ら
選
ば
れ
し
僧
侶

し
か
修
法
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
最
も
優
れ
た
秘

法
が
あ
り
ま
す
。
袋
町
お
聖
天
さ
ま
で
は
正
月
・
五

月
・
九
月
の
そ
れ
ぞ
れ
一
日
か
ら
七
日
間
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
是
非
そ
の
期
間
に
ご
参
拝
・
ご
祈
祷
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
お
正
月
の
年
越
し
詣
り
に
は
甘

酒
の
ご
接
待
も
い
た
だ
け
る
そ
う
で
す
。

お
聖
天
さ
ま
曼
荼
羅

東
海
三
十
六
不
動
尊
十
二
番
札
所
の
お
不
動
さ

ま
、
名
古
屋
十
二
支
霊
場
の
亥
年
阿
弥
陀
如
来
さ
ま

始
め
十
二
支
の
各
守
り
本
尊
さ
ま
、
名
古
屋
二
十
一

大
師
霊
場
の
出
世
大
師
さ
ま
、
な
ご
や
七
福
神
の
毘

沙
門
天
さ
ま
、
福
生
院
ご
本
尊
薬
師
如
来
さ
ま
、
ぼ

け
封
じ
観
音
さ
ま
、
十
一
面
観
音
さ
ま
、
出
世
天

神
、
秋
葉
権
現
、
お
稲
荷
さ
ま
…
…
。
境
内
、
堂
内

で
は
た
く
さ
ん
の
仏
さ
ま
に
お
会
い
で
き
、
ま
さ
に

お
聖
天
さ
ま
を
中
心
に
し
た
曼
荼
羅
世
界
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
ご
住
職
始
め
寺じ

庭て
い

婦ふ

人じ
ん

（
住
職
婦

人
）
さ
ま
が
、
優
し
く
迎
え
入
れ
て
く
れ
ま
す
。
取

材
時
も
参
詣
者
一
人
一
人
に
気
配
り
を
さ
れ
な
が
ら

対
応
さ
れ
て
い
る
お
姿
に
、
生
き
仏
さ
ま
に
ま
み
え

た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
袋
町
お
聖
天
さ
ま
は
ま

さ
に
曼
荼
羅
。
た
く
さ
ん
の
仏
さ
ま
に
出
会
え
ま

す
。
た
く
さ
ん
祈
っ
て
い
た
だ
き
、
た
く
さ
ん
の
仏

さ
ま
か
ら
生
き
る
力
を
授
か
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
上
村
正
健

撮
影
／
竹
本
り
か
）

如意山 福生院
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目5-22
Tel　052-231-5261
地下鉄桜通線 丸の内駅 5番出口より徒歩3分
地下鉄東山線、鶴舞線 伏見駅 1番出口より徒歩5分

ACCESS アクセス

如意山
福生院

名古屋
テレビ塔名古屋駅名古屋駅

丸の内丸の内
桜通線桜通線

東山線東山線

和菓子屋
むらさきや
和菓子屋
むらさきや

伏見伏見

鶴
舞
線

鶴
舞
線 名

城
線

名
城
線

大須観音大須観音

栄町栄町

久屋
大通
久屋
大通

中興第二十二世 松
まつ

平
だいら

實
じつ

城
じょう

 住職
「お聖天さまはどんな願いも必ず叶
えてくれます。ですから自分のこと
だけではなく、皆さんのこと、未来
の幸せ、全ての生き物たちの無
事を祈ってください」と熱く語られ
ていました。

唯一戦禍を逃れたのが、お聖天さまと、この手水鉢だそうです。手水
舎の屋根が落ち覆いかぶさっていたことにより焼けずに済んだそうです。

出世天神と秋葉大権現
この出世天神は豊臣秀吉が信仰されていた天神さまと伝わり、天
下統一を果たされたのもこの天神さまのおかげともいわれ、参拝者
が絶えません。



自
身
を
振
り
返
る
お
正
月

三
十
一
年
続
い
た
平
成
の
世
は
四
月
に
終
わ
り
、

五
月
か
ら
新
た
に
令
和
の
時
代
を
迎
え
ま
し
た
。
そ

し
て
、
元
号
が
令
和
に
な
っ
て
か
ら
初
め
て
迎
え
る

お
正
月
。
み
な
さ
ま
は
、
去
り
ゆ
く
一
年
を
ど
の
よ

う
に
過
ご
し
、
ま
た
新
た
な
一
年
を
ど
の
よ
う
に
迎

え
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

新
し
い
年
を
目
前
に
控
え
た
大お

お

晦み
そ

日か

。
ど
こ
か
ら

か
聞
こ
え
て
く
る
除じ

ょ

夜や

の
鐘か

ね

の
響
き
は
、
心
を
清
ら

か
に
し
て
く
れ
ま
す
。
煩ぼ

ん

悩の
う

を
除
く
と
さ
れ
る
除
夜

の
鐘
を
聞
き
な
が
ら
、
ご
自
身
の
一
年
間
を
振
り

返
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
む
や
み
に
誰
か
を
傷
つ
け

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
嘘
を
つ
い
た
り
、
乱
暴
な

言
葉
を
使
っ
た
り
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
欲

張
っ
た
り
、
や
た
ら
と
怒
っ
た
り
し
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
亡
き
人
や
ご
先
祖
さ
ま
に
、

感
謝
の
心
を
も
っ
て
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
で
し
ょ
う
か
。
自
身
の
行
い
を
振
り
返
る
こ
と

で
、
心
を
改
め
、
新
た
な
気
持
ち
で
新
年
を
お
迎
え

い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

お
雑
煮
、
お
節せ

ち

に
、
お
年
玉
と
お
祝
い
づ
く
し
の

お
正
月
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
の
は
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
。

―
門
松
は
　
冥め

い

土ど

の
旅
の
　
一
里
塚

�

め
で
た
く
も
あ
り
　
め
で
た
く
も
な
し
―

こ
れ
は
「
一
休
さ
ん
」
と
し
て
馴
染
み
深
い
室
町

時
代
の
僧
侶
、
一い

っ

休き
ゅ
う

宗そ
う

純じ
ゅ
ん

が
詠よ

ん
だ
と
さ
れ
る
歌
で

―亡き人を安心して送り・供養するために③　年回忌法要―

正月飾りのひとつ、門松。お正月を迎えるにあたり、家々の門前に飾る門松は、一説には歳神さまの依
より

代
しろ

ともされています。
� 写真提供／PIXTA

お正月
だからこそ
考えよう

特 集
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す
。
私
た
ち
は
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
そ
の
日
を
誕

生
日
と
し
て
お
祝
い
し
ま
す
が
、
か
つ
て
は
数
え
年

で
年
齢
を
数
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
新
年
を

迎
え
る
と
皆
が
一
斉
に
一
つ
歳
を
と
る
こ
と
か
ら
、

お
正
月
に
は
家
族
や
友
人
と
お
祝
い
を
し
た
と
も
い

い
ま
す
。
※
「
新
年
」
の
定
義
は
、
旧
暦
、
新
暦
な
ど
に

よ
り
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
一
方
、
こ
の
歌
で
は
お
正
月

に
飾
ら
れ
る
門
松
を
、
街
道
に
一
里
（
約
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）
ご
と
に
築
か
れ
た
一
里
塚
に
喩た

と

え
、
新
年
を

迎
え
て
門
松
を
立
て
る
た
び
に
ま
た
一
つ
ず
つ
歳
を

と
り
、
少
し
ず
つ
で
す
が
着
実
に
寿
命
に
近
づ
く
こ

と
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
歌
に
も
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
人
の
一
生
は
し

ば
し
ば
旅
に
喩た

と

え
ら
れ
、
亡
き
人
の
行
く
先
も
「
死し

出で

の
旅た

び

路じ

」
と
、
形
容
さ
れ
ま
す
。
地
域
の
風
習
に

よ
っ
て
も
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
で
も
亡
き
人

を
棺
に
納
め
る
と
き
、
杖
や
手て

甲こ
う

・
脚き

ゃ

絆は
ん

な
ど
を
着

け
た
旅
支
度
を
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
す
。
こ
の
装

束
に
は
、
亡
き
人
が
無
事
に
仏
さ
ま
の
元
へ
と
辿
り

着
く
こ
と
を
願
う
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

仏
さ
ま
の
世
界
へ
の

旅
立
ち

も
し
も
大
切
な
人
を
な
く
し

た
と
き
、
亡
き
人
の
行
く
末
が

少
し
で
も
安
ら
か
で
あ
っ
て
ほ

し
い
と
願
う
の
は
当
然
の
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
一
連
の
葬
送

儀
礼
で
は
、
お
盆
号
（
九
十
七

号
）
で
ご
紹
介
し
た
「
枕ま

く
ら

経ぎ
ょ
う

・

通つ

夜や

」、
そ
し
て
秋
彼
岸
号

（
九
十
八
号
）
で
ご
説
明
し
た

「
葬そ

う

儀ぎ

」
に
よ
っ
て
、
亡
き
人

を
安
ら
か
な
ら
し
め
、
仏
さ
ま

の
世
界
へ
の
旅
立
ち
を
見
送
り

ま
す
。
そ
れ
で
は
、
亡
く
な
ら

れ
た
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
仏

さ
ま
の
世
界
へ
の
旅
路
を
行
く

の
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
の
生
ま
れ
た
古
代
イ
ン
ド
で
は
、
人
は
生
ま

れ
変
わ
り
を
繰
り
返
す
と
考
え
、
そ
れ
を
四
つ
に
分

け
ま
し
た
。
生
ま
れ
る
と
き
を
「
生し

ょ
う

有う

」
と
い
い
、

生
き
て
い
る
間
を
「
本ほ

ん

有ぬ

」
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て

亡
く
な
る
時
を
「
死し

有う

」、
次
に
生
ま
れ
変
わ
る
ま

で
を
「
中ち

ゅ
う

有う

（
中ち

ゅ
う

陰い
ん

）」
と
い
い
ま
す
。
葬
儀
を
終

え
た
あ
と
、
七
七
日
忌
（
四
十
九
日
忌
）
を
迎
え
る
ま

一
いっ

休
きゅう

宗
そう

純
じゅん

（1394−1481）　室町時代の臨済宗大徳寺派僧侶。その姿はア
ニメ「一休さん」のイメージとはかなり違った印象です。枠にとらわれない自
由な発想の持ち主といわれており、門松の歌にも見えるように、人とは違っ
た目線で物事をとらえ、気づきを与えていたのかもしれません。
� 一休和尚像（部分）　東京国立博物館蔵
� Image：TNM�Image�Archives
許可なき複製を禁じます

中有（中陰）
ちゅう う ちゅういん

生有
しょう う

次に生まれかわるまで

本有
ほん ぬ

生きている間

生まれるとき

死有
し う

亡くなるとき

四
し

有
う

　古代インドにおける人の生まれ変わりを表しています。
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で
は
こ
の
中
陰
の
期
間
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
七
日
ご

と
に
供
養
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
悲
し
み
に
暮
れ

な
が
ら
も
、
慌
た
だ
し
く
過
ぎ
て
い
く
通
夜
・
葬
儀

も
終
わ
り
、
こ
の
中
陰
の
間
は
、
改
め
て
亡
き
人
を

ゆ
っ
く
り
と
想
い
偲し

の

ぶ
こ
と
が
で
き
る
大
切
な
期
間

と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

十
三
の
仏
さ
ま
に
見
守
ら
れ
て

仏
さ
ま
の
世
界
へ
と
旅
立
っ
た
亡
き
人
は
中
陰
の

期
間
、
初し

ょ

七な
の

日か

か
ら
七
日
ご
と
に
七
尊
の
仏
さ
ま
の

元
を
訪
ね
ま
す
。
そ
し
て
、
亡
く
な
ら
れ
て
百
日
後

の
百
箇
日
、
一
年
後
の
一
周
忌
、
二
年
後
の
三
回

忌
、
そ
し
て
七
回
忌
、
十
三
回
忌
、
三
十
三
回
忌

と
、
六
尊
の
仏
さ
ま
を
巡
り
ま
す
。
こ
れ
ら
十
三
の

仏
さ
ま
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
仏
さ
ま
の
世
界
へ
と
赴

き
ま
す
。

こ
の
十
三
の
仏
さ
ま
を
「
十じ

ゅ
う

三さ
ん

仏ぶ
つ

」
と
い
い
、
初

七
日
忌
の
不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

や
三
回
忌
の
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

、

十
三
回
忌
に
は
大だ

い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

が
名
を
連
ね
て
い
ま
す
。

亡
き
人
は
こ
れ
ら
の
十
三
仏
を
順
番
に
巡
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
仏
さ
ま
の
徳
を
授
か
っ
て
い
く
の
で
す
。

一
周
忌
を
終
え
る
と
一
年
後
に
三
回
忌
を
迎
え
、

七
回
忌
、
十
三
回
忌
と
間
隔
を
空
け
な
が
ら
年
回
忌

は
続
け
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
大
切
な
人
を
亡
く
し
た

直
後
に
は
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
て
も
、
中
陰
か
ら
年
回

忌
へ
と
供
養
を
重
ね
る
ご
と
に
い
つ
し
か
そ
の
悲
し

み
も
和
ら
ぎ
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
で

き
る
や
も
し
れ
ま
せ
ん
。
回
忌
を
重
ね
仏
さ
ま
の
元

へ
と
た
ど
り
着
い
た
亡
き
人
は
、
や
が
て
ご
先
祖
さ

ま
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ご
先
祖
さ
ま
と
な
り
ゆ
く

亡
き
人
の
た
め
に
も
、
感
謝
の
心
を
も
っ
て
供
養
し

続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

感
謝
の
心
で
供
養
を
続
け
よ
う

葬
儀
を
終
え
、
中
陰
の
期
間
中
は
、
主
に
家

庭
の
お
仏
壇
と
は
別
に
亡
き
人
の
冥
福
を
祈
る

「
中
陰
壇
」
を
飾
り
ま
す
。
忌
日
は
初
七
日
に

始
ま
り
、
七
七
日
（
四
十
九
日
）
ま
で
、
七
日

ご
と
に
や
っ
て
き
ま
す
。
地
域
に
よ
っ
て
は
各

忌
日
に
僧
侶
を
招
き
法
要
を
行
う
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
七
日
ご
と
の
忌
日
に
は
、
ご

自
身
で
も
『
智ち

山さ
ん

勤ご
ん

行ぎ
ょ
う

式し
き

』
を
一
心
に
お
唱
え

し
、
亡
き
人
に
感
謝
の
心
を
捧
げ
ま
し
ょ
う
。

さ
ら
に
は
亡
き
人
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
忌
日

や
回
忌
ご
と
に
『
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経ぎ
ょ
う

』
な
ど
を
写
経

し
、
ま
た
回
忌
に
あ
た
る
十
三
仏
の
お
姿
を
写

仏
し
、
法
要
の
際
に
奉
納
す
る
こ
と
も
供
養
に

十三仏
仏・菩薩 回忌

①不
ふ
動
どう
明
みょう
王
おう

初七日忌

②釈
しゃ
迦
か
如
にょ
来
らい

二七日忌

③文
もん
殊
じゅ
菩
ぼ
薩
さつ

三七日忌

④普
ふ
賢
げん
菩
ぼ
薩
さつ

四七日忌

⑤地
じ
蔵
ぞう
菩
ぼ
薩
さつ

五七日忌

⑥弥
み
勒
ろく
菩
ぼ
薩
さつ

六七日忌

⑦薬
やく
師
し
如
にょ
来
らい

七七日忌

⑧観
かん
世
ぜ
音
おん
菩
ぼ
薩
さつ
百箇日忌

⑨勢
せい
至
し
菩
ぼ
薩
さつ

一周忌

⑩阿
あ
弥
み
陀
だ
如
にょ
来
らい
三回忌

⑪阿
あ
閦
しゅく
如
にょ
来
らい

七回忌

⑫大
だい
日
にち
如
にょ
来
らい

十三回忌

⑬虚
こ
空
くう
蔵
ぞう
菩
ぼ
薩
さつ
三十三回忌

十三仏さま（弘法大師御影入り）　画／牧宥恵
※十三仏図にはさまざまな体裁のものがあります。

亡き人は仏さまの世界へと旅立ち、十三仏さまにまみえ、仏さまより徳を授か
ります。遺族が法事を営むことで、さらにその徳が増します。その善行は回
忌によって追加されていくので、法事を「追

つい

善
ぜん

供
く

養
よう

」（追
つい

福
ふく

修
しゅ

善
ぜん

の供養）とい
います。そして亡き人は忌

とむら

い上げの後にご先祖さまとなり、皆さんをお守りす
る存在となっていくのです。

●⑬

●⑩ ●⑪

●⑦

●⑥

●②

●⑧

●⑤

●⑨

●③
●④

●⑫
●①
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つ
な
が
り
ま
す
。

ま
た
、
ご
自
宅
で
供
養

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
四

国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
や
、

西さ
い

国ご
く

、
坂ば

ん

東ど
う

三
十
三
ヶ
所

の
観
音
霊
場
な
ど
を
、
亡

き
人
の
供
養
の
た
め
に
お

参
り
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
一
度
に
全
て
の
霊
場

を
巡め

ぐ

ら
ず
と
も
、
時
間
を

か
け
て
回
忌
の
度
に
少
し

ず
つ
巡
っ
て
も
供
養
に
な

り
ま
す
。
お
遍へ

ん

路ろ

さ
ん
の

菅す
げ

笠が
さ

に
は
、「
同ど

う

行ぎ
ょ
う

二に

人に
ん

」

と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
お
大
師

さ
ま
に
見
守
ら
れ
な
が

ら
、
一
緒
に
巡じ

ゅ
ん

礼れ
い

を
す
る

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

亡
き
人
が
仏
さ
ま
の
世

界
へ
と
赴
く
旅
路
も
決
し

て
一
人
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
多
く
の
仏
さ
ま
に
見

守
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ

の
世
に
残
さ
れ
た
私
た
ち

も
感
謝
の
心
を
も
っ
て
供

養
を
す
る
こ
と
で
そ
の
旅

を
支
え
て
い
る
の
で
す
。

Vol.9 
両祖大師とご宝号

Vol.10 
感謝の心と葬儀

Vol.5
 光明真言

Vol.6 
お戒名ってなに？

Vol.7
お彼岸とお墓参り

�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

今号で触れた内容に関する一部資料です。さらに詳しく知りたい方はP23の出版係までお問い合わせください。

智山勤行式

仏事がわかるリーフレット　各30円

写真は
初七日忌ご本尊
不動明王

十三仏写仏手本セット　1,000円

写経用紙（20 枚入り）
※大文字版・なぞり版も
ございます。

般若心経写経セット　1,000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
九
号
　
令
和
元
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　
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

・
大
護
摩
供
法
要
　
12
時
よ
り

・
写
経
会（
納
経
料
千
円
）14
時
よ
り

12
月
6
日（
金
）

1
月
8
日（
水
）

※
新
春
大
護
摩
供
法
要　
11
時
30
分
よ
り

2
月
7
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
19
日　
三
遊
亭

1
月
16
日　
三
遊
亭

2
月
20
日　
談
志
一
門
会

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
）

1
月
28
日（
火
）

2
月
25
日（
火
）

愛
宕
薬
師
フ
ォ
ー
ラ
ム（
無
料
）

12
月
16
日（
月
）14
時
よ
り

「
お
大
師
さ
ま
が
出
会
っ
た
仏
教
」

公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
方
研
究
所 

 

専
任
研
究
員
／
吉よ

し

村む
ら　

均
ひ
と
し

先
生

智積院Facebook

令和2年カレンダー発行のお知らせ

令和2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）
お問い合わせは本誌P.23出版係まで

柱かけカレンダー
「今月の法語」

弘法大師空海さまの著作
『即身成仏義』の中にある
法語を選び、月ごとにお大
師さまの教えに触れる柱か
けカレンダー。玄関やお部
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）
「千手観音像」

令和2年の守り本尊である
千手観音のお姿を、

智積院寺宝の掛け軸を使用して
作成したカレンダー。
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