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春
の
彼
岸
明
け
に
訪
れ
た
高
知
県
。
今
年
の
桜
は
早
咲
き
で
、
空
港
か
ら
目
指
す
乗
台

寺
ま
で
は
満
開
の
お
花
見
道
中
と
な
り
ま
し
た
。

吉
祥
山
乗
台
寺
は
、
高
知
県
高
岡
郡
佐さ

川か
わ

町
に
あ
り
、
本
宗
の
五
台
山
竹
林
寺
庭
園

（
高
知
市
）、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
青
源
寺
庭
園
（
佐
川
町
）
と
と
も
に
、
土
佐
三
大
名
園
に

数
え
ら
れ
る
県
史
跡
名
勝
庭
園
（
元
は
旧
文
部
省
指
定
名
勝
庭
園
）
を
有
す
る
古
刹
で
す
。

佐
川
町
内
に
は
日
本
一
の
清
流
と
し
て
知
ら
れ
る
仁
淀
川
の
支
流
、
柳
瀬
川
と
春
日
川

が
貫
流
し
て
お
り
、
芳
醇
無
比
と
謳
わ
れ
た
高
知
の
銘
酒
、
司つ

か
さ

牡ぼ

丹た
ん

の
味
わ
い
に
不
可
欠

な
水
も
、
こ
の
土
地
で
汲
ま
れ
る
仁
淀
川
の
伏
流
水
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
ま

た
、
佐
川
町
は
植
物
学
者
、
牧
野
富
太
郎
（
一
八
六
二
︱
一
九
五
七
）
の
出
身
地
で
も
あ
り

ま
す
。
植
物
学
の
父
と
呼
ば
れ
た
牧
野
博
士
の
研
究
の
始
ま
り
が
、
佐
川
の
里
山
か
ら
出

発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
佐
川
町
の
歴
史
と
人
々
の
営
み
が
、
仁
淀
川
が
育

く
ん
だ
豊
か
な
自
然
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

春
日
川
の
ほ
と
り
を
少
し
歩
い
て
乗
台
寺
に
到
着
。
山
門
を
く
ぐ
る
と
、
正
面
に
見
え

る
本
堂
を
囲
む
よ
う
に
位
牌
堂
、
文
殊
堂
、
鐘
楼
堂
、
観
音
堂
、
祖
師
堂
、
天
神
社
と
多

く
の
堂
宇
が
立
ち
並
び
壮
観
で
す
。

乗
台
寺
の
歴
史
を
紐
解
く
と
、
千
百
年
前
の
天
慶
年
間
（
九
三
八
︱
九
四
七
）
に
然ぜ

ん

天て
ん

坊ぼ
う

宗し
ゅ
う

真し
ん

に
よ
っ
て
隣
町
の
越お

知ち

町ち
ょ
う

に
開
基
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
遊ゆ

行ぎ
ょ
う

寺じ

と
い
う
名
称
で
し

た
が
、
南
北
朝
時
代
に
佐
川
郷
の
三み

野の

城
主
、
三
野
三
郎
左
衛
門
惟こ

れ

宗む
ね

朝あ

臣そ
ん

師も
ろ

信の
ぶ

が
佐
川

へ
移
転
し
阿
弥
陀
如
来
を
祀
り
、
吉
祥
山
乗
台
寺
と
改
名
。
江
戸
時
代
に
入
り
、
山
内
一

豊
の
筆
頭
家
老
で
あ
っ
た
深
尾
重
良
（
一
五
五
七
︱
一
六
三
二
）
が
佐
川
に
封
ぜ
ら
れ
て
以

降
は
、
深
尾
家
の
祈
願
寺
と
な
り
、
新
た
に
不
動
明
王
が
本
尊
と
し
て
勧
請
さ
れ
、
阿
弥

陀
如
来
は
境
内
の
位
牌
堂
の
本
尊
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

平成 27 年に開創 650 年を迎え、改築耐震工事を完成した本堂。この本堂を囲むようにいくつもの堂宇が立ち並びます。近世まで乗
台寺の末寺が多くありましたが、明治時代に乗台寺に統合され、現在のような多くの仏さまが祀られる諸堂が整いました。
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乗
台
寺
の
ひ
さ
ご
園

本
堂
で
手
を
合
わ
せ
て
い
る
と
、
種た

ね

田だ

快か
い

盛せ
い

長
老

と
快か

い

徳と
く

住
職
に
お
迎
え
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
は
じ

め
に
ご
案
内
い
た
だ
い
た
部
屋
は
、
名
勝
庭
園
を
間

近
に
望
む
書
院
造
の
和
室
。
付つ

け

書し
ょ

院い
ん

の
明あ

か
り

障し
ょ
う

子じ

が
開

け
ら
れ
る
と
、
火か

灯と
う

窓ま
ど

か
ら
静せ

い

謐ひ
つ

を
湛
え
た
池
泉

と
、
深
緑
の
木
々
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。

火
灯
窓
に
連
結
す
る
よ
う
に
造
ら
れ
た
居い

待ま
ち

月づ
き

形
の

窓
も
、
庭
園
の
し
だ
れ
桜
が
池
に
花
を
垂
れ
る
優
し

い
風
景
を
切
り
取
っ
て
い
ま
す
。

庭
園
を
望
む
縁
側
に
出
て
、
快
盛
長
老
に
お
庭
に

つ
い
て
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

「
こ
の
庭
園
は
四
百
年
前
、
深
尾
家
二
代
目
深
尾
重

忠
（
一
五
六
九
︱
一
六
五
八
）
が
、
奥
方
の
病
気
平
癒
の

祈
願
を
さ
れ
た
と
こ
ろ
効
験
が
あ
り
、
そ
の
御
礼
と

し
て
築
庭
さ
れ
た
も
の
で
す
。
お
寺
の
山
号
に
も

な
っ
て
い
る
吉
祥
山
の
木
々
を
借
景
と
し
て
造
ら
れ

た
池
泉
回
遊
式
庭
園
で
、
そ
の
全
体
が
瓢ひ

ょ
う

箪た
ん

（
ひ
さ

ご
）
の
形
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
“
ひ
さ
ご

園
”
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
池
の
水
は
全
て
湧
水

で
、
遣や

り

水み
ず

、
船
着
、
浮
島
、
出
島
な
ど
を
配
し
て
い

ま
す
。
も
う
す
ぐ
ツ
ツ
ジ
や
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
が
咲
き
、

初
夏
に
は
池
に
自
生
す
る
水
ニ
ラ
、
ジ
ュ
ン
サ
イ
、
ハ

ナ
シ
ョ
ウ
ブ
な
ど
が
咲
き
ま
す
。
木
々
に
自
生
す
る

セ
ッ
コ
ク
や
フ
ウ
ラ
ン
も
花
を
つ
け
、
秋
に
は
モ
ミ
ジ

が
紅
葉
し
、
大
銀
杏
が
鮮
や
か
な
黄
色
に
染
ま
り
ま

す
。
銀
杏
の
落
葉
で
池
が
一
面
黄
金
色
に
な
る
様
子

は
と
て
も
綺
麗
で
す
よ
」

そ
の
日
は
朝
方
に
雨
が
降
っ
た
た
め
、
植
栽
の
緑

が
ま
だ
潤
い
を
保
ち
、
築
山
の
な
だ
ら
か
な
苔
と
樹

木
が
柔
ら
か
な
午
後
の
陽
光
に
映
え
て
、
美
し
い
緑

色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
織
り
成
し
て
い
ま
し
た
。

飛と
び

不ふ

動ど
う

と
歯は

吹ふ
き

阿あ

弥み

陀だ

庭
園
が
涼
や
か
な
印
象
を
漂
わ
せ
つ
つ
も
、
重
厚

な
趣
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
庭
園
の
中
央
に
ど
っ
し

り
と
根
を
下
ろ
し
た
大
銀
杏
の
存
在
感
に
よ
る
も
の

で
し
ょ
う
。

樹
齢
五
百
年
、
樹
高
三
十
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
大

銀
杏
は
ま
さ
に
乗
台
寺
庭
園
の
シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー
。

享
保
（
一
七
一
六
︱
一
七
三
六
）
年
間
に
乗
台
寺
が
大

火
に
あ
っ
た
際
、
不
動
明
王
の
掛
軸
が
本
堂
か
ら
飛

び
出
し
、
こ
の
大
銀
杏
の
枝
に
掛
か
る
と
、
火
の
手

を
沈
め
た
と
い
う
「
飛
不
動
」
の
お
話
も
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

そ
の
飛
不
動
の
御み

影え
い

は
、
巨こ

勢せ
の

金か
な

岡お
か

の
筆
と
伝
わ

る
も
の
で
、
火
難
を
避
け
た
伝
説
の
と
お
り
、
傷
み

も
な
く
綺
麗
に
表
装
さ
れ
て
乗
台
寺
の
宝
物
館
に
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
御
影
に
は
不
動
明
王
の
眷け

ん

属ぞ
く

の

童
子
が
描
か
れ
ま
す
が
、
二
童
子
で
は
な
く
、
制せ

い

咜た

迦か

童ど
う

子じ

の
み
を
従
え
て
佇ち

ょ

立り
つ

す
る
珍
し
い
お
姿
。

ま
た
、
当
初
の
本
尊
で
あ
っ
た
阿
弥
陀
如
来
も
、

① �250 年前に建てられた書院造りの和室から望む名勝庭園。閑
寂な情趣を感じます。

②春日川の桜並木。佐川町には穏やかな時間が流れています。
③わずかな天候や光の変化でさまざまな表情を見せるお庭。
④�庭園の中央に根を下ろす大銀杏。庭園の見頃は大銀杏が黄
葉する晩秋とのこと。

①

②③④

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

唐
糸

太
刀
川

105 責了 責了 生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁 　

105生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁

唐
糸

太
刀
川

3

3



歯
吹
阿
弥
陀
と
呼
ば
れ
る
全
国
で
も
類
例
の
少
な
い

お
姿
の
阿
弥
陀
さ
ま
。
飛
不
動
さ
ま
も
歯
吹
阿
弥
陀

さ
ま
も
衆
生
済
度
の
誓
願
を
は
っ
き
り
と
表
す
よ
う

に
力
強
い
お
姿
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

柱
の
短
冊
「
楽
」

和
室
に
戻
る
と
火
灯
窓
の
柱
に
一
葉
の
短
冊
が
掛

け
ら
れ
て
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。

呉
竹
の
う
き
ふ
し
お
ほ
き
中
に
こ
そ

　
た
の
し
き
事
は
籠
る
な
り
け
れ

「
楽
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
短
歌
は
、
昭
和
の
初
め

に
九
十
二
歳
に
し
て
乗
台
寺
を
訪
れ
た
田
中
光
顕

（
一
八
四
三
︱
一
九
三
九
）
が
詠
ん
だ
も
の
で
す
。

田
中
光
顕
は
深
尾
家
の
家
臣
の
家
に
生
ま
れ
、
幕

末
に
は
坂
本
龍
馬
や
中
岡
慎
太
郎
と
も
交
流
し
、
明

治
政
界
で
は
板
垣
退
助
と
と
も
に
自
由
民
権
運
動
に

尽
力
し
、
宮
内
大
臣
ま
で
務
め
た
人
物
で
す
。
田
中

は
晩
年
、
故
郷
の
庭
園
を
眺
め
な
が
ら
、
激
動
の
時

代
を
生
き
抜
い
た
人
生
を
振
り
返
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
歌
に
詠
ま
れ
た
精
神
は
、
快
盛
長
老
と
快
徳
住

職
の
乗
台
寺
へ
の
思
い
の
中
に
も
息
づ
い
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ま
し
た
。
歴
史

あ
る
寺
院
と
庭
園
を
守
り

伝
え
て
い
く
た
め
に
は
、

き
っ
と
た
く
さ
ん
の
ご
苦

労
も
あ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
し
か
し
お
二
人

が
乗
台
寺
の
将
来
を

お
話
し
さ
れ
る
と
き

は
、
と
て
も
朗
ら
か

に
楽
し
そ
う
に
話
さ

れ
ま
す
。
快
盛
長
老

は
い
い
ま
す
。

「
幼
い
頃
か
ら
こ

の
寺
と
と
も
に
あ
っ

て
、
こ
の
お
寺
の
歴

史
と
信
仰
を
守
り
伝

え
る
こ
と
を
ず
っ
と

続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
気
持
ち
は
こ
れ
か
ら
も
変

わ
り
ま
せ
ん
」

快
盛
長
老
か
ら
三
年
前
に
法
灯
を
受
け
継
が
れ
た

快
徳
住
職
も
、
そ
の
思
い
は
同
じ
と
い
っ
て
穏
や
か

に
語
ら
れ
ま
す
。

「
乗
台
寺
の
仏
さ
ま
を
拝
み
に
、
お
庭
で
心
を
休

め
に
、
全
国
各
地
か
ら
多
く
の
方
々
が
こ
の
お
寺
に

や
っ
て
来
ら
れ
ま
す
。“
一
期
一
会
”
の
精
神
を
大

切
に
し
、
出
会
い
の
一
つ
一
つ
を
仏
縁
と
観
じ
て
大

切
に
し
、
ご
参
拝
の
方
々
を
お
迎
え
し
た
い
と
思
い

ま
す
」

季
節
が
巡
る
た
び
に
何
度
も
訪
れ
た
い
乗
台
寺
。

今
度
は
池
泉
の
水
面
が
黄
金
に
変
わ
る
晩
秋
に
、

き
っ
と
訪
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
伊
藤
尚
徳

撮
影
／
村
中
修
）

吉祥山 乗台寺
〒789-1201　高知県高岡郡佐川町甲1746
Tel　0889-22-0633
電車　JR佐川駅より徒歩約15分
車　　高知自動車道 伊野ICより約30分

ACCESS アクセス

乗台寺
佐川駅佐川駅

柳瀬川
柳瀬川

土
讃
線

土
讃
線 494

296

302

青源寺●青源寺●
佐川文庫庫舎●佐川文庫庫舎●

清和病院●清和病院●

高知県立
　佐川高●
高知県立
　佐川高●

⑥

⑤�歯吹阿弥陀像。説法するお姿を表し御口をわずかに開け水晶の歯をのぞか
せます。
⑥�伝巨

こ

勢
せの

金
かな

岡
おか

筆「不動明王画像」。大火を鎮めた「飛不動」の霊験譚を伝
えます。
⑦�田中光顕が詠んだ短歌「楽」。激動の人生を生き抜いた人物だけにその歌
はとても趣深いものがあります。
⑧長老の種田快盛師　⑨住職の種田快徳師

⑤

⑦

⑨ ⑧

智山寺院探訪スライドショー
掲載しきれなかった写真や
見どころを動画で紹介しています
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「
和わ

顔げ
ん

愛あ
い

語ご

」

昨
今
の
社
会
情
勢
に
よ
り
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

パ
ソ
コ
ン
な
ど
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活
用
が

増
え
、
人
と
人
と
が
直
接
顔
を
合
わ
せ
て
間
近
に
話

す
機
会
が
減
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
日
常

生
活
に
お
い
て
、
和
や
か
な
顔
「
和
顔
」
と
、
や
さ

し
い
言
葉
「
愛
語
」
で
、
直
接
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
取
り
、
信
頼
関
係
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

ま
ず
は
一
番
身
近
な
家
族
か
ら
実
践
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

野
の

澤
ざ わ

 隆
りゅう

規
き

（神奈川県横浜市
正
しょう

泉
せん

寺
じ

住職）
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も
う
す
ぐ
お
盆
が
や
っ
て
き
ま
す
。

昨
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
に
よ
り
帰
省
が
で
き
ず
、
お
墓
参
り

に
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
も
多

い
と
報
道
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
本
年

こ
そ
は
穏
や
か
に
お
盆
を
迎
え
ら
れ
、

皆
さ
ま
が
無
事
に
ご
先
祖
さ
ま
を
お
迎

え
で
き
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

お
盆
の
具
体
的
な
慣
習
は
地
域
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
共
通
し
て
そ

の
根
底
に
あ
る
の
は
、
ご
先
祖
さ
ま
へ

の
「
感
謝
の
心
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
ご
先
祖
さ
ま
と
い
っ
て
も
一
体
ど

こ
ま
で
遡
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
、

と
誰
も
が
一
度
は
考
え
た
こ
と
が
あ
る

か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
命
の
繋
が
り
を

ひ
と
つ
ひ
と
つ
辿
っ
て
い
く
と
、
そ
れ

は
終
わ
り
の
み
え
な
い
、
果
て
し
な
い

作
業
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
も
し
自
分
の
ご
先
祖
さ
ま
が
一
人

で
も
欠
け
て
い
た
と
し
た
ら
、
今
こ
の

世
に
自
分
が
自
分
と
し
て
生
き
て
い
る

こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
自
分
と
い
う
存
在
が
い
か

に
奇
跡
的
な
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
ご

先
祖
さ
ま
が
い
か
に
大
切
な
存
在
な
の

か
感
じ
ら
れ
ま
す
。

感
謝
を
表
す
言
葉
は
「
有あ

り

難が
と

う
」
で

生きる力とお大師さま
―わたしたちの目標―

お盆の習慣は世代を超え、今まで脈 と々受け継がれてきました。ご先祖さまを大切にし感謝する心が、これからも伝わり続けますように。
�
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す
。
こ
の
言
葉
は
「
有
る
の
が
難
し
い
」
つ
ま
り
神

仏
の
大
い
な
る
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
、
奇
跡
へ
の
感
謝
を
表
す
た
め
に
本
来
は
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
現
在
で
は
お
礼
の
言
葉
と
し
て
日
常

的
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
私
た
ち
に
宿
る
命
の
意
味
を

考
え
る
と
、
ご
先
祖
さ
ま
に
こ
そ
心
か
ら
伝
え
る
べ

き
言
葉
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
お
盆
は
、

そ
の
感
謝
を
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
大
切
な
行
事
で

あ
る
と
い
え
ま
す
。

「
お
大
師
さ
ま
」
へ
の
感
謝
を
伝
え
る

�

人
身
受
け
難
し
　
今
既
に
受
く

佛
法
聞
き
難
し
　
今
既
に
聞
く
　
…�

（
三さ

ん

帰き

礼ら
い

文も
ん

）

私
た
ち
が
人
間
と
し
て
生
を
受
け
ら
れ
た
の
は
、

ご
先
祖
さ
ま
の
お
か
げ
で
あ
り
、
仏
さ
ま
の
教
え
を

今
聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え

を
脈
々
と
伝
え
た
歴
代
の
先
師
の
お
か
げ
で
す
。
特

に
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
真
言
宗
の
宗
祖
で
あ
る
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

空く
う

海か
い

さ
ま
は
特
別
な
存
在
で
す
。

弘
法
大
師
空
海
さ
ま
は
平
安
時
代
初
期
に
活
躍
し

た
僧
侶
で
、
唐
（
中
国
）
か
ら
密
教
を
日
本
に
も
た

ら
し
ま
す
。
そ
の
教
え
は
革
新
的
で
あ
り
、
多
く
の

人
々
を
惹
き
つ
け
、
当
時
の
朝
廷
か
ら
も
絶
大
な
支

持
を
獲
得
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
現
在
に
至
っ

て
も
「
お
大
師
さ
ま
」
の
呼
び
名
で
親
し
ま
れ
、

人
々
か
ら
の
信
仰
は
篤
く
、
各
地
で
お
大
師
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

」
が
お
唱
え
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
お
大
師
さ
ま
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る

四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
を
巡
る
お
遍へ

ん

路ろ

に
は
、
毎
年

多
く
の
人
が
訪
れ
、
お
大
師
さ
ま
は
い
つ
も
私
た
ち

の
そ
ば
で
見
守
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
「
同ど

う

行ぎ
ょ
う

二に

人に
ん

」
の
信
仰
が
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
お

大
師
さ
ま
は
、
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
に
ご
誕
生

一
二
五
〇
年
を
迎
え
ま
す
。
真
言
宗
智
山
派
で
は
、

記
念
の
年
で
あ
る
令
和
五
年
に
向
け
て
、
ご
誕
生
を

祝
う
慶
讃
事
業
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
通

じ
て
、
皆
さ
ま
に
お
大
師
さ
ま
の
魅
力
を
今
ま
で
以

上
に
お
伝
え
し
て
ま
い
り
ま
す
。

「わたしたちの目標」啓発ポスター
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「
わ
た
し
た
ち
の
目
標
」
に
つ
い
て

真
言
宗
智
山
派
で
は
、「
わ
た
し
た
ち
の
目
標
」

と
し
て
「
生
き
る
力
―
仏
さ
ま
に
祈
り
、
仏
さ
ま
と

出
会
う
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。「
わ
た
し
た
ち
」
と

い
う
言
葉
に
は
、
生
き
と
し
生
け
る
全
て
の
人
々
が

含
ま
れ
て
お
り
、
皆
で
と
も
に
目
指
し
て
い
く
目
標

が
「
わ
た
し
た
ち
の
目
標
」
で
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
生
き
る
力
―
仏
さ
ま
に
祈

り
、
仏
さ
ま
と
出
会
う
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
生
き
る
力
」
と
い
う
言
葉
を
考
え
る
た
め
に

は
、
ま
ず
「
命
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
自
分
へ
と
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
、
命
。

そ
の
源
を
た
ど
る
と
、
始
ま
り
は
一
体
ど
こ
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
真
言
宗
で
は
、
命
も
含
め
た
万
物

の
根
源
を
「
大
日
如
来
」
と
い
う
仏
さ
ま
と
し
て
捉

え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
命
も
大
日
如
来
か
ら
い
た

だ
い
た
も
の
で
あ
り
、
万
物
の
根
源
が
大
日
如
来
で

あ
る
か
ら
に
は
、
自
分
自
身
も
大
日
如
来
に
他
な
ら

な
い
と
考
え
た
の
が
、
真
言
宗
の
教
え
で
す
。
つ
ま

り
仏
さ
ま
に
な
る
「
さ
と
り
」
は
外
か
ら
得
る
も
の

で
は
な
く
、
も
と
も
と
私
た
ち
の
内
に
具
わ
っ
て
お

り
、
私
た
ち
は
そ
れ
に
気
が
つ
け
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
い
う
と
「
自
分
自
身
が
本
来
は
仏
さ

ま
な
の
だ
と
い
わ
れ
て
も
、
信
じ
ら
れ
な
い
…
…
」

と
い
う
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
自
分

は
仏
さ
ま
と
は
正
反
対
の
人
間
だ
と
思
う
方
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
ど
ん
な
人
に
も
、
内
に

秘
め
ら
れ
た
仏
さ
ま
と
し
て
の
片
鱗
が
あ
ら
わ
れ
る

瞬
間
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、「
仏
さ
ま
に
祈
る
」

瞬
間
で
す
。

皆
さ
ま
は
ど
の
よ
う
な
時
に
「
仏
さ
ま
に
祈
る
」

で
し
ょ
う
か
。
亡
き
人
の
冥
福
を
祈
る
と
き
、
願
い

を
叶
え
た
い
と
き
、
感
謝
を
伝
え
る
と
き
な
ど
人
そ

れ
ぞ
れ
の
思
い
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
な
か

で
も
自
分
の
力
を
超
え
て
他
者
の
た
め
に
祈
る
と

き
、
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
仏
さ
ま
の
慈
悲
心
が
表

れ
た
瞬
間
と
い
え
ま
す
。
祈
り
を
通
じ
て
、
他
者
を

思
い
や
る
優
し
く
あ
た
た
か
な
心
が
自
ら
に
も
具

わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
自
分
の
た
め
に
祈
る
場
合
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
一
説
に
は
、
祈
り
の
語
源
は
「
意い

宣の

り
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
祈
り
は
自

ら
の
意
（
こ
こ
ろ
）
を
宣
言
す
る
こ
と
で
あ
り
、
い

た
だ
い
た
命
を
大
切
に
し
精
一
杯
輝
か
せ
る
と
い
う

こ
と
へ
の
決
意
表
明
な
の
で
す
。
一
生
懸
命
に
命
と

向
き
合
い
進
ん
で
い
く
姿
は
非
常
に
尊
く
、
そ
れ
は

自
ら
の
内
な
る
仏
さ
ま
の
表
れ
だ
と
い
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

祈
り
の
す
が
た
　
―
金こ

ん

剛ご
う

合が
っ

掌し
ょ
う

―

お
大
師
さ
ま
は
、
仏
さ
ま
の
慈
悲
の
力
が
私
た
ち

に
注
が
れ
て
い
る
こ
と
を
「
加
」、
私
た
ち
が
信
心　

四国遍路の一場面
同信の仲間と巡る道中は「同

どう

行
ぎょう

二
に

人
にん

」を感じ、お大師さまの�
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

」をお唱えしながら歩んでいきます。

総本山智積院の金堂で洒
しゃ

水
すい

加
か

持
じ

をする化主猊下
総本山智積院の団参廻向では、金

こん

剛
ごう

合
がっ

掌
しょう

を結び、化主猊下よ
り洒水加持とお授けをいただきます。
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に
よ
っ
て
仏
さ
ま
を
感
じ
保
ち
続
け
る
こ
と
を

「
持
」
と
い
い
、
二
つ
を
合
わ
せ
て
「
加か

持じ

」
と
説

か
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
仏
さ
ま
の
お
力
と
私
た
ち

の
信
心
、
そ
れ
ら
が
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
が
大
切
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
考
え
方
を
真
言
宗
で
は
非

常
に
大
切
に
し
、
作
法
に
も
そ
れ
が
表
れ
て
い
ま
す
。

合
掌
は
日
常
的
な
祈
り
の
作
法
の
ひ
と
つ
で
す

が
、
真
言
宗
に
は
「
金
剛
合
掌
」
と
い
う
手
の
合
わ

せ
方
が
あ
り
ま
す
。
実
際
の
手
の
合
わ
せ
方
は
、
菩

提
寺
の
ご
住
職
よ
り
お
授
け
い
た
だ
き
、
正
し
く
結

ぶ
こ
と
が
大
切
で
す
が
、
こ
の
合
掌
が
示
す
と
こ
ろ

は
、
仏
さ
ま
と
私
た
ち
が
、
よ
り
堅
固
に
と
も
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
仏
さ
ま
の
力
を
込
め
た
香こ

う

水ず
い

（
香
に
よ
っ

て
浄
め
ら
れ
た
浄
水
）
を
導
師
が
皆
さ
ま
に
灌そ

そ

ぎ
清
め

る
「
洒し

ゃ

水す
い

加か

持じ

」
や
「
お
授
け
」
と
い
う
作
法
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
際
に
も
金
剛
合
掌
を
し
て
お
受
け
い

た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
さ
ま
と
ひ
と
つ
に
な
る

こ
と
を
よ
り
強
く
意
識
で
き
、
そ
の
意
義
は
さ
ら
に

深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
仏
さ
ま
か
ら
の
一
方
通
行
で

は
な
く
、
お
力
を
い
た
だ
く
私
た
ち
の
祈
る
姿
勢
や

心
も
大
切
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
金
剛
洋
輝
）
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智山派
宗務庁 生きる力 Vol.

真言宗
智山派
宗務庁

唐
糸

太
刀
川

105 責了 責了 生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁 　

105生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁

唐
糸

太
刀
川
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9

目　次

SHINGON

Vol.105

表 紙
伊

い

良
ら

部
ぶ

島の三角点
沖縄県宮古島市

この三角点といわれるポイント
は非常に分かりづらく、鬱

うっ

蒼
そう

とし
た繁みの中を少し歩いた先にある
のだが、足元のスペースがほとん
どない場所で柵もなく断崖絶壁な
ので、絶景と共にスリルも味わえ
る場所となっている。

P5 四季彩の丘と十
と

勝
か ち

連峰
北海道美

び

瑛
え い

町
これだけのスケールで、こ

のようなカラフルな花畑は、
日本にそうはないと思う。こ
の花だけを見ても来た甲斐が
あったという気持ちにはなる
が、写真家としてはバックに
佇
たたず

む十勝連峰と一緒に撮影す
る満足感を得るために、1週
間滞在することになった。

撮影・解説／縄手英樹



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
五
号
　
令
和
三
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（
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

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

写し
ゃ

経き
ょ
う

の
つ
ど
い

毎
月
21
日
　
13
時
よ
り

於
　
智
積
院
会
館
大
広
間

（
納
経
料
千
円
・
要
事
前
申
込 

定
員
50
名
）

智
積
院
阿あ

字じ

観か
ん

会え

毎
月
12
日

午
前
の
部 

11
時
よ
り（
受
付
10
時
30
分
よ
り
）

午
後
の
部 

14
時
よ
り（
受
付
13
時
30
分
よ
り
）

※
8
月
と
12
月
は
8
日

於
　
智
積
院
講
堂

（
参
加
灯
明
料
五
百
円
・

�

要
事
前
申
込 

定
員
15
名
）

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

6
月
8
日（
火
）

7
月
8
日（
木
）

8
月
6
日（
金
）

※�

6
月
8
日（
火
）は
大
施
餓
鬼
会
法
要
を
行
い

ま
す（
11
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
）

6
月
17
日
　
　
三
遊
亭

7
月
15
日
　
　
談
志
一
門
会

8
月
19
日
　
　
三
遊
亭

真
福
寺
阿あ

字じ

観か
ん

会え

昼
の
部
15
時
よ
り

※
夜
の
部
は
当
面
の
間
中
止
に
し
ま
す
。

於
　
本
堂（
無
料
・
要
事
前
申
込
）

6
月
22
日（
火
）

7
月
27
日（
火
）

8
月
24
日（
火
）

※�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。

宿
坊 

智
積
院
会
館

一
泊
朝
食
付
き
プ
ラ
ン

　
　
　
　
　

8
、3
0
0
円
か
ら

（
宿
泊
税
・
消
費
税
込
／

夕
食
別
途 

3
、3
0
0
円
か
ら 

消
費
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
電
車
七
条
駅
よ
り
徒
歩
約
10
分

※�
ご
宿
泊
の
ご
予
約
は
、
6
ヶ
月
前
の
1
日

よ
り
開
始
い
た
し
ま
す
。
令
和
3
年
6
月

現
在
、
令
和
3
年
12
月
分
ま
で
の
ご
予
約

を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

※�

ご
予
約
は
智
積
院
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
左
記
Q
R
コ
ー
ド
）か
ら
も
で
き
ま
す
。

※�

G
o�

T
o
ト
ラ
ベ
ル
事
業
者
に
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
電
話
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

宿坊智積院
会館HP

Instagram

総本山智積院 宿坊智積院会館

Facebook

総本山智積院

真言宗智山派

責了 　
105唐

糸
太
刀
川
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