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突
然
で
す
が
、
問
題
で
す
。
東

京
二
十
三
区
内
で
一
番
高
い
天
然

の
山
は
？

そ
も
そ
も
山
な
ん
て
あ
る
の
？

と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

『
東
京
ま
ち
な
か
「
超
低
山
」
50

メ
ー
ト
ル
以
下
、
都
会
の
名
山

1
0
0
を
登
る
』（
中
村
み
つ
を
著
）

に
よ
る
と
、
一
番
高
い
山
は
、
大

都
会
の
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
港
区
に

あ
る
愛あ

た
ご宕
山や

ま

だ
そ
う
で
す
。
標
高

は
な
ん
と
、
二
十
五・
七
ｍ
。
山

頂
に
は
徳
川
家
康
公
が
江
戸
の
火

伏
せ
の
神
と
し
て
祀ま

つ

っ
た
愛
宕
神

社
が
あ
り
、
そ
の
麓ふ

も
と

に
今
回
紹
介

す
る
真
福
寺
は
あ
り
ま
す
。
そ
こ

は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
な
ど
が

入
る
「
虎
ノ
門
ヒ
ル
ズ
」
の
南
隣

に
位
置
し
ま
す
。

オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
よ
う
な
真
福

寺
の
外
観
は
、
見
事
に
近
隣
の
ビ

ル
群
に
馴
染
ん
で
お
り
、
こ
こ
が

お
寺
だ
と
聞
く
と
驚
く
方
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
真
福
寺
は
開
山

以
降
、
地
震
や
火
災
に
よ
り
再
建

が
繰
り
返
さ
れ
、
平
成
七
年
、
興こ

う

教ぎ
ょ
う

大だ
い

師し

覚か
く

鑁ば
ん

上
人
ご
誕
生
九
百
年

真
福
寺
は
、
真
言
宗
智
山
派
の
宗
務
出
張
所
、
総
本
山
智
積
院
の
東
京
別
院
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
務

を
執
り
行
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
愛
宕
の
お
薬
師
さ
ま
」
と
し
て
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
お
寺
で
も

あ
り
ま
す
。

一
階
が
寺
務
所
、
二
階
が
本
堂
、
地
下
一
階
が
講
堂
と
な
っ
て
い
ま
す
。
他
階
に
は
、
研
修
室
や
会
議
室
、

書
庫
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

昨年末より、新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威をふるい、日本においても緊急事態

宣言が発出され、休業要請・外出自粛等、皆さまの生活が一変したことと思います。総
そう

本
ほん

山
ざん

智
ち

積
しゃく

院
いん

をはじめ本宗各寺院でも、日々新型コロナウイルス感染症の早期終息と亡くなられた方のご

冥福をお祈りしております。

本誌では毎号、智山派の一寺院を「寺院探訪」として紹介してきましたが、今号の取材時期

が緊急事態宣言中であり、予定していた寺院への取材を断念いたしました。そこで今号では真言

宗智山派総本山智積院の別院である真福寺を紹介いたします。
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の
慶
讃
年
に
、
真
福
寺
棟
八
階
・
オ
フ
ィ
ス
棟
十
六

階
建
て
の
「
真
福
寺
・
愛
宕
東
洋
ビ
ル
」
と
し
て
再

建
さ
れ
今
日
に
至
り
ま
す
。

縁
　
起

真
福
寺
は
、
下
総
国
匝
瑳
郡
谷
部
村
（
現
千
葉
県

匝
瑳
市
）
の
真
福
寺
住
職
で
あ
っ
た
照
海
上
人
に

よ
っ
て
、
中
興
開
山
さ
れ
ま
す
。
照
海
上
人
と
深
い

ご
縁
の
あ
っ
た
青
山
忠た

だ

成な
り

（
家
康
公
に
仕
え
、
二
代
将

軍
秀ひ

で

忠た
だ

公
の
傳も

り

役や
く

〈
教
育
係
〉）
の
勧
め
に
よ
っ
て
、
天て

ん

正し
ょ
う

十
九
年
（
一
五
九
一
）、
江
戸
の
鉄て

っ

砲ぽ
う

洲ず

（
現
中
央
区

湊
）
に
草
庵
を
築
き
、
そ
れ
ま
で
住
職
を
し
て
い
た

真
福
寺
の
名
を
つ
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、
慶け

い

長ち
ょ
う

十
年

（
一
六
〇
五
）
家
康
公
よ
り
愛
宕
下
に
一
三
六
三
坪
の

土
地
と
御
朱
印
百
石
を
賜
り
、
鉄
砲
洲
よ
り
現
在
の

地
に
移
転
し
ま
す
。
当
時
甲か

斐い

国
主
で
あ
っ
た
浅
野

長な
が

政ま
さ

か
ら
本
堂
（
桁
行
九
間
×
梁
間
八
間
）
を
、
長
男

の
浅
野
幸よ

し

長な
が

か
ら
ご
本
尊
さ
ま
を
寄
進
さ
れ
ま
す
。

そ
の
ご
本
尊
さ
ま
は
「
薬や

く

師し

瑠る

璃り

光こ
う

如に
ょ

来ら
い

」。
幸

長
の
等
身
大
で
、
胎
内
に
は
、
浅
野
家
相
伝
の
弘
法

大
師
御
作
と
伝
え
ら
れ
る
秘
仏
が
納
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
真
福
寺
の
開
山
は
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

、
照
海
上
人
を
中
興
開
山
と
し
て
い
ま
す
。
開
山

当
初
か
ら
「
愛
宕
下
の
お
薬
師
さ
ん
」
と
親
し
ま

れ
、
ご
縁
日
に
は
門
前
市
が
開
か
れ
賑
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
宝ほ

う

暦れ
き

五
年
（
一
七
五
五
）
頃
に
は
、
都
内
に

御ご

府ふ

内な
い

八
十
八
ケ
所
霊
場
が
定
め
ら
れ
、
第
六
十
七

番
札
所
と
し
て
更
に
多
く
の
信
仰
を
集
め

ま
す
。

新し
ん

義ぎ

真し
ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

の
触ふ

れ

頭が
し
ら

江
戸
四し

箇か

寺じ

真
福
寺
は
、
将
軍
家
や
浅
野
家
の
援
助

を
背
景
に
新
義
真
言
宗
の
「
触
頭
」
に
名

を
連
ね
ま
し
た
。
触
頭
は
、
幕
府
・
宗
派

と
宗
内
寺
院
を
結
ぶ
大
事
な
パ
イ
プ
役
。

幕
府
か
ら
の
法
令
を
伝
達
し
、
寺
社
奉
行

に
届
け
出
を
す
る
窓
口
で
し
た
。
真
福
寺

の
他
に
も
新
義
真
言
宗
の
触
頭
に
知ち

足そ
く

院い
ん

（
後
に
根こ

ん

生し
ょ
う

院
に
変
更
）・
円え

ん

福ぷ
く

寺じ

・
弥み

勒ろ
く

寺じ

が
任
命
さ
れ
「
江
戸
四
箇
寺
」
と
呼
ば
れ

ま
し
た
。
真
福
寺
は
檀
家
寺
で
も
、
祈
祷

寺
で
も
な
い
た
め
、
朱
印
地
か
ら
の
年
貢

や
触
頭
と
し
て
の
手
数
料
、
将
軍
家
や
浅

野
家
か
ら
の
援
助
を
主
な
経
済
基
盤
と
し

て
い
ま
し
た
。
明
治
に
な
り
触
頭
の
制
度

は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
今
で
も
真
福
寺

に
は
檀
家
は
な
く
、
墓
地
も
あ
り
ま
せ

ん
。
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
か
ら
智

山
派
の
宗
務
所
と
し
て
、
戦
前
か
ら
戦
後

に
か
け
て
は
合
同
真
言
宗
の
宗
務
所
と
し

て
、
真
言
宗
全
体
の
宗
派
行
政
も
担
っ
て

き
ま
し
た
。

①歌川広重　名所江戸百景「愛
あたご

宕下
した

藪
やぶ

小
こう

路
じ

」　国立国会図書館デジタルコレクション。奥に見える赤い門が真福寺の門です。
②江戸時代の真福寺境内図　国立国会図書館デジタルコレクション「江戸名所図会」
③�身の丈五尺三寸五分のご本尊さま「薬

やく

師
し

瑠
る

璃
り

光
こう

如
にょ

来
らい

」　浅
あさ

野
の

幸
よし

長
なが

等身大の薬師如来立像を中尊とし、左脇侍に日
にっ

光
こう

菩薩、右脇
侍に月

がっ

光
こう

菩薩という薬師三尊の形で祀
まつ

られています。

①②③
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各
国
使
節
団
の
宿
泊
所
に
も

幕
末
に
は
日
本
と
の
通
商
条
約
締
結
を
目

的
と
し
て
各
国
使
節
団
が
来
日
し
ま
し
た
。

東
京
湾
埋
立
て
前
の
当
時
、
真
福
寺
は
港
に

近
く
、
江
戸
城
に
一
番
近
い
寺
院
で
あ
っ
た

た
め
、
安あ

ん

政せ
い

五
年
（
一
八
五
八
）
に
は
オ
ラ

ン
ダ
・
ロ
シ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
の
宿
泊
所
と
し

て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
グ
ロ
男
爵
は
当
時
の
様
子
を

「
真
福
寺
の
住
環
境
は
、
快
適
と
は
い
え
な

い
、
外
と
は
和
紙
で
で
き
た
仕
切
り
だ
け
で

夜
は
寒
か
っ
た
。
一
方
で
、
真
福
寺
で
世
話

を
し
て
く
れ
た
日
本
人
は
、
極
め
て
良
い

人
々
で
、
ボ
ン
ジ
ュ
ー
ル
、
ボ
ン
ソ
ワ
ー
ル

と
フ
ラ
ン
ス
語
で
挨
拶
す
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
書
き
残
し
て
お
り
、
使
節
団
の
人
が

フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
た
と
も
記
さ
れ
て
お

り
、
あ
と
一
ヶ
月
長
く
江
戸
に
い
た
ら
真
福

寺
か
ら
は
フ
ラ
ン
ス
語
だ
け
し
か
聞
こ
え
な

く
な
っ
た
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

現
在
の
真
福
寺

現
在
の
真
福
寺
は「
別
院
真
福
寺
」と
呼
称

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
「
総
本
山
智
積
院
の
別

院
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
た
め
、
真
言

宗
智
山
派
の
行
政
を
行
う
「
宗
務
出
張

所
」、
教
相
（
経
典
研
究
等
）
を
担
う
「
智ち

山さ
ん

伝で
ん

法ぼ
う

院い
ん

」、
本
誌
の
編
集
や
布
教
伝
導
等
を
担
う
「
智
山

教
化
セ
ン
タ
ー
」、
御
詠
歌
「
密み

つ

厳ご
ん

流り
ゅ
う

遍へ
ん

照じ
ょ
う

講こ
う

」
の

本
部
な
ど
、
宗
派
の
各
機
関
が
別
院
真
福
寺
を
拠
点

に
活
動
し
て
い
ま
す
。

ま
た
都
心
の
一
寺
院
と
し
て
、
本
堂
や
地
下
講

堂
、
会
議
室
を
使
っ
て
、
近
隣
の
オ
フ
ィ
ス
街
で
働

く
人
を
は
じ
め
、
広
く
一
般
の
方
々
に
向
け
て
、
花

ま
つ
り
や
施せ

餓が

鬼き

会え

、
お
護ご

摩ま

、
阿あ

字じ

観か
ん

、
写
経
、

や
す
ら
ぎ
寄
席
、
愛
宕
薬
師
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
御
詠

歌
、
各
講
習
会
な
ど
、
毎
月
多
く
の
行
事
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
本
誌
裏
表
紙
に
は
行
事
の
ご
案
内
も
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、「
都
心
の
や
す
ら
ぎ
ス
ポ
ッ
ト
」

と
し
て
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員　
上
村
正
健
）

摩尼珠山 宝光院 真福寺
〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-8
Tel　03-3431-1081　　Fax　03-3431-0203
電車　JR新橋駅烏森口徒歩15分、地下鉄虎ノ門ヒルズ駅出
口徒歩3分　虎ノ門駅1番出口徒歩8分他

ACCESS アクセス

虎ノ門ヒルズ森タワー虎ノ門ヒルズ森タワー

愛宕神社愛宕神社 桜田公園桜田公園

　港区立
南桜公園
　港区立
南桜公園

虎ノ門虎ノ門

虎ノ門
ヒルズ
虎ノ門
ヒルズ
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東京メトロ銀座線
内幸町内幸町

真福寺 新
橋
駅

新
橋
駅

④�勝
しょう

軍
ぐん

地
じ

蔵
ぞう

菩
ぼ

薩
さつ

　天
てん

正
しょう

十年（1582）本能寺の変により家康公が伊賀越えをした際、信
しが

楽
らき

の土
豪多

た

羅
ら

尾
お

氏より献上され、無事に帰還できたことにより、家康公の信仰仏となりました。その後
愛宕神社の本地仏として別当円

えん

福
ぷく

寺
じ

に安置されましたが、廃
はい

仏
ぶつ

毀
き

釈
しゃく

で円福寺が廃寺となり、
真福寺に移されました。しかし関東大震災で焼失し、昭和九年に再建されました。

⑤�年間行事として、花まつり、施
せ

餓
が

鬼
き

会
え

、お護
ご

摩
ま

などが勤
ごん

修
しゅう

されています。特に施餓鬼会、納
め護摩には真福寺ご住職でもある能

のう

化
け

さま（智積院化主猊下）が導師をお勤めされます。
⑥�一般の方々に向けて、写

しゃ

経
きょう

会
え

・阿
あ

字
じ

観
かん

会
え

・愛宕薬師フォーラムなどが開催されています（写真
は愛宕薬師フォーラム）。詳しくは総

そう

本
ほん

山
ざん

智
ち

積
しゃく

院
いん

のホームページをご覧ください。
⑦�倉

くら

田
た

隆
りゅう

伸
しん

別院真福寺執事。真福寺ご住職でもある、智積院化主（ご住職）布施浄慧猊下の
代務者として、その業務を執り仕切っています。

⑤⑥⑦

④
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「
あ
る
べ
き

や
（
よ
）う
わ
」

今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に
お
い
て
、
第
一

線
で
医
療
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
々
に
は
、
た
だ
た
だ

頭
の
下
が
る
思
い
で
す
。
自
ら
の
危
険
も
顧
み
ず
、
心

無
い
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
て
も
、
な
お
命
を
救
う
た

め
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
姿
は
ま
さ
に
菩
薩
さ
ま
の
よ
う
。

人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
立
場
が
違
え
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に

あ
る
べ
き
姿
が
あ
り
、
そ
れ
を
全
う
す
る
こ
と
が
仏
さ

ま
に
近
づ
く
道
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
か
く
我
々
は
、
他
の
人
の
行
動
は
気
に
な
り
ま
す

が
、
自
ら
の
行
い
は
置
き
去
り
に
し
が
ち
で
す
。

「
人
は
阿
留
辺
畿
夜
宇
和
（
あ
る
べ
き
よ
う
わ
）
と
い
う

七
文
字
を
持
（
た
も
）
つ
べ
き
な
り
」

�

（『
栂と

が
の

尾お

明み
ょ
う

恵え

上し
ょ
う

人に
ん

遺い

訓く
ん

』
よ
り
）

さ
て
、
自
身
の
〝
あ
る
べ
き
よ
う
〟
は
ど
の
よ
う
な

姿
な
の
で
し
ょ
う
。

竹
た け

島
し ま

照
しょう

暉
き

（愛知県名古屋市　萬福院）
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「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」。

こ
れ
は
、
戦
前
の
物
理
学
者
寺て

ら

田だ

寅と
ら

彦ひ
こ

の

有
名
な
言
葉
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
真
偽

は
不
明
の
よ
う
で
す
）。
日
本
は
昔
か
ら
自

然
災
害
の
多
発
す
る
国
と
い
わ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
二
十
一
世
紀
を
迎
え
、
大
地
震

の
甚
大
な
る
被
害
、
五
十
年
に
一
度
の
勢

力
と
い
わ
れ
る
風
雨
の
猛
威
が
こ
の
数
年

で
多
発
し
、
水
害
は
各
地
で
人
々
の
く
ら

し
に
襲
い
掛
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
新
た

な
自
然
災
害
と
も
い
え
る
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
い
う
目
に
見
え
な
い

恐
怖
と
の
闘
い
。
し
か
も
、
い
つ
終
息
す

る
の
か
は
、
誰
に
も
分
か
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
不
安
を
感
じ
て
い

る
方
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

国
難
と
も
い
わ
れ
て
い
る
現
状
に
対
し

て
、
各
地
の
寺
院
で
は
、
犠
牲
者
の
ご
冥

福
と
疫え

き

病び
ょ
う

退た
い

散さ
ん

に
向
け
た
「
平
穏
へ
の
祈

り
」
が
捧
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
な
ぜ

祈
る
の
で
し
ょ
う

皆
さ
ん
は
、
寺
社
仏
閣
で
お
祈
り
す
る

際
、
ど
の
よ
う
な
お
願
い
ご
と
を
し
ま
す

か
？　

一
年
無
事
に
過
ご
せ
ま
す
よ
う

に
。
家
族
皆
が
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う

「平穏への祈り」と実践
―私たちが実践する仏さまへの祈りと出会い―

昨今、自然災害や疫病の猛威はとどまるところを知りません。私たちは平穏な日 を々願い、仏さまに手を合わせ、一心に祈る。
これこそが、安らかなる心を育む第一歩です。� 写真／吉田住心
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に
。
裕
福
な
暮
ら
し
が
で
き
ま
す
よ
う
に
…
…
。

祈
る
目
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん

は
他
者
を
念
頭
に
置
い
て
い
な
い
自
己
中
心
的
な
祈

り
に
陥お

ち
い

っ
て
は
い
ま
せ
ん
か
。「
自
分
の
幸
せ
を
祈

る
こ
と
の
何
が
い
け
な
い
の
？
」
と
首
を
か
し
げ
ま

し
た
か
。
自
分
の
幸
せ
を
祈
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と

で
す
が
、
さ
ら
に
大
切
な
の
は
、「
自
分
一
人
だ
け

が
幸
せ
に
な
っ
て
も
、
周
り
の
人
た
ち
が
幸
せ
に
な

ら
な
か
っ
た
ら
、
結
局
自
分
も
幸
せ
に
な
れ
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
す
べ
て
を
包
括
し
た
祈
り

こ
そ
が
「
平
穏
へ
の
祈
り
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く

の
で
す
。

仏
教
に
お
け
る
祈
り
の
原
点
は
「
誓せ

い

願が
ん

」
で
す
。

と
く
に
菩ぼ

薩さ
つ

（
こ
こ
で
は
悟
り
を
開
く
た
め
に
修
行
を
重

ね
る
者
の
意
味
）
が
仏
と
な
る
た
め
に
立
て
る
誓
い
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。
普ふ

賢げ
ん

菩ぼ

薩さ
つ

の
十
大
願
、
法ほ

う

蔵ぞ
う

菩ぼ

薩さ
つ

（
阿
弥
陀
如
来
）
の
四
十
八
願
、
薬や

く

師し

如に
ょ

来ら
い

は
菩
薩

の
時
に
十
二
大
願
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
誓

願
の
中
心
は
、
自
身
の
悟
り
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の

す
べ
て
の
人
々
（
衆
生
）
の
救
済
を
願
っ
て
い
る
こ

と
に
あ
り
ま
す
。

　
願ね

が

わ
く
は
此こ

の
功く

徳ど
く

を
以も

っ

て

　
普あ

ま
ね

く
一い

っ

切さ
い

に
及お

よ

ぼ
し

　
我わ

れ

等ら

と
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

と

　
皆み

な

共と
も

に
仏ぶ

つ

道ど
う

を
成じ

ょ
う

ぜ
ん
こ
と
を

こ
れ
は
『
普ふ

廻え

向こ
う

』
と
い
う
お
経
で
、
仏
さ
ま
の

功く

徳ど
く

が
全
て
の
人
々
に
行
き
わ
た
る
こ
と
を
願
っ
て

唱
え
ら
れ
ま
す
。

新
し
い
生
活
様
式
に
向
け
た

葬
儀
や
法
事
を
営
む
た
め
に

諸し
ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う

の
理こ

と
わ
り

は
、
世
の
中
が
ど
の
よ
う
な
状

況
で
あ
っ
た
と
し
て
も
等
し
く
私
た
ち
に
降
り
か

か
っ
て
き
ま
す
。
残
念
な
が
ら
災
害
や
災
難
が
あ
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
復
興
す
る
ま
で
猶
予
し
て
く
れ

る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ど
の

よ
う
な
状
況
で
、
愛
す
る
家
族
や
友
人
と
の
別
れ
が

来
る
の
か
誰
も
知
り
得
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ナ
禍
を
経
験

し
た
私
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
生
活
様
式
の
下

で
暮
ら
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
で
は
そ

の
中
で
お
別
れ
、
ご
供
養
を
す
る
時
、
私
た
ち
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。

メ
デ
ィ
ア
で
も
重
ね
て
報
道
さ
れ
て
い
る
、
感
染

を
防
ぐ
う
え
で
の
合
言
葉
が
「
３
密
を
避
け
る
」
と

い
う
も
の
で
す
。
こ
の
場
合
は
密
閉
・
密
集
・
密
接

の
こ
と
で
、
葬
儀
や
法
事
に
お
い
て
も
同
様
な
対
応

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

亡
き
人
と
の
最
後
の
別
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で

と
は
異
な
る
葬
儀
・
法
事
を
営
む
こ
と
に
抵
抗
を
持

た
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
最
後
の
別
れ
を
惜
し
み
、
悲
し
み
、
そ
し
て

感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
亡
き
人
を
送
る
気
持
ち
に

勝
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
自
身
が
で

き
う
る
最
大
の
心
を
込
め
、
亡
き
人
の
た
め
に
祈
り

を
捧
げ
ま
し
ょ
う
。

新
し
い
生
活
様
式
に
お
け
る

葬
儀
や
法
事
に
参
列
す
る
際
の

注
意
点

① 

席
の
距
離
を
開
け
る

 

　 

お
堂
や
斎
場
な
ど
の
会
場
で
も
、
密

に
な
ら
な
い
よ
う
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ

ス
タ
ン
ス
と
い
わ
れ
る
距
離
を
保
っ

て
席
に
座
る
。

② 

定
期
的
な
換
気
と
衛
生

 

　 

会
場
は
換
気
を
よ
く
し
、
消
毒
や
マ

ス
ク
な
ど
の
対
応
を
。

③ 

経
典
の
唱
和

 

　 

ご
住
職
の
声
に
合
わ
せ
、
小
さ
な
声

で
唱
え
た
り
、
黙
読
し
た
り
す
る
。

※ 

こ
の
よ
う
な
点
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
、
供

養
の
祈
り
を
捧
げ
ま
し
ょ
う
。

葬
儀
や
法
事
は
、
不
要
不
急
の
も
の
で
は
な
く
、

亡
き
人
に
と
っ
て
も
、
家
族
や
知
人
に
と
っ
て
も
、

必
要
不
可
欠
な
も
の
で
す
。
新
し
い
生
活
様
式
の
中

で
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
模
索
さ
れ
て
く
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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平
穏
を
願
っ
て

お
釈
迦
さ
ま
は
、
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
は
な
ら

な
い
こ
と
か
ら
「
苦
」
が
生
ま
れ
る
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
こ
れ
を
詳
し
く
述
べ
た
の
が
、「
四し

苦く

八は
っ

苦く

」
と
い
う
教
え
で
す
。
仏
教
は
、
こ
の
思
い
ど
お

り
に
な
ら
な
い
世
界
を
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の

か
を
示
し
た
教
え
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
祈
り
や
修

行
の
実
践
は
、
そ
れ
を
体
現
す
る
具
体
的
な
方
法
な

の
で
す
。

弘
法
大
師
空
海
さ
ま
（
お
大
師
さ
ま
）
が
活
躍
さ
れ

た
平
安
時
代
に
疫
病
や
災
害
が
お
こ
り
、
時
の
嵯さ

峨が

天
皇
は
頭
を
悩
ま
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
お
大
師

さ
ま
が
、
世
の
中
の
安
寧
を
願
っ
て
『
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経ぎ
ょ
う

』

を
写
経
す
る
よ
う
勧
め
る
と
、
嵯
峨
天
皇
は
紺こ

ん

綾あ
や

金こ
ん

泥で
い

の
「
般
若
心
経
」（
正
式
名
称
は
下
記
）
を
写
経

し
、
皇
后
さ
ま
が
写
経
に
薬
師
三
尊
の
写
仏
を
し
ま

し
た
。
こ
れ
に
お
大
師
さ
ま
が
五
大
明
王
へ
の
祈
り

を
捧
げ
る
と
、
疫
病
と
災
害
が
治
ま
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
写
経
は
今
も
旧
嵯
峨
御
所
大
本
山

大だ
い

覚か
く

寺じ

の
「
勅ち

ょ
く

封ふ
う

心し
ん

経ぎ
ょ
う

殿で
ん

」
に
現
存
し
て
お
り
、

六
十
年
に
一
度
、
戊つ

ち
の
え
い
ぬ戌
の
年
に
時
の
天
皇
の
許
し
が

な
け
れ
ば
拝
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
わ
れ
る
大
変

貴
重
な
も
の
で
、
近
年
で
は
平
成
三
十
年
に
公
開
さ

れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
写
経
は
古
来
よ
り
、
世
の
中
に
平

穏
の
祈
り
を
捧
げ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

現
在
、
真
言
宗
智
山
派
で
は
、
写
経
で
捧
げ
る

「
平
穏
へ
の
祈
り
」
を
行
い
、
多
く
の

方
々
に
『
般
若
心
経
』
を
写
経
し
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

こ
の
現
状
に
対
し
て
不
安
を
感
じ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
方
に
は
、
仏
さ
ま
に
祈

り
、
仏
さ
ま
と
出
会
う
「
写
経
」
の
実

践
に
よ
っ
て
不
安
を
軽
減
し
、
生
き
る

力
を
感
得
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。「
写
経
」
は
、
寺
院
で
行
う
だ

け
で
な
く
、
ご
自
宅
で
も
で
き
る
修
行

で
す
。
ど
う
ぞ
一
度
筆
を
執
り
、
実
践

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
倉
松
隆
嗣
）

嵯
さ

峨
が

天
てん

皇
のう

宸
しん

翰
かん

 勅
ちょく

封
ふう

般
はん

若
にゃ

心
しん

経
ぎょう

【復元複製】（上）

勅
ちょく

封
ふう

心
しん

経
ぎょう

殿
でん

（左）

 ともに写真提供／旧嵯峨御所大本山大覚寺

四し

苦く

八は
っ

苦く

四
苦
（
生
苦
・
老
苦
・
病
苦
・
死
苦
）

生
ま
れ
る
こ
と
、
老
い
る
こ
と
、
病
魔
に
襲
わ
れ
る
こ

と
、
死
ぬ
こ
と
は
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
は
な
ら
な
い
。

愛あ
い

別べ
つ

離り

苦く

　�

愛
す
る
人
と
別
れ
る
苦

怨お
ん
憎ぞ
う
会え

苦く

　�

憎
い
人
と
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦

求ぐ

不ふ

得と
く
苦く

　�

欲
し
い
も
の
が
得
ら
れ
な
い
苦

五ご

蘊う
ん

盛じ
ょ
う

苦く

　�

自
身
の
行
為
そ
の
も
の
が
苦
で
あ
る

※�

四
苦
に
こ
の
四
つ
の
苦
を
合
わ
せ
て
四
苦
八
苦
と
い
い
ま
す
。

※�

本
誌
十
八
頁
に
は
、
求
不
得
苦
の
詳
説
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ち

ら
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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後に、渓谷の駐車場から最も近い
この滝を訪れると、滝に架かる虹
が人々の目を惹

ひ

きつけていた。

P5 雲海の彼方に望む富士
長野県岡谷市

秋の諏
す

訪
わ

盆地は雨上がりの
翌朝にしばしば濃霧が発生す
る。このような時は諏訪湖の
北に位置する高

たか

ボッチ山へ行
くと、眼下に見事な雲海を見
ることができる。秋とはいえ
夜明けの時間は非常に寒いが、
朝焼けに染まる雲海越しの富
士山は見事だ。

撮影・解説／山梨将典
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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SH

IN
G

O
N

」
第
一
〇
二
号
　
令
和
二
年
九
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（
税
込
）

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
）

第
6
回
智
積
院
写
真
コ
ン
テ
ス
ト

応
募
テ
ー
マ
：

「
仏
さ
ま
に
祈
る

�

〜
秋
冬
の
智
積
院
で
出
会
い
〜
」

応
募
期
間
：

令
和
2
年
9
月
1
日
〜

令
和
3
年
2
月
28
日 

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

9
月
8
日（
火
）

11
月
6
日（
金
）

※
10
月
8
日（
木
）は
施
餓
鬼
会
を
行
い
ま

す（
15
時
よ
り
）。

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
）

9
月
17
日
　
三
遊
亭

10
月
15
日
　
談
志
一
門
会

11
月
19
日
　
三
遊
亭

真
福
寺
阿あ

字じ

観か
ん

会え

15
時
よ
り

於
　
本
堂（
無
料
・
要
事
前
申
込
）

9
月
29
日（
火
）

10
月
27
日（
火
）

11
月
24
日（
火
）

愛
宕
薬
師
フ
ォ
ー
ラ
ム（
無
料
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
開
催
未
定
で
す
。

智積院Facebook

※�ご案内の行事は、新型コロナウイルス感染症の影響により、延期または中止となる
可能性がございます。詳細は、記載の連絡先へお問い合わせください。

　洋室や和洋室など多様なお部屋で、より快適にお過ご
しいただけます（1泊朝食付 ￥8,300～ 宿泊税・消費税
込／夕食別途 ¥3,300～ 消費税込）。
　世間の喧騒を離れて、400年前から変わらぬ、朝のお勤め
へのご参拝、僧侶による名勝庭園や長谷川等伯一門の国宝
の障壁画のご案内など、非日常をぜひご体験ください。
※令和2年8月現在、令和3年2月分までのご予約を受け付けております。

「9月1日に新智積院会館がオープンいたします」

宿坊 智積院会館
電話 075-541-5363
ご予約は、お電話または総本山智積院HPから

お 問 い 合 わ せ

和洋室A 夕食 ¥5,500

外観

智積院会館QRコード

『
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ルス
感
染
症
』の

お
見
舞
い

こ
の
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感

染
症
に
罹
患
さ
れ
た
方
々
の
快
復
と
、
感

染
症
の
早
期
終
息
を
、
毎
朝
の
護
摩
供
法

要
に
お
い
て
ご
祈
念
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

皆
さ
ま
方
の
心
安
ら
か
な
日
々
が
一
日
も

早
く
戻
り
ま
す
よ
う
、
衷
心
よ
り
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。

�

合
　
掌

真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁

総

本

山

智

積

院

第6回写真コンテスト
QRコード

真言宗智山派
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