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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

城
下
町
三
春
へ

福
島
県
の
ち
ょ
う
ど
中
ほ
ど
に
位
置
す
る
三み

春は
る

町ま
ち

。
三
春
と
聞
け
ば
開
花
時
に
は

全
国
か
ら
二
十
万
人
程
が
訪
れ
る
日
本
三
大
桜
の
一
つ
「
三
春
滝
桜
」
を
思
い
浮
か

べ
る
方
が
多
い
で
し
ょ
う
か
。
滝
桜
近
く
に
あ
る
「
さ
く
ら
の
公
園
」
の
二
千
三
百

本
の
桜
も
壮
観
で
す
し
、
滝
桜
に
次
ぐ
樹
齢
を
誇
る
大
桜
、
空
と
桜
の
対
比
が
美
し

い
平へ

い

堂ど
う

壇だ
ん

の
桜
も
写
真
に
映
え
る
名
木
で
す
。
歴
史
が
好
き
な
方
に
は
よ
く
知
ら
れ

る
続
日
本
百
名
城
に
も
選
ば
れ
た
三
春
城
跡
、
伊
達
政
宗
の
正
室
愛め

ご

姫ひ
め

も
こ
の
地
で

生
ま
れ
ま
し
た
。
竹
久
夢
二
が
魅
せ
ら
れ
作
品
の
題
材
に
し
た
三
春
の
盆
踊
り
、
そ

の
盆
唄
（
三
春
甚
句
）
に
も
唄
わ
れ
た
元
の
庚
申
坂
遊
郭
。
旧
藩
時
代
の
街
道
を
現

代
に
伝
え
る
、
桜
と
歴
史
と
文
化
で
形
成
さ
れ
た
城
下
町
、
そ
れ
が
三
春
町
で
す
。

城
下
町
と
し
て
栄
え
た
町
内
は
、
現
代
で
も
当
時
の
町
名
や
橋
の
名
前
な
ど
の
石

柱
が
立
て
ら
れ
案
内
さ
れ
て
い
ま
す
。
名
馬
の
誉
れ
高
い
三
春
駒
の
「
せ
り
場
」
を

示
す
石
柱
の
先
に
、
今
回
訪
れ
た
真
照
寺
の
立
派
な
薬
医
門
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
門
を
く
ぐ
る
と
正
面
に
は
桁
行
九
間
、
寄
棟
造
り
の
豪
壮
な
本
堂
が
、
秋
の
彩

に
抱
か
れ
る
よ
う
に
控
え
て
い
ま
す
。

安
東
氏
、
秋
田
氏
の
代
々
の
ご
祈
願
所
と
し
て

陸
奥
三
春
藩
を
江
戸
時
代
前
期
か
ら
明
治
維
新
ま
で
治
め
た
秋
田
氏
は
、
安あ

べ
の部

貞さ
だ

任と
う

の
後こ

う

裔え
い

を
称
し
て
鎌
倉
時
代
に
津
軽
十と

三さ

湊み
な
と

（
現
在
の
青
森
県
五
所
川
原
市
）
を
拠

本堂は元禄 11 年（1698）建立。昭和 57 年に大改修を行い、当時の偉容をそのままに伝えています。
本堂の裏には藩主好みの回遊式庭園（平成 28 年改修）が整備され、四季の草花を映します。
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点
に
し
た
、
安
東
（
安
藤
）
氏
の
末
裔
で
す
。
秋
田

家
初
代
当
主
秋
田
俊と

し

季す
え

は
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）、

常
陸
宍
戸
藩
（
現
在
の
茨
城
県
笠
間
市
）
か
ら
陸
奥
三

春
に
五
万
五
千
石
で
入
封
さ
れ
ま
す
。
今
回
訪
れ
た

真
照
寺
は
安
東
秋
田
氏
の
代
々
の
祈
願
所
と
し
て
、

第
二
代
当
主
盛も

り

季す
え

に
よ
り
旧
領
か
ら
三
春
へ
御
借
屋

を
建
立
し
て
移
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
第
三
代

当
主
輝て

る

季す
え

が
本
堂
と
古こ

四し

王お
う

堂
を
再
建
す
る
と
と
も

に
諸
尊
像
を
納
め
ま
す
。
古
四
王
の
起
源
に
つ
い
て

は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
現
在
真
照
寺
で
は
四
天
王
の

う
ち
、
特
に
毘
沙
門
天
（
多
聞
天
）
が
篤
い
信
仰
を

集
め
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
真
照
寺
の
歴
史
は
古
く
、
鎌
倉
時
代

の
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）、
京
都
三
宝
院
十
七
世
意い

教ぎ
ょ
う

上
人
頼ら

い

賢け
ん

を
中
興
開
山
と
し
ま
す
。
安
東
氏
、
秋

田
氏
に
付
随
し
て
そ
の
本
拠
の
移
動
と
と
も
に
移
っ

た
た
め
で
し
ょ
う
か
、
古
文
書
に
そ
の
歴
史
を
う
か

が
う
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
出
羽
国
に
お
け
る
真
照

寺
の
場
所
は
現
在
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
三
春
に
移
転
し
た
後
も
寺
領
五
十
石

を
拝
領
し
、
藩
主
を
は
じ
め
領
民
の
尊
崇
を
集
め
ま

す
。
ま
た
真
照
寺
は
傑
僧
を
多
く
輩
出
し
て
お
り
、

特
に
第
八
世
盛
宥
の
代
に
は
、
京
都
三
宝
院
院
家
正

覚
院
の
永
兼
帯
の
令
旨
を
受
け
る
な
ど
隆
盛
を
極
め

ま
す
。
そ
の
た
め
三
宝
院
や
、
私
た
ち
真
言
宗
智
山

派
の
総
本
山
で
あ
る
智
積
院
の
灌か

ん

頂じ
ょ
う

と
い
う
儀
式
を

記
録
し
た
江
戸
時
代
の
写
本
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま

な
古
文
書
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

ご
本
尊 

秘
仏
不
動
明
王

真
照
寺
の
ご
本
尊
さ
ま
は
秘
仏
不
動
明
王
立

像
。
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
の
作
で
町
の

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
開
帳
は
酉
年

の
み
で
す
が
、
お
前
立
の
お
不
動
さ
ま
も
成
田
山

開
眼
不
動
尊
と
し
て
力
強
い
お
姿
を
さ
れ
て
い
ま

す
。
お
前
立
の
両
脇
に
控
え
る
二
童
子
は
第
二
代

当
主
盛
季
奉
納
の
尊
像
で
す
。

古
四
王
堂
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
た
、
同
じ
く
盛

季
御
寄
進
の
秘
仏
帝
釈
天
・
四
天
王
立
像
は
、
現

在
本
堂
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。
普
段
は
初
寅

の
日
に
ご
開
帳
さ
れ
ま
す
が
、
今
回
は
特
別
に
撮

影
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
初
期
に

作
ら
れ
て
以
来
、
秘
仏
と
さ
れ
永
年
修
復
の
記
録

も
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
お
姿
は
当
時
の
色
彩
を

は
っ
き
り
と
残
す
尊
容
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

他
に
も
秋
田
氏
由
来
の
十
二
天
図
（
盛
季
寄
進
／
江

戸
時
代
初
期
）
や
真
言
八
祖
画
（
盛
季
寄
進
／
江
戸
時

代
初
期
）、
両
部
曼
荼
羅
（
第
七
代
当
主
倩よ

し

季す
え

御
直
筆

／
江
戸
時
代
中
期
）
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
秋

田
氏
一
族
が
い
か
に
真
照
寺
に
信
仰
を
寄
せ
て
い

た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
お
堂
の
中
に
床
の
間
が
設
え
ら
れ
た
部

屋
が
あ
り
ま
す
。
現
在
は
ご
住
職
の
法
務
室
で
す

が
、
元
々
は
「
御
成
り
の
間
」
と
い
い
、
三
春
藩

主
の
休
息
に
供
し
た
部
屋
と
の
こ
と
で
す
。
取
材

日
は
紅
葉
の
最
盛
期
。
こ
の
部
屋
か
ら
眺
め
る
本

①  東日本大震災後、以前の部材を用いて修復を終えた三間四面、入母屋造の古四王
堂。建設当時は宝形造だったと考えられ、丈六焼の宝珠が残されています。当時の棟
札には大日如来を祀っていた記録があります。

②  本堂内陣の格
ごう

天
てん

井
じょう

には輪
りん

宝
ぼう

と羯
かつ

磨
ま

の装飾がされています。内陣右に祀られている弘法
大師像には「三春化け猫騒動」を鎮めたいわれが伝わっています。

③  お前立の成田山開眼不動明王像。そのため現在でも真照寺には成田山をお参りする講
が存在します。秘仏のご本尊はお前立の真後ろにお祀りされています。

① ② ③
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堂
裏
の
方
丈
庭
園
、
水
面
に
映
る

紅
葉
の
木
々
は
ま
さ
に
絶
勝
と
い

う
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
紅
葉
の
時

期
は
ま
ち
づ
く
り
公
社
に
よ
る
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
が
な
さ
れ
、
夕
方
か

ら
多
く
の
人
が
訪
れ
ま
す
が
、
日

中
も
池
の
周
り
を
散
策
す
る
方
が

絶
え
ま
せ
ん
。

も
て
な
し
の
心

午
後
五
時
、
境
内
の
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
が
始
ま
り
ま
す
。
す
で
に

方
丈
庭
園
に
は
点
灯
を
待
っ
て
い

る
方
が
大
勢
い
ま
す
。
こ
の
日
は

風
も
な
い
た
め
池
の
水
面
は
凪
い

で
お
り
、
点
灯
と
同
時
に
逆
さ
紅

葉
が
現
れ
、
そ
の
幻
想
的
な
風
景

に
吸
い
込
ま
れ
そ
う
に
な
り
ま

す
。
参
拝
の
方
々
も
思
い
思
い
に

池
の
周
り
を
巡
り
写
真
を
撮
っ
た

り
、
佇
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。
ど

う
し
て
こ
の
庭
園
に
こ
ん
な
に
も

心
を
奪
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ご
住
職
の
案
内
を
い
た
だ
く
う
ち

に
そ
の
理
由
が
わ
か
っ
て
き
ま
し

た
。
お
寺
に
と
っ
て
掃
除
と
い
う

の
は
基
本
に
し
て
大
変
な
修
行
の

一
つ
で
す
が
、
境
内
を
見
れ
ば
ご
住
職
が
ど
れ
だ
け

心
を
配
ら
れ
て
い
る
か
が
わ
か
り
ま
す
。
池
の
落
ち

葉
に
至
っ
て
は
ご
住
職
自
ら
網
を
も
っ
て
池
へ
。
そ

れ
で
も
毎
年
楽
し
み
に
さ
れ
て
い
る
方
が
い
て
、
水

面
に
浮
か
ぶ
逆
さ
紅
葉
が
見
ら
れ
た
時
は
疲
れ
も
吹

き
飛
ぶ
の
だ
そ
う
で
す
。
取
材
中
も
拝
観
の
方
が
ご

住
職
に
声
を
か
け
て
い
き
ま
す
―
楽
し
み
に
し
て

た
、
来
て
よ
か
っ
た
。

皆
さ
ん
が
本
号
を
手
に
さ
れ
る
こ
ろ
、
三
春
に
も

春
の
便
り
が
届
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
真
照
寺
で
は
枝

垂
れ
桜
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
方
丈
庭
園
で
は
た
く

さ
ん
の
水
芭
蕉
が
咲
き
誇
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
楽
し
み

に
お
参
り
く
だ
さ
い
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
島
玄
隆

�

撮
影
／
清
水
健
）

ACCESS アクセス
日乗山真照寺
〒963-7754 福島県田村郡三春町新町258
車：東北横断自動車道　船引三春ICより約10分
電車：JR磐越東線三春駅からタクシーで約5分

磐越
東線

磐越
東線

東北
横断
自動
車道

東北
横断
自動
車道

三春三春

船引三春IC船引三春IC真照寺
288

288

三春町民体育館●三春町民体育館●

冨岡町立小学校
　　　三春校●
冨岡町立小学校
　　　三春校●

三春八幡町
　郵便局●
三春八幡町
　郵便局●

●三春城本丸跡●三春城本丸跡

④  安東氏、秋田氏が篤く帰依した尊像。現在は福徳富貴
の毘沙門天として地域の信仰を集めています。毘沙門
天の台座裏に「大仏師法橋甚左衛門」の墨書があり
ます。江戸時代初期の京仏師と考えられています。

⑤  毎年多くの参拝者を魅了する方丈
庭園のライトアップ。夜に映し出さ
れる燦爛たる紅葉は日中とは違った
姿を見せます。

⑥  真照寺第十六世山岸英
えい

男
なん

僧正
　  祖師先徳に報恩の真心を捧げ、参

拝者のため日々山容整備に尽力さ
れています。

持国天 増長天 帝釈天 広目天 毘沙門天（多聞天）

⑤

⑥

④
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「
悠ゆ

う

々ゆ
う

」

冬
を
乗
り
越
え
、
草
花
は
芽
生
え
の
季
節
を
迎
え
て

い
ま
す
。
し
か
し
冬
の
間
、
暖
か
い
太
陽
の
光
も
な
く

暗
く
厳
し
い
寒
さ
だ
け
だ
っ
た
ら
、
春
に
花
は
咲
く
で

し
ょ
う
か
。
お
大
師
さ
ま
は
、

「
冬と

う

天て
ん

に
暖だ

ん

景け
い

無な

く
ん
ば
則す

な
わ

ち
梅ば

い

麦ば
く

何な
に

を
以も

っ

て
か
華は

な

を

生し
ょ
う

ぜ
ん
」（『
性
霊
集
』）

と
仰
い
ま
し
た
。
私
た
ち
人
間
も
、
常
に
厳
し
く
気
を

張
っ
て
い
る
だ
け
で
は
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ひ
た
む
き
な
努
力
や
物
事
を
突
き
詰
め
る
こ
と
は
と
て

も
立
派
な
こ
と
で
す
が
、
た
ま
に
は
肩
の
力
を
抜
き
、

悠
々
と
心
穏
や
か
に
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

菊
き く

地
ち

 英
え い

梓
し

（岩手県一関市醫
い

王
おう

寺
じ

）
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私
た
ち
の
お
大
師
さ
ま

真
言
宗
を
開
か
れ
た
弘
法
大
師
空
海
さ
ま
。
そ
の

事
績
と
魅
力
的
な
人
格
は
、
一
千
二
百
年
の
長
き
に

わ
た
り
、
全
国
各
地
の
説
話
や
地
域
的
な
伝
承
に
ま

で
広
が
り
、
語
り
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
命
を
か
け

て
唐
に
渡
り
密
教
を
学
び
伝
え
た
行
動
力
と
情
熱
、

詩
文
や
書
に
表
れ
る
卓
越
し
た
才
能
へ
の
賞
賛
は
枚

挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
偉
大
な

宗
祖
を
、
と
き
に
私
た
ち
は
敬
慕
の
思
い
を
込
め
て

「
お
大
師
さ
ま
」
と
よ
び
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
と
い
う
言
葉
の
響
き
に
は
、
い
つ
も

親
し
み
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場

の
お
遍
路
さ
ん
が
「
同ど

う

行ぎ
ょ
う

二に

人に
ん

」
の
信
仰
を
も
っ
て

歩
か
れ
る
よ
う
に
、
お
大
師
さ
ま
は
常
に
身
近
に
い

て
、
私
た
ち
を
見
守
り
、
と
き
に
は
不
思
議
な
力
を

与
え
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
て

い
る
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
私
た
ち

は
、
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
、
迷
い
や
苦
し
み
か
ら

救
っ
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
な
が

ら
、
お
大
師
さ
ま
に
祈
り
、
ご
宝
号
を
お
唱
え
し
て

い
る
の
で
す
。「
南な

無む

大だ
い

師し

遍へ
ん

照じ
ょ
う

金こ
ん

剛ご
う

」
と
。

ご
宝
号
「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」

「
遍
照
金
剛
」
と
は
本
来
、
大
日
如
来
の
別
号
で
あ

り
、
そ
の
徳
性
を
表
し
て
い
ま
す
。
遍
照
と
は
、
大

日
如
来
の
光
明
が
内
外
・
昼
夜
を
区
別
す
る
こ
と
な

「生きる力」とお大師さま
―お大師さまの教えと実践―

総本山智積院のお大師さまの御影。3 月 21 日にお大師さまのご入定を偲ぶ正御影供法要で祀られます。お大師さまのお姿は凛とされ
た威厳を示されながらも、私たちを見守ってくださっているような温かさを感じます。
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く
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
い
き
わ
た
っ
て
暗
闇
を
除
く

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
金
剛
と
は
、
決
し
て
壊
れ
た

り
砕
か
れ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
強
固
な
も
の
を
意

味
し
、
転
じ
て
最
高
か
つ
神
聖
な
存
在
を
表
す
言
葉

で
す
。

お
大
師
さ
ま
は
、
唐
の
恵け

い

果か

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

を
訪
ね
、
灌か

ん

頂じ
ょ
う

と
い
う
儀
式
を
と
お
し
て
密
教
の
奥
儀
を
授
か
り

ま
し
た
。
そ
の
儀
式
の
中
で
大
日
如
来
と
縁
を
結
び

遍
照
金
剛
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
恵
果

阿
闍
梨
は
、
密
教
の
す
べ
て
を
お
大
師
さ
ま
に
託
さ

れ
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

「
早
く
郷
国
に
帰
り
、
密
教
を
国
家
に
奉
り
、

　
　
天
下
に
流
布
し
て
、
蒼
生
の
福
を
増
せ
」

こ
の
言
葉
を
胸
に
刻
み
、
帰
国
し
た
お
大
師
さ
ま

は
、
遍
照
金
剛
の
名
の
と
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
に

お
い
て
、
悩
み
苦
し
む
人
々
を
救
い
導
き
、
蒼
生
の

福
、
す
な
わ
ち
人
々
の
幸
福
の
た
め
に
真
言
密
教
を

弘
め
ら
れ
た
の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
ご
宝
号
の
最
初
に
お
唱
え
す
る
「
南

無
」
は
梵ぼ

ん

語ご

「
ナ
マ
ス
（nam

as

）」
の
音
写
で
あ

り
、
帰
依
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
お
大
師
さ
ま
の
教

え
に
し
た
が
い
、
安
ら
か
な
る
心
を
得
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。
で
は
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
お
大

師
さ
ま
の
教
え
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
日
々
に

実
践
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

三
密
加
持
の
実
践

大
乗
仏
教
の
実
践
の
理
念
は
、
自
利
と
利
他
。
す

な
わ
ち
、
自
ら
が
人
生
の
迷
い
や
苦
し
み
か
ら
解
脱

し
仏
さ
ま
と
な
っ
て
、
他
者
を
救
い
導
く
こ
と
に
あ

り
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
は
そ
の
た
め
の
一
つ
の
教
え
と
し
て
、

父
母
よ
り
生
ま
れ
た
こ
の
身
の
ま
ま
に
仏
さ
ま
と
な

る
、
即そ

く

身し
ん

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

を
説
か
れ
ま
す
。
こ
の
即
身
成
仏
を

可
能
と
す
る
の
が
三さ

ん

密み
つ

加か

持じ

の
実
践
で
す
。
三
密
と

は
仏
さ
ま
の
身
体
的
な
行
い
（
身し

ん

密み
つ

）、
言

葉
（
口く

密み
つ

）、
心
の
あ
り
方
（
意い

密み
つ

）
で
す
。

お
大
師
さ
ま
は
「
手
に
印い

ん

契げ
い

を
結
び
、
口

に
真
言
を
唱
え
、
心
を
三さ

ん

摩ま

地じ

に
住
す
る

こ
と
で
、
三
密
相
応
し
て
加
持
さ
れ
る
た

め
に
速
疾
に
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
仰
ら
れ
ま
す
。

手
に
結
ぶ
印
契
は
、
仏
さ
ま
の
徳
性
や

お
誓
い
を
標
示
す
る
た
め
に
手
指
で
結
ぶ

サ
イ
ン
で
す
。
い
く
つ
も
の
印
契
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ
り
、
そ
の
本
質
を
理
解
す
る
た

め
に
は
師
か
ら
直
接
教
わ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
印
契
の
一
つ
で
あ
る
金
剛
合
掌
は
、
両
掌
を
合
わ

せ
て
五
指
を
交
差
す
る
か
た
ち
を
と
り
ま
す
。
左
右

の
掌
が
そ
れ
ぞ
れ
衆
生
と
仏
さ
ま
を
表
す
と
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
私
た
ち
と
仏
さ
ま
が
本
来
一
つ
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

印
契
を
結
び
な
が
ら
口
に
唱
え
る
真
言
は
、
仏
さ

ま
が
語
ら
れ
る
真
実
の
言
葉
と
い
う
意
味
か
ら
「
真

言
」
と
よ
ば
れ
、
仏
さ
ま
の
徳
性
を
称
え
る
言
葉
で

も
あ
り
、
真
言
を
構
成
す
る
一
文
字
一
文
字
に
限
り

な
い
教
え
や
意
義
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま

す
。
真
言
を
唱
え
る
と
き
は
、
自
然
に
仏
さ
ま
や
、

そ
の
徳
を
心
に
念
じ
て
お
唱
え
し
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
仏
さ
ま
を
一
心
に
念
じ
て
い
る
と
き

が
、
心
が
三
摩
地
に
住
し
て
い
る
状
態
で
す
。
三
摩

地
と
は
、
心
が
一
点
に
深
く
集
中
す
る
こ
と
を
意
味

し
、
一
心
に
仏
さ
ま
を
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
は

動
乱
す
る
こ
と
な
く
、
不
安
や
怖
れ
を
離
れ
た
静
か

な
状
態
と
な
り
ま
す
。
日
々
に
仏
壇
の
ご
本
尊
さ
ま

に
手
を
合
わ
せ
、
ご
先
祖
さ
ま
や
家
族
の
安
寧
を
祈

る
と
き
も
、
心
は
三
摩
地
に
住
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
身し

ん

口く

意い

の
三
密
を
、
仏
さ

ま
の
三
密
に
重
ね
合
わ
る
こ
と
が
三
密
相
応
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
の
と
き
に
仏
さ
ま
の
不
可
思
議
な
力

を
受
け
止
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
加
持
と
い
い

ま
す
。

お
大
師
さ
ま
は
「
太
陽
の
よ
う
に
ま
ば
ゆ
い
仏
さ

総本山智積院金堂の大日如来のお姿。
大日如来は曼荼羅の中心尊としてあらゆる
仏さまの根本仏とされ、その光明はあらゆ
る所を照らし暗闇を除きます。
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ま
の
お
姿
が
、
私
た
ち
の
心
に
現
れ
る
こ
と
を
〝
加
〟

と
い
い
、
人
々
が
自
ら
の
心
に
し
っ
か
り
と
仏
さ
ま

の
存
在
を
感
じ
る
こ
と
を
〝
持
〟
と
い
う
」
と
味
わ

い
深
い
言
葉
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ

の
言
葉
の
意
味
を
よ
く
理
解
し
て
、
三
密
加
持
を
実

践
す
れ
ば
、
速
や
か
に
仏
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
が
教
え
て
く
だ
さ
る
即
身
成
仏
の
境

地
と
は
、
こ
の
三
密
加
持
の
実
践
を
と
お
し
て
、
仏

さ
ま
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
安
ら
か

な
る
心
を
得
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ

し
て
自
ら
が
仏
の
境
地
に
達
し
た
な
ら
ば
、
今
度
は

迷
え
る
人
々
に
寄
り
添
い
、
と
も
に
歩
む
こ
と
の
大

切
さ
を
お
大
師
さ
ま
は
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
。
菩
提
寺
や
総
本
山
智
積
院
で
行
わ
れ
て
い
る
さ

ま
ざ
ま
な
行
事
や
活
動　
―
智
山
勤
行
式
、
御
詠
歌

の
唱
和
、
写
経
（
写
仏
）、
団
参
（
巡
礼
・
遍
路
）、
結

縁
灌
頂
（
発
心
式
）、
阿
字
観
、
青
少
幼
年
教
化
（
寺

子
屋
活
動
な
ど
）
―　
に
参
加
さ
れ
る
と
き
や
、
仏
さ

ま
に
祈
る
と
き
、
ま
ず
は
そ
っ
と
手
を
合
わ
せ
、
身

体
と
言
葉
と
心
の
三
密
を
調
え
る
こ
と
を
意
識
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。
必
ず
や
静
か
な
安
ら
ぎ
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

現
代
の
生
き
る
力

二に

而に

不ふ

二に

の
世
界
観

こ
の
よ
う
な
三
密
加
持
に
よ
っ
て
即
身
成
仏
で
き

る
と
い
う
教
え
の
中
に
一
貫
し
た
考
え
方
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
二
而
不
二
と
い
う
こ
と
。
異
な
る
二
つ

の
存
在
は
、
そ
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
本
質

は
同
一
で
あ
り
、
平
等
で
あ
る
と
い
う
教
え
で
す
。

お
大
師
さ
ま
が
唐
か
ら
伝
え
た
、
仏
さ
ま
の
悟
り

の
世
界
を
視
覚
的
に
描
写
し
た
金こ

ん

剛ご
う

界か
い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

と
胎た

い

蔵ぞ
う

曼ま
ん

荼だ

羅ら

も
両り

ょ
う

部ぶ

不ふ

二に

と
い
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異

な
っ
て
現
れ
て
い
る
世
界
は
、
そ
の
ま
ま
に
平
等
一

体
で
あ
る
と
説
か
れ
ま
す
。
曼
荼
羅
の
多
く
の
仏
さ

ま
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
そ
の
ま
ま
に
、
中
央
の

大
日
如
来
と
平
等
不
二
で
す
。
そ
し
て
、
三
密
加
持

さ
れ
た
私
た
ち
と
仏
さ
ま
も
ま
た
平
等
不
二
で
あ
る

の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
お
大
師
さ
ま
の
教
え
は
、
異
な
る
価

値
観
や
文
化
が
交
錯
し
、
人
種
や
性
別
な
ど
、
多
様

性
が
認
め
ら
れ
る
社
会
の
実
現
が
目
指
さ
れ
る
現
代

に
お
い
て
、
さ
ら
に
輝
き
を
増
し
て
い
ま
す
。
両
部

曼
荼
羅
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
繋
が
り
合
う
世
界

の
な
か
で
、
私
た
ち
は
仏
さ
ま
に
加
持
さ
れ
た
安
ら

お仏壇のおつとめも、仏さまと心が一つになる一時です。仏さまの加持力に
よって、心の迷いも晴れていきます。

左：金剛界曼荼羅　　右：胎蔵曼荼羅　智積院蔵
金 剛 界 曼 荼 羅と胎 蔵 曼 荼 羅は、それぞれに仏さまの 悟りの 世 界を表 現してい 
ます。画かれる仏さまは相互に加持し合い、それぞれが平等不二であることを表しています。
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か
な
る
心
を
も
っ
て
、
一
人
ひ
と
り
の
命
に
向
き
合

い
な
が
ら
、
そ
の
考
え
方
や
違
い
を
認
め
合
い
な
が

ら
、
と
も
に
生
か
し
合
う
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ

こ
に
現
代
の
生
き
る
力
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
お
大
師
さ
ま
の
教
え
を
味
わ
い
な
が
ら
、
と

も
に
ご
宝
号
を
お
唱
え
し
ま
し
ょ
う
。

「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
伊
藤
尚
徳
）

弘法大師空海ご誕生 1250 年ロゴマーク

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

安
藤108 責了 責了 生きる力 Vol.

真言宗
智山派
宗務庁 　

108生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁

唐
糸

安
藤

9

9

目　次

SHINGON

Vol.108

表 紙
鰺
あ じ

ヶ
が

沢
さ わ

町
青森県

鰺ヶ沢の菜の花畑は連作障害
を避けるために、毎年違う場所
に作付けされているので、毎年
異なる風景を見ることができる
のだが、裏を返せばバックの岩
木山が綺麗に見えるとは限らな
い。この年は数年越しでやっと
撮影することができた。

P5 吉野山千本桜
奈良県

吉野山の桜は一目千本とも
いわれ、見渡す限りの桜に圧
倒される。これでもほんの一
部で、山の麓の下千本から咲
き始め、中千本、上千本、奥
千本と咲いていく。雨の翌日、
霧に包まれた千本桜も絵にな
るが、青空に映える桜もまた
美しい。

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
八
号
　
令
和
四
年
三
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

3
月
8
日（
火
）

4
月
8
日（
金
）

※
花
ま
つ
り
灌
仏
会
法
要
　
11
時
30
分
よ
り

5
月
6
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
）

3
月
17
日
　
　
三
遊
亭

4
月
21
日
　
　
談
志
一
門
会

5
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
　
定
員
10
名
）

3
月
22
日（
火
）

4
月
26
日（
火
）

5
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。

Instagram

総本山智積院 宿坊智積院会館

Facebook

総本山智積院

　洋室や和洋室など多様なお部屋で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。

智積院会館のご案内

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

お 問 い 合 わ せ

和洋室A 夕食 ¥5,500

外観

宿坊 智積院会館HP

※令和4年3月現在、令和4年9月分までのご予約を受け付けております。

和室A

真言宗智山派

責了 　
108唐

糸
安
藤

特集  「生きる力」とお大師さま
―お大師さまの教えと実践―
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