
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
七
号
　
令
和
三
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（
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

平
成
十
年
十
二
月
十
六
日
第
三
種
郵
便
物
認
可
　
第
一
〇
七
号
　
令
和
三
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

真言宗智山派

Vol.107
生きる力SHINGON

唐
糸

安
藤107 責了

特
集  

「
生
き
る
力
」と
お
大
師
さ
ま

―
祈
り
の
姿
、合
掌
―

SHINGON

令和5年（2023年）



「
ご
っ
た
煮
」
の
街
、
大
須

今
回
取
材
に
訪
れ
た
七
寺
が
あ
る
の
は
、
名
古
屋
市
の
大
須
。
大
須
は

名
古
屋
城
下
町
の
南
寺
町
の
中
心
で
あ
り
、
戦
後
に
本
宗
別
格
本
山
で
あ

る
「
大
須
観
音  

寶
生
院
」
を
中
心
に
発
展
し
た
門
前
町
で
す
。
流
行
り
の

ス
イ
ー
ツ
や
独
自
の
古
着
文
化
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
、
電
気
街
、
独
特

な
味
わ
い
の
居
酒
屋
、
点
在
す
る
寺
社
仏
閣
、
異
国
の
文
化
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
要
素
が
混
じ
り
合
っ
た
「
ご
っ
た
煮
」
の
魅
力
を
も
っ
た
町
で
す
。
そ

ん
な
大
須
の
町
で
、
七
寺
は
長
い
間
人
々
を
見
守
り
続
け
て
き
ま
し
た
。

七
寺
の
縁
起

七
寺
は
縁
起
を
た
ど
っ
て
い
く
と
奈
良
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で

き
、
現
在
ま
で
千
二
百
八
十
六
年
も
の
歴
史
を
も
っ
た
名
刹
で
す
。
天
平

七
年
（
七
三
五
）
に
行ぎ

ょ
う

基き

に
よ
っ
て
尾お

張わ
り

国こ
く

中な
か

島し
ま

郡ぐ
ん

萱か
や

津つ

に
正
覚
院
と
い

う
お
寺
が
開
創
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
、
三
度
の
移
転
の
末
に
大
須
へ
と

移
り
現
在
に
至
り
ま
す
。

正
式
名
は
稲と

う

園え
ん

山ざ
ん

正し
ょ
う

覚か
く

院い
ん

長ち
ょ
う

福ふ
く

寺じ

と
い
い
、
七
寺
と
い
う
呼
称
は
、
延

暦
六
年
（
七
八
七
）
に
紀き

の

是こ
れ

広ひ
ろ

が
亡
く
な
っ
た
息
子
の
追
善
供
養
の
た
め

七寺は開創 1286 年の歴史をもつ名刹。七堂伽藍を誇る寺院でしたが、第二次世界大戦の名古屋空襲によりほぼすべての建物を焼
失。本堂は戦後に建て直され、現在に至ります。
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に
七
区
の
仏
閣
と
十
二
僧
房
を
建
立
し
た
こ
と
に
由

来
し
て
い
ま
す
。
紀
是
広
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
七

堂
伽が

藍ら
ん

は
水
難
や
兵
火
に
よ
っ
て
荒
廃
し
て
し
ま
い

ま
す
が
、
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）、
勝し

ょ

幡ば
た

城
主
の
尾お

張わ
り

権ご
ん
の

守か
み

大お
お

中な
か

臣と
み

朝あ

臣そ
ん

安や
す

長な
が

が
娘
の
菩
提
の
た
め
に
、

お
寺
を
稲
沢
市
七
ツ
寺
町
に
あ
た
る
場
所
に
移
し
、

七
堂
伽
藍
と
十
二
僧
房
を
再
建
し
ま
し
た
。

そ
し
て
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）
か
ら
治
承
二
年

（
一
一
七
八
）
に
至
る
四
年
間
に
わ
た
っ
て
、
安
長
は

書
の
達
人
た
ち
に
「
一い

っ

切さ
い

経き
ょ
う

」
を
書
写
さ
せ
る
一
方

で
、
阿
弥
陀
如
来
と
脇
侍
の
観
音
菩
薩
・
勢
至
菩
薩

を
奉
納
し
て
七
寺
の
ご
本
尊
さ
ま
と
し
ま
し
た
。

寺
宝
　
―
一
切
経
と
ご
本
尊
さ
ま
―

四
年
の
歳
月
を
か
け
て
完
成
し
た
『
唐か

ら

櫃び
つ

入い
り

紙し

本ほ
ん

墨ぼ
く

書し
ょ

一い
っ

切さ
い

経き
ょ
う

』
は
、
現
在
で
も
寺
宝
と
し
て
大
切
に

蔵
で
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
奉
納
さ
れ
た
三
体

の
仏
像
の
う
ち
、
主
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
第
二
次

世
界
大
戦
の
名
古
屋
空
襲
に
よ
る
戦
火
で
焼
失
を
し

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
の
二

体
は
現
在
七
寺
の
ご
本
尊
さ
ま
と
し
て
お
祀
り
さ
れ

て
い
ま
す
。

二
体
の
尊
像
の
お
姿
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
歩
ん
で

き
た
月
日
の
重
み
が
感
じ
ら
れ
る
一
方
で
、
ゆ
っ
た

り
と
し
た
優
美
な
雰
囲
気
に
優
し
く
包
み
込
ま
れ
る

よ
う
な
感
覚
が
し
ま
し
た
。
観
音
菩
薩
の
光
背
は
焼

失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
勢
至
菩
薩
の
光
背
は
現

存
し
て
お
り
、
頭
の
宝
冠
に
つ
い
て
い
る
こ
と
が
多

い
水す

い

瓶び
ょ
う

が
光
背
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
は
珍
し

く
、
そ
の
点
も
見
ど
こ
ろ
で
す
。
焼
失
し
て
し
ま
っ

た
観
音
菩
薩
の
光
背
に
も
、
同
じ
位
置
に
化け

仏ぶ
つ

の
阿

弥
陀
如
来
が
お
坐
り
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

二
体
の
ご
本
尊
さ
ま
と
一
切
経
は
ど
ち
ら
も
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
的
に
も
文
化
的

に
も
大
変
貴
重
で
す
。
一
切
経
は
四
九
五
四
巻
の
お

経
が
三
十
一
の
唐か

ら

櫃び
つ

に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
特
に

『
大
般
若
経
』
が
納
め
ら
れ
て
い
る

六
つ
の
唐
櫃
は
、
中
蓋
や
小こ

函ば
こ

に
装

飾
が
施
さ
れ
て
お
り
、
他
と
は
一
線

を
画
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
一
つ
が
本

堂
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
堂
内
に
て
ご

本
尊
さ
ま
を
お
参
り
す
る
時
に
一
切

経
も
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
も
そ
も
一
切
経
と
は
、
お
釈
迦

さ
ま
が
説
い
た
教
え
が
書
か
れ
た

「
経き

ょ
う

」、
守
る
べ
き
規
則
が
書
か
れ
た

「
律り

つ

」、
注
釈
や
解
説
が
書
か
れ
た

「
論ろ

ん

」
を
一
同
に
集
め
た
も
の
で

す
。
七
寺
の
一
切
経
の
大
き
な
特
徴

は
、
本
来
な
ら
ば
一
切
経
に
入
る
こ

と
は
な
い
「
偽ぎ

経き
ょ
う

」
も
納
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
偽
経
と
い
う
の

は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
直
接
説
い
た
教

え
が
記
さ
れ
て
い
る
「
真
経
」
で
は

な
く
、
後
世
に
お
い
て
日
本
や
中
国

で
作
成
さ
れ
た
お
経
の
こ
と
で
す
。
偽
経
は
お
釈
迦

さ
ま
が
直
接
説
い
た
教
え
で
は
な
い
と
い
う
理
由
か

ら
、
一
切
経
に
入
れ
ず
燃
や
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
七
寺
の
一
切
経
に
は
偽
経
に
類
す
る
も
の

も
納
め
ら
れ
て
お
り
、
幻
の
経
典
と
呼
ば
れ
て
い
る

お
経
や
、
七
寺
に
し
か
存
在
し
て
い
な
い
お
経
も
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
近
年
解
明
さ
れ
、
大
き
な
注
目

を
浴
び
て
い
ま
す
。

①�観音菩薩座像（重文）。玉眼がはいっており、柔和で優美な造形が特徴である定
じょう

朝
ちょう

様式の典型ともいえる表情をしています。
②�勢至菩薩座像（重文）。観音菩薩と並び非常に優美で、光背に水瓶が埋め込まれ
ているのが大きな特徴です。

① ②
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隆
盛
を
誇
り
、
賑
わ
い
の
中
心
に

一
切
経
と
三
体
の
仏
像
奉
納
後
、
七
寺
は
兵
乱
に

よ
っ
て
再
び
寺
塔
の
大
半
を
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
す

が
、
豊
臣
秀
吉
の
命
で
お
寺
を
清
州
へ
移
し
本
堂
を

再
建
し
て
中
興
開
山
、
そ
し
て
徳
川
家
康
か
ら
の
命

で
現
在
の
名
古
屋
の
地
に
移
転
し
七
堂
伽
藍
が
再
建

さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
尾
張
徳
川
藩
の
祈
願
所
と
し

て
多
く
の
信
仰
を
集
め
る
な
ど
、
時
の
権
力
者
か
ら

庇
護
を
う
け
て
隆
盛
し
ま
し
た
。
当
時
の
地
図
を
み

る
と
、
七
寺
は
八
千
坪
を
超
え
る
敷
地
が
あ
る
大
寺

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
春
は
桜
、
秋
は
紅
葉

で
風
光
明
媚
、
三
つ
の
芝
居
小
屋
が
常
設
し
、
池
の

ほ
と
り
に
は
茶
屋
が
ず
ら
り
と
建
ち
並
ぶ
な
ど
賑
わ

い
の
中
心
を
担
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
当
時
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
に
あ
た
る
『
尾
張
名
所
図
絵
』
に
は
「
尾

張
随
一
の
景
勝
地
」
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
お
話
を

聞
く
中
で
当
時
の
賑
わ
い
と
活
気
が
目
に
浮
か
ん
で

く
る
よ
う
で
し
た
。

戦
争
を
経
て
、
現
在
へ

明
治
時
代
に
な
る
と
総
本
山
智
積
院
の
末
寺
と

な
り
、
隆
盛
を
誇
り
ま
し
た
。
し
か
し
昭
和
二
十

年
、
七
寺
を
悲
劇
が
襲
い
ま
す
。
第
二
次
世
界
大

戦
の
名
古
屋
空
襲
に
よ
っ
て
、
な
ん
と
一
切
経
の

蔵
を
除
く
七
堂
伽
藍
の
す
べ
て
を
焼
失
し
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
主
尊
の
阿
弥
陀
如
来
も
そ
の
時

に
焼
失
し
て
し
ま
い
、
当
時
の
お
話
を
う
か
が
う

と
胸
が
し
め
つ
け
ら
れ
る
思
い
が
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
戦
後
の
復
興
に
よ
っ
て
な
ん
と
か
本
堂
は

再
建
さ
れ
現
在
の
姿
に
至
り
ま
す
。
本
堂
の
前
に

は
、
ツ
ギ
ハ
ギ
の
痕
が
あ
る
大
日
如
来
が
坐
し
て

い
ま
す
。
そ
の
お
体
に
は
戦
争
の
爪
痕
が
今
で
も

残
っ
て
い
ま
す
。
お
顔
を
近
く
で
拝
見
す
る
と
涙
を

流
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、
戦
争
の
悲
惨
さ
を
嘆

い
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。

「
今
の
本
堂
は
戦
後
に
建
て
ら
れ
た
仮
の
本
堂
で

あ
る
か
ら
、
い
つ
か
正
式
に
本
堂
を
建
て
直
し
た

い
」
と
語
る
、
蟹か

に

江え

良り
ょ
う

輝き

住
職
。
そ
の
言
葉
か
ら

は
、
長
い
歴
史
の
中
で
困
難
に
直
面
し
な
が
ら
も
絶

え
ず
続
い
て
き
た
法
灯
を
未
来
へ
繋
げ
よ
う
と
す
る

決
意
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
名
古
屋
に
来
た
際
は
大

須
の
観
光
を
楽
し
み
つ
つ
、
七
寺
に
も
ご
参
拝
い
た

だ
き
歴
史
の
重
み
を
肌
で
感
じ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
堂
内
拝
観
を
ご
希
望
の
方
は
事
前
に
連

絡
を
し
て
か
ら
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
金
剛
洋
輝

撮
影
／
村
中
修
）
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画像すべてアタリ④ ⑤ ⑥

⑦ ④�大日如来坐像。戦火を受けた材をつなぎ合わせたお姿が、当時の様子を物語り
ます。
⑤�寺宝の唐

から

櫃
びつ

入
いり

紙
し

本
ほん

墨
ぼく

書
しょ

一
いっ

切
さい

経
きょう

（重文）。現存する一切経の中で5番目に古く、
『大般若経』の納められている唐櫃の中蓋と小函には装飾が施されています。
⑥一切経の中蓋。釈迦如来と十六善神が描かれているものが展示されています。
⑦�住職の蟹

かに

江
え

良
りょう

輝
き

師。清州中興より第 21 世住職として法燈を今に伝えておられ
ます。



「
祈
り
」

皆
さ
ま
は
ど
の
よ
う
な
時
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
ま
す
か
。 

日
常
生
活
で
は
お
仏
壇
や
神
棚
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ
せ

る
機
会
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
先
行
き
が
見
え
な
い
不
安
な
日
々
が

続
い
て
い
ま
す
が
、「
祈
り
」
は
苦
し
い
時
ほ
ど
そ
の
効

果
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

祈
り
の
習
慣
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
日
々
の
暮
ら
し
は

さ
ら
に
輝
き
を
増
し
ま
す
。

新
た
な
年
を
迎
え
ま
す
。
皆
さ
ま
の
祈
り
の
力
に
よ
っ

て
安
ら
か
な
生
活
が
一
日
も
早
く
訪
れ
ま
す
よ
う
に
。

石
い し

本
も と

 隆
りゅう

芳
ほ う

（栃木県宇都宮市 
 明

みょう

星
じょう

院
いん

）
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祈
る
姿

滝
川
ク
リ
ス
テ
ル
さ
ん
が
「
お
・
も
・
て
・
な
・

し
」と
い
い
、合
掌
一
礼
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
功

を
奏
し
て
か
、
日
本
に
招
致
さ
れ
た
東
京
２
０
２
０

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
。
コ
ロ
ナ
禍
の

中
で
の
開
催
に
は
賛
否
が
あ
り
ま
し
た
が
、
出
場
を

目
指
し
て
努
力
さ
れ
て
き
た
選
手
た
ち
に
は
、
そ
の

成
果
を
発
揮
す
る
場
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
活
躍
に
私

も
テ
レ
ビ
の
前
で
一
喜
一
憂
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
選
手
や
関
係
者
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
繋
が
っ
た
観

客
た
ち
が
試
合
直
前
や
結
果
を
待
つ
間
、
胸
の
前
で

十
字
を
切
ら
れ
た
り
、
手
を
組
ま
れ
た
り
、
合
掌
さ

れ
た
り
と
一
心
に
祈
る
姿
も
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
祈
る
姿
に
、
私
も
「
努
力
が
報
わ
れ
ま
す
よ
う

に
」
と
つ
い
一
緒
に
祈
っ
て
い
ま
し
た
。
宗
教
に
よ
り

そ
の
姿
は
違
え
ど
、
一
心
に
祈
ら
れ
て
い
る
そ
の
姿

は
人
を
惹
き
つ
け
、
周
り
に
い
る
人
た
ち
も
一
緒
に

祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
力
が
あ
る
ん

だ
と
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
の
姿

十
字
を
切
っ
た
り
、
手
を
組
む
の
が
キ
リ
ス
ト
教

の
祈
り
の
姿
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
キ
リ
ス

ト
教
で
は
祈
る
姿
に
一
切
規
定
は
な
く
、
個
人
ご
と

に
自
由
な
形
で
よ
い
そ
う
で
す
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
祈
り
の
形
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合

「生きる力」とお大師さま
―祈りの姿、合掌―

上の合掌の形は金剛合掌といいます。実は合掌には十二種類もの形があります。合掌の形に違いはあれど、その形はどれも尊く、すべ
ての合掌は、仏さまと私たちが一体となる形なのです。
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「
手
を
組
む
」、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
「
十
字
を
切
っ
た

り
、
親
指
を
ク
ロ
ス
し
（
十
字
架
を
表
す
）
手
を
合
わ

せ
る
」
そ
う
で
す
が
、
両
手
を
広
げ
よ
う
と
、
手
で

足
を
さ
す
っ
て
い
よ
う
と
、
祈
る
形
に
こ
だ
わ
る
の

で
は
な
く
、
祈
る
行
為
そ
の
も
の
を
大
切
に
さ
れ
る

の
だ
そ
う
で
す
。
聖
母
マ
リ
ア
像
（
画
像
①
）
や
聖

者
の
肖
像
画
な
ど
に
は
合
掌
し
て
い
る
姿
も
あ
り
ま

す
。
ア
ン
ド
レ
ア
・
デ
ル
・
ヴ
ェ
ロ
ッ
キ
オ
と
レ
オ

ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
合
作
『
キ
リ
ス
ト
の
洗

礼
』（
画
像
②
）
で
は
、
イ
エ
ス
は
合
掌
を
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー

ラ
ー
の
『
祈
る
手
』（
画
像
③
）
に
ま
つ
わ
る
感
動
的

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
小
学
校
の
道
徳
の
教
科
書
に
も
掲

載
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
神
に
祈
る
手
は
ま
さ

に
合
掌
そ
の
も
の
で
す
。

日
常
の
合
掌

多
く
の
日
本
人
は
、
食
事
の
と
き
に
「
い
た
だ
き

ま
す
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
と
合
掌
し
ま
す
。
こ
れ

は
食
事
を
作
っ
て
く
れ
た
人
、
食
材
を
育
て
て
く
れ

た
人
、
食
材
と
な
っ
た
動
植
物
へ
の
感
謝
の
た
め
の

合
掌
で
す
ね
。
謝
る
と
き
に
合
掌
し
「
ご
め
ん
な
さ

い
」「
ゆ
る
し
て
」、
依
頼
す
る
と
き
に
合
掌
し
「
お

ね
が
い
」
な
ど
は
、
誠
心
誠
意
、
心
を
こ
め
て
と
い

う
意
味
合
い
の
合
掌
で
し
ょ
う
か
。
知
ら
ず
知
ら

ず
、
自
然
に
手
を
合
わ
せ
て
合
掌
す
る
行
為
が
日
本

人
に
は
身
に
つ
い
て
い
ま
す
。
い
つ
、
誰
に
合
掌
を

教
わ
っ
た
の
か
記
憶
に
な
い
ほ
ど
、
そ
れ
は
自
然
と

身
に
つ
い
て
い
る
の
で
す
。

合
掌
＝
仏
教
？

合
掌
は
、
仏
教
独
自
の
作
法
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま

せ
ん
か
。
合
掌
と
は
文
字
ど
お
り
、
両
手
の
掌
（
た
な

ご
こ
ろ
・
て
の
ひ
ら
）
を
合
わ
せ
た
形
の
こ
と
で
す
の

で
、
前
述
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
で
も
合
掌
し
ま
す

し
、
日
本
人
は
宗
教
に
関
係
な
く
感
謝
の
気
持
ち
や

心
を
込
め
る
形
と
し
て
合
掌
は
行
わ
れ
ま
す
の
で
、

仏
教
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
手
を
合
わ
せ

る
と
い
う
こ
と
は
、
手
に
何
も
持
っ
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
相
手
に
対
し
敵
意
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
と
い
う

意
味
も
あ
り
、
イ
ン
ド
や
タ
イ
な
ど
で
は
、
挨
拶
す

る
と
き
合
掌
し
ま
す
。
学
校
給
食
で
、
合
掌
を
す
る

の
は
特
定
の
宗
教
行
為
な
の
で
信
教
の
自
由
に
違
反

す
る
と
、
合
掌
を
や
め
た
と
い
う
学
校
も
あ
る
よ
う

で
す
が
、
こ
れ
な
ど
も
「
合
掌
＝
仏
教
」
と
い
う
考

え
か
ら
き
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
の
合
掌

合
掌
の
起
源
は
仏
教
誕
生
よ
り
も
古
く
、
イ
ン
ド

で
敬
意
を
表
す
行
為
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

語
源
は
「
ア
ン
ジ
ャ
リ
」
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で
、「
捧
げ
る
」
と
い
う
意
味
。
そ
れ
が
仏
教
に

も
取
り
入
れ
ら
れ
、
仏
さ
ま
に
敬
意
を
捧
げ
る
形
と

し
て
合
掌
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
イ
ン

ド
で
は
、
右
手
は
食
べ
物
な
ど
を
扱
う
清し

ょ
う

浄じ
ょ
う

な
手
、

左
手
は
汚
れ
た
も
の
を
扱
う
不
浄
な
手
と
さ
れ
ま
す
。

給食での「いただきます」の様子�

①合掌するマリア像（大浦天主堂）
（©2021�長崎の教会群情報センター）、
②キリストの洗礼』、
③『祈る手』
宗教の違いはあっても、手を合
わせ祈ることに違いはありません。

① ③

②
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右
ほ
と
け
　
左
お
の
れ
と 

合
わ
す
手
の 

う
ち
ぞ
ゆ
か
し
き 

南
無
の
ひ
と
こ
え

と
古
歌
に
あ
る
よ
う
に
、
右
手
が
清
浄
な
仏
さ
ま

を
、
左
手
は
不
浄
な
煩
悩
の
あ
る
衆
生（
私
た
ち
）を
表

わ
し
、
仏
さ
ま
と
私
た
ち
が
一
体
と
な
る
形
と
し
て
、

仏
さ
ま
に
対
し
て
祈
る
と
き
の
形
と
な
っ
た
の
で
す
。

真
言
宗
の
合
掌

真
言
宗
で
は
、
手
や
指
で
仏
さ
ま
の
教
え
な
ど
を

形
に
表
わ
す
印い

ん
（
印い

ん

相そ
う

・
印い

ん

契げ
い

）
を
大
切
に
し
ま
す
。

合
掌
も
こ
の
印
の
一
つ
で
す
。
お
大
師
さ
ま
は
「
こ

の
身
、
こ
の
ま
ま
で
仏
に
な
れ
る
」
と
即
身
成
仏
を

お
説
き
に
な
ら
れ
、
即
身
成
仏
す
る
た
め
に
は
三さ

ん

密み
つ

行ぎ
ょ
う

が
必
要
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
三
密
と

い
っ
て
も
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
皆
さ
ま
も
日
々
避
け

て
い
る
密
閉
・
密
集
・
密
接
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
身し

ん

・
口く

・
意い

の
三
密
と
い
い
、
身し

ん

密み
つ

は
「
か
ら

だ
の
行
い
」
で
、
手
に
印
を
結
ぶ
こ
と
。
口く

密み
つ

は

「
こ
と
ば
の
行
い
」
で
真
言
を
唱
え
る
こ
と
。
意い

密み
つ

は
「
こ
こ
ろ
の
行
い
」
で
心
に
仏
さ
ま
を
想
う
こ
と

で
す
。
祈
る
形
・
祈
る
言
葉
・
祈
る
心
の
三
つ
が
大

切
な
の
で
す
。

合
掌
の
種
類

多
数
あ
る
印
の
基
本
が
「
十
二
合
掌
」
と
い
う

十
二
種
類
の
合

掌
で
す
。
全
て

を
紹
介
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
皆
さ

ま
、
ち
ょ
っ
と

合
掌
を
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。

左
右
の
手
の

ひ
ら
が
ピ
ッ
タ

リ
く
っ
つ
い
て

い
る
①
は
、

「
堅け

ん

実じ
つ

心し
ん

合
掌
」
で
す
。
堅
実
な
心
、
真
心
を
表
現

し
た
合
掌
で
す
。
手
の
ひ
ら
の
間
に
少
し
空
間
が
あ

る
②
は
、「
虚こ

心し
ん

合
掌
」
で
す
。
穢け

が

れ
の
な
い
心
を

表
現
し
た
合
掌
で
す
。
手
の
ひ
ら
の
間
が
さ
ら
に
広

く
卵
が
入
る
ぐ
ら
い
空
間
の
あ
る
③
は
「
未み

敷ふ

蓮れ
ん

華げ

合
掌
」
で
す
。
蓮
華
の
つ
ぼ
み
を
表
現
し
た
合
掌
で

す
。
皆
さ
ま
が
さ
れ
る
合
掌
は
十
二
合
掌
の
中
、
こ

の
三
種
類
に
近
い
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
合
掌
で
し

た
か
。

私
た
ち
真
言
宗
の
僧
侶
は
、
合
掌
と
い
わ
れ
た
ら

④
の
金こ

ん

剛ご
う

合
掌
（
帰き

命み
ょ
う

合
掌
）
を
結
び
ま
す
。
仏
さ

ま
で
あ
る
右
手
を
上
に
各
指
を
交
差
さ
せ
て
組
み
合

わ
せ
た
形
で
す
。「
金
剛
」
は
、
堅
固
で
決
し
て
離

れ
る
こ
と
の
な
い
心
を
意
味
し
、「
帰
命
」
は
全
身

全
霊
、
命
の
限
り
仏
さ
ま
を
信
仰
す
る
と
い
う
意
味

で
、
仏
さ
ま
と
私
た
ち
が
、
完
全
に
一
体
と
な
っ
た

堅
固
な
形
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

真
言
宗
で
用
い
ら
れ
る
す
べ
て
の
印
は
正
し
い
儀

礼
や
作
法
に
の
っ
と
り
、
師
か
ら
弟
子
に
対
面
で
授

け
ら
れ
る
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
見
よ
う
見
ま
ね
で

行
っ
た
も
の
は
、
同
じ
形
に
な
っ
て
い
て
も
印
と
は

な
り
ま
せ
ん
。
真
言
宗
が
秘
密
の
教
え
、
密
教
と
い

わ
れ
る
所
以
は
師
か
ら
弟
子
へ
対
面
で
し
か
伝
え
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
菩
提
寺

や
真
言
宗
の
僧
侶
か
ら
合
掌
の
仕
方
に
つ
い
て
教
え

て
い
た
だ
き
、
そ
の
教
え
ら
れ
た
合
掌
を
日
々
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

南
無
大
師
　
遍
照
と
声
　
初
大
師

と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
本
誌
前
号
（
一
〇
六
号
）

で
「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
と
ご
宝
号
を
お
唱
え
す

①堅実心合掌

②虚心合掌

③未敷蓮華合掌

④金剛合掌（帰命合掌）
� （写真／智山事相事典より）
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る
大
切
さ
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
新
年
を
迎
え
、

初
詣
や
初
大
師
（
一
月
二
十
一
日
）
に
参
拝
さ
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
姿
勢
を
正
し
て
合
掌
し
（
身
密
）、

「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
と
お
唱
え
し
（
口
密
）、
仏

さ
ま
、
お
大
師
さ
ま
に
思
い
を
は
せ
（
意
密
）、
そ
れ

ぞ
れ
の
願
い
を
込
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
き
っ
と
お
大
師
さ
ま
が
私
た
ち
の
そ
ば
で
見

守
っ
て
く
だ
さ
り
、「
生
き
る
力
」
を
授
け
て
く
だ

さ
い
ま
す
。�

合
掌

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
上
村
正
健
）
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中
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表 紙
屈
く っ

斜
し ゃ

路
ろ

湖
こ

の寄せ氷と夕日
北海道

屈斜路湖は例年1月下旬頃にな
ると湖が凍り始め、風で湖面の氷
が揺れ動くとギューともゴーとも
言葉ではいい表せない獣のうめき
声のような迫力のある音が聞こえ
てくる。その氷が割れ風で流され
ると、このように湖畔に打ち寄せ
られるのである。

P5 高尾山から望む富士山
東京都

何度も登っている高尾山で
はあるが、樹木にたっぷりと
雪が積もり山々も雪化粧し、
綺麗に晴れて富士山が見える
ことはそう滅多にある事では
ない。そんな幸運を噛み締め
ながら撮影していたが、やが
て辺りは雲に包まれていった。

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
七
号
　
令
和
三
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（
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

12
月
8
日（
水
）

1
月
7
日（
金
）

※
新
春
大
護
摩
供
法
要
　
11
時
30
分
よ
り

2
月
8
日（
火
）

納
大
護
摩
供
法
要

12
月
17
日（
金
）　
15
時
よ
り

於
　
本
堂

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
16
日
　
　
三
遊
亭

1
月
20
日
　
　
三
遊
亭

2
月
17
日
　
　
談
志
一
門
会

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
　
定
員
10
名
）

1
月
25
日（
火
）

2
月
22
日（
火
）

※�ご案内の行事は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、延期または中止となる可
能性がございます。参加を希望する際は、必ず、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
12
月

現
在
、
令
和
4
年
6
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
会
館
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

令和4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
こ ん

月
げ つ

の法
ほ う

語
ご

」

弘法大師ご誕生1250年に向けて、
お大師さまの代表的な著作の一
つである『吽字義』の中から特
徴的な仏教語を集めた月めくり
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）

「胎
た い

蔵
ぞ う

種
し ゅ

子
じ

曼
ま ん

荼
だ

羅
ら

」

智積院寺宝をポスターサイズで
紹介するカレンダー。今回は、
仏さまを象徴する梵字（種子）
で描かれている「胎蔵種子曼荼
羅」を使用しています。

令和4年カレンダー発行のお知らせ

真言宗智山派

責了 　
107唐

糸
安
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