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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

雪
の
三
陸
地
方

「
列
車
が
通
過
し
ま
す
。
雪
が
舞
い
上
が
る
の
で
離
れ
て
お
待
ち
く
だ
さ

い
」。
新
幹
線
か
ら
在
来
線
へ
乗
り
換
え
た
一
ノ
関
駅
で
耳
に
し
た
ア
ナ
ウ
ン

ス
で
す
。
関
東
の
中
で
も
温
暖
な
地
域
で
育
っ
た
私
に
は
新
鮮
な
も
の
で
し
た
。

前
泊
地
の
気
仙
沼
駅
に
向
か
う
Ｊ
Ｒ
大
船
渡
線
、
ワ
ン
マ
ン
運
転
二
両
編
成

の
か
わ
い
ら
し
い
列
車
の
車
窓
に
は
、
き
れ
い
な
青
空
と
、
灰
色
の
雲
が
映

り
、
白
く
柔
ら
か
そ
う
に
積
も
っ
た
雪
景
色
が
流
れ
ま
し
た
。
そ
の
景
色
と
は

対
照
的
な
暖
か
い
車
内
の
列
車
に
揺
ら
れ
「
雪
か
き
が
さ
ぞ
大
変
だ
ろ
う
」
な

ど
と
思
い
な
が
ら
も
美
し
い
景
観
を
楽
し
み
、
同
時
に
東
日
本
大
震
災
の
被
害

に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
落
ち
着
き
の
な
い
心
で
目
的
地
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

静
謐
な
境
内
と
気
仙
大
工
に
よ
る
堂
宇

気
仙
沼
駅
か
ら
車
で
二
十
分
ほ
ど
移
動
し
、
参
道
階
段
の
中
腹
に
あ
る
駐
車

場
で
下
車
、
階
段
を
上
る
と
山
門
前
の
参
道
を
は
さ
ん
だ
左
右
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
六
地
蔵
さ
ま
に
お
迎
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。
山
門
を
く
ぐ
り
さ
ら
に
階
段
を

上
る
と
、
手
入
れ
が
行
き
届
き
、
落
ち
着
き
あ
る
凛
と
し
た
空
気
の
境
内
に
、

ど
っ
し
り
と
し
た
風
格
と
趣
の
あ
る
本
堂
が
現
れ
ま
す
。

長
圓
寺
は
永
禄
年
間
（
一
五
五
八
︱
一
五
七
〇
）、
権
大
僧
都
長
圓
法
印
に
よ
り

開
創
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
本
堂
は
昭
和
三
十
七
年
、
第

気仙大工の力作、重厚な本堂と会館・庫裡。本堂屋根には、しゃちほこがみられます。
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二
十
五
世
宮
城
隆
規
和
尚
代
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

大
船
渡
市
・
陸
前
高
田
市
・
住
田
町
の
気
仙
地
区
で

有
名
な
大
工
集
団
「
気
仙
大
工
」
に
よ
り
建
築
さ
れ

た
こ
の
本
堂
は
、
美
し
く
調
和
が
取
れ
、
精
密
な
印

象
を
与
え
、
見
る
者
の
心
を
落
ち
着
か
せ
て
く
れ
る

よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
向
拝
や
堂
内
欄
干
に

は
緻
密
な
装
飾
も
あ
り
、
気
仙
大
工
の
技
術
力
の
高

さ
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

気
仙
大
工
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
発
祥
し
た
大
工

集
団
で
、
民
家
は
も
ち
ろ
ん
寺
社
造
営
や
造
船
、
建

具
や
家
具
、
細
工
ま
で
こ
な
す
多
彩
で
万
能
な
技
術

で
名
を
馳
せ
ま
し
た
。
日
本
各
地
に
出
稼
ぎ
に
回

り
、よ
り
高
め
た
技
術
を
地
元
に
持
ち
帰
り
、錦
を
飾

る
気
持
ち
で
匠
の
技
を
披
露
し
た
の
だ
と
い
い
ま
す
。

本
堂
向
か
っ
て
左
手
に
あ
る
鐘
楼
堂
は
昭
和
五
十

年
七
月
に
完
成
、
こ
ち
ら
も
気
仙
大
工
に
よ
る
建
築

で
す
。

ま
た
、
境
内
地
の
あ
ち
こ
ち
に
は
記
念
碑
な
ど
が

あ
り
、
伽
藍
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
力
を
尽
く
し
た

檀
信
徒
の
、
団
結
力
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
記
録
が

散
見
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
最
大
の
隕
石
落
下

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
五
月
四
日
の
早
朝
、
周

囲
に
雷
鳴
の
よ
う
な
轟
音
と
地
鳴
り
が
響
き
渡
り
ま

す
。
そ
の
正
体
は
長
圓
寺
境
内
に
落
下
し
た
日
本
最

大
の
隕
石
で
し
た
。

落
下
当
時
、
こ
の
隕
石
は
一
三
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
ほ

ど
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
天
か
ら
降
っ
て

き
た
こ
の
大
き
な
隕
石
を
見
た
村
人
た
ち
は
、
地
域

の
産
業
で
あ
る
養
蚕
や
漁
業
、
あ
る
い
は
疫
病
退
散

に
ご
利
益
が
あ
る
と
信
じ
、
自
身
の
お
守
り
の
た
め

に
と
隕
石
を
削
り
取
り
持
ち
帰
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

結
果
、
一
〇
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
重
量
は
減
り
、
隕

石
本
体
は
現
在
東
京
都
上

野
に
あ
る
国
立
科
学
博
物

館
で
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

隕
石
と
い
う
概
念
が
当

時
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

突
如
天
空
か
ら
落
下
し
て

き
た
巨
大
な
物
体
に
は
、

奇
跡
的
な
力
が
あ
る
と
信

じ
さ
せ
る
に
十
分
な
魅
力

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

加
え
て
、
そ
の
奇
跡
が
お

寺
の
境
内
に
着
地
す
る
と

い
う
の
も
、
と
て
も
ロ
マ

ン
を
感
じ
さ
せ
、
多
大
な

る
ご
利
益
を
期
待
し
て
し

ま
う
気
持
ち
も
よ
く
わ
か

り
ま
す
。
し
か
し
や
は

り
、
前
代
未
聞
の
天
変
地

異
に
人
々
は
恐
れ
も
覚
え

ま
す
。

陸
前
高
田
市
気
仙
町
二
日
市
地
区
に
は
「
虎と

ら

舞ま
い

」

と
い
う
伝
統
芸
能
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
知
ら
れ
る
獅

子
舞
と
同
様
、
二
人
一
組
で
一
方
が
獅
子
の
頭
を
か

ぶ
り
近
隣
の
家
々
を
練
り
歩
く
も
の
で
す
。
正
月
に

除
災
招
福
を
願
う
こ
の
伝
統
行
事
は
、
隕
石
の
落
下

が
何
か
の
凶
兆
な
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
襲
わ
れ

た
人
々
が
、
災
厄
を
払
う
た
め
に
始
め
た
の
が
起
源

①本堂正面、向拝には龍や獅子などの繊細で美しい彫刻が施されています。
②�整頓された境内墓地。3年にわたり改修工事が行われ、檀信徒の協力で浄業が達成されました。
③�参道階段と山門。記録には残っていませんが、山門は境内で最も古い建築物だそうです。
④隕石落下の碑。傍に植えられた桜は東北の春を彩ります。
⑤�長圓寺で保管されている隕石のかけら。原則、非公開です。

①

② ③
⑤

④
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だ
と
い
い
ま
す
。
現
在
は
保
存

会
も
で
き
、
地
域
の
子
供
た
ち

は
お
囃
子
の
太
鼓
や
笛
、
そ
し

て
舞
な
ど
を
習
い
、
実
際
に
行

事
で
活
躍
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

隕
石
の
落
下
地
点
に
は
石
碑

が
建
て
ら
れ
、
傍
ら
に
は
桜
の

木
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

海
を
臨
む

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
。

こ
こ
長
圓
寺
は
高
台
に
あ
る
た

め
大
き
な
被
害
か
ら
は
免
れ
、

避
難
所
と
し
て
多
く
の
人
々
が

集
ま
り
ま
し
た
。
毎
年
そ
の
日

に
は
追
善
法
要
を
行
い
、
被
害

に
遭
わ
れ
た
皆
さ
ま
の
供
養
を

続
け
て
い
ま
す
。

本
堂
裏
手
に
は
震
災
慰
霊
碑

が
建
立
さ
れ
、
そ
の
眼
下
に
は

陸
前
高
田
の
広
田
湾
が
広
が
り

ま
す
。
慰
霊
碑
に
施
さ
れ
た
青

く
透
き
通
る
装
飾
に
つ
い
て
宮み

や

城ぎ

隆り
ゅ
う

照し
ょ
う

住
職
は
「
こ
の
色
は
ど

う
し
て
も
海
を
連
想
さ
せ
て
し

ま
う
の
で
、
辛
い
記
憶
を
呼
び

戻
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
使
用
を
迷
い
、
悩

み
ま
し
た
。
海
に
対
す
る
思
い
は
人
そ
れ
ぞ
れ
あ

り
、
も
う
二
度
と
海
は
見
た
く
な
い
と
い
う
人
も
い

れ
ば
、
区
切
り
を
付
け
気
持
ち
を
切
り
替
え
て
い
る

人
も
い
ま
す
。
海
と
と
も
に
栄
え
て
き
た
こ
の
地
に

合
う
美
し
さ
が
、
少
し
で
も
癒
や
し
に
な
れ
ば
と
考

え
て
採
用
し
ま
し
た
」
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

取
材
当
日
、
長
圓
寺
か
ら
眺
め
た
海
は
波
も
な

く
、
静
か
で
穏
や
か
で
し
た
。
海
は
多
大
な
恵
み
を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
一
方
、
時
と
し
て
人
知
を
超
え

た
脅
威
と
な
る
。
普
段
か
ら
海
の
至
近
で
生
活
し
て

い
る
私
は
複
雑
な
思
い
で
海
を
見
つ
め
、
そ
し
て
慰

霊
碑
に
手
を
合
わ
せ
、
追
悼
の
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
池
田
裕
憲

撮
影
／
清
水
健
）

ACCESS アクセス
寶尾山長圓寺
〒029-2204 岩手県陸前高田市気仙町丑沢133
車：三陸沿岸道路　陸前高田長部ICより約3分
バス：JR大船渡線　長部駅より徒歩約20分

長圓寺

陸前高田
長部IC
陸前高田
長部IC 長部駅●長部駅●

45

三
陸
沿
岸
道
路

三
陸
沿
岸
道
路

45

湊地区公民館●湊地区公民館●

上長部●
グラウンド
上長部●
グラウンド

⑥�ご本尊大日如来を中心とした本堂内陣。毎年 3月11
日には慰霊法要が行われます。
⑦�東日本大震災慰霊碑。青いガラス装飾の向こうには三
陸の海が広がります。

⑧�立ち並ぶ角塔婆。こちらの地域では、還暦の同窓会を
開く際、亡くなった同級生の供養を行う習慣があり、その
度に建立されています。

⑨長圓寺第 27 世�宮
みや

城
ぎ

隆
りゅう

照
しょう

住職　
　�細やかな気遣いや心配り、整った境内からもその人柄が
伝わってきます。遍照講指導師範として御詠歌の普及に
も尽力されています。

⑥ ⑦

⑧ ⑨
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「
自じ

灯と
う

明み
ょ
う

」
「
自
ら
を
灯

と
も
し
び

と
し
拠
り
所
に
し
な
さ
い
」

「
法
（
仏
の
真
実
の
教
え
）
を
灯
と
し
拠
り
所
に
し
な
さ
い
」

死
が
目
前
に
迫
っ
た
お
釈
迦
さ
ま
が
、
不
安
が
る
弟

子
た
ち
に
説
い
た
言
葉
で
す
。

便
利
な
道
具
や
情
報
で
満
ち
て
生
活
が
豊
か
に
な
っ

て
い
る
の
に
、
い
い
知
れ
な
い
不
安
が
尽
き
ぬ
昨
今
。

何
か
に
手
を
引
い
て
欲
し
い
、
自
分
の
立
ち
位
置
を
確

認
し
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
周
り
が
眩
し
く

歪
み
何
も
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
気
が
し
ま
す
。

自
ら
の
人
生
を
歩
む
と
き
、
足
元
を
照
ら
し
行
先
を

示
し
て
く
れ
る
の
は
自
心
の
中
の
灯
。
仏
さ
ま
の
灯
が

い
つ
で
も
光
を
添
え
て
い
て
く
だ
さ
る
か
ら
、
大
丈
夫
。

早
は や

川
か わ

 宥
ゆ う

貴
き

（東海教区　寶
ほう

壽
じゅ

院
いん

）
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お
寺
で
行
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
は
、
一
般
に

「
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
難
し
い
こ
と
が
多
い
」と
、

思
わ
れ
が
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
今
回

は
、
初
め
て
寺
院
の
行
事
に
参
加
し
た
Ａ
さ
ん
の
目

線
を
借
り
て
、「
金こ

ん

剛ご
う

合が
っ

掌し
ょ
う

」
や
「
洒し

ゃ

水す
い

加か

持じ

」、

「
お
授さ

ず

け
」
や
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

」
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
を
見
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ａ
さ
ん
─
あ
る
夏
の
日
、
近
隣
の
お
寺
で
お
盆
の

行
事
が
行
わ
れ
た
。
地
域
の
皆
が
集
ま
る
よ
う
な
年

に
一
度
の
大
き
な
行
事
で
あ
る
。
私
は
こ
の
地
域
で

生
ま
れ
、
子
供
の
頃
か
ら
こ
の
お
寺
を
遊
び
場
と
し

て
育
っ
た
。
近
所
に
は
親
類
縁
者
も
多
く
、
お
寺
の

境
内
に
は
先
祖
代
々
の
お
墓
が
あ
る
。
こ
の
お
寺
の

檀
家
な
の
で
お
墓
参
り
や
ご
法
事
な
ど
、
何
度
と
な

く
お
寺
に
来
て
い
た
の
だ
が
、
父
に
代
わ
っ
て
お
寺

の
行
事
に
参
加
す
る
の
は
、
今
日
が
初
め
て
の
こ
と

だ
っ
た
。

う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
の
な
か
お
寺
に
到
着
す
る

と
、
い
つ
も
と
違
い
賑
や
か
な
雰
囲
気
だ
。
広
々
と

し
た
境
内
に
は
多
く
の
木
々
が
あ
り
、
木
陰
を
選
び

な
が
ら
参
道
を
進
む
。
早
速
本
堂
に
入
る
と
す
で
に

数
人
集
ま
っ
て
い
た
。
私
は
ご
本
尊
さ
ま
に
手
を
合

わ
せ
一
礼
し
、
何
人
か
の
知
り
合
い
に
挨
拶
を
し

て
、
同
じ
地
区
の
人
た
ち
が
座
る
壁
際
の
席
に
腰
を

下
ろ
し
た
。
一
息
つ
い
て
汗
を
拭
い
な
が
ら
広
い
堂

内
を
見
回
し
て
み
る
。

初めてお寺の行事に参加して
～金

こん

剛
ごう

合
がっ

掌
しょう

・洒
しゃ

水
すい

加
か

持
じ

・お授
さず

け・南
な

無
む

大
だい

師
し

遍
へん

照
じょう

金
こん

剛
ごう

～
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柱
は
太
く
天
井
が
高
い
。
こ
の
本
堂
は
相
当
古
い

建
物
と
聞
い
て
い
る
。
永
い
あ
い
だ
地
域
や
檀
家
の

皆
さ
ん
を
見
守
っ
て
き
た
歴
史
あ
る
本
堂
だ
。
中
央

の
一
番
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
は
金
色
に
輝
く
ご
本
尊

さ
ま
が
ま
つ
ら
れ
、
そ
の
前
に
は
種
々
の
飾
り
付
け

が
さ
れ
て
い
る
。
日
常
と
は
異
な
る
荘
厳
な
雰
囲
気

に
し
ば
し
圧
倒
さ
れ
て
い
る
と
、
ほ
ど
な
く
し
て
堂

内
は
満
場
と
な
り
開
式
の
時
刻
と
な
っ
た
。

法
衣
を
着
た
ご
住
職
が
お
い
で
に
な
る
と
、
ざ
わ

つ
い
て
い
た
堂
内
が
水
を
打
っ
た
よ
う
に
静
か
に

な
っ
た
。

金
剛
合
掌
に
つ
い
て

住
職
─
本
日
は
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
誠
に
ご
苦

労
さ
ま
で
す
。
開
式
に
当
た
り
、
皆
さ
ま
に
洒
水
加

持
の
作
法
を
行
い
ま
す
。

ま
ず
は
胸
の
前
で
金
剛
合
掌
を
結
ん
で
く
だ
さ
い
。

Ａ
さ
ん
─
金
剛
合
掌
？

住
職
─
金
剛
合
掌
と
は
、
右
の
親
指
、
次
に
左
の

親
指
、
右
の
人
差
し
指
、
左
の
人
差
し
指
と
、
左
右

の
指
を
交
互
に
交
叉
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
右
の
手
は

仏
さ
ま
を
あ
ら
わ
し
、
左
の
手
は
私
た
ち
を
あ
ら
わ

し
ま
す
。

　
世
に
い
う
金
剛
石
と
は
、
最
も
硬
い
物
質
と
い
わ

れ
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
金
剛

と
は
極
め
て
堅
固
な
、
何
者
に
も
壊
す
こ
と
の
で
き

な
い
、
尊
き
も
の
を
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
金
剛
合

掌
と
は
、
仏
さ
ま
と
私
た
ち
が
一
体
と
な
り
よ
り
堅

固
に
結
ば
れ
、
強
固
な
信
念
に
よ
り
一
切
の
迷
い
を

退
け
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
、
尊
き
合
掌
な
の
で
す
。

Ａ
さ
ん
─
な
る
ほ
ど
金
剛
合
掌
と
は
そ
う
い
う
意

味
な
の
か
。
ご
住
職
の
意
味
深
長
な
手
の
か
た
ち
を

拝
見
し
な
が
ら
、
右
が
上
、
左
が
下
へ
と
、
私
も
同

じ
く
金
剛
合
掌
を
結
ん
だ
。

洒
水
加
持
に
つ
い
て

住
職
─
続
い
て
洒
水
加
持
を
行
い
ま
す
。
洒
水
と

は
、
ご
本
尊
さ
ま
の
尊
き
香こ

う

水ず
い

を
洒そ

そ

ぐ
こ
と
を
い
い

ま
す
。
香
水
と
は
浄じ

ょ
う

香こ
う

と
浄じ

ょ
う

水す
い

を
和
し
た
も
の
で

す
。
香
の
薫
り
は
分
け
隔
て
な
く
空
間
一
杯
に
広
が
っ

て
い
き
ま
す
。
ま
た
汚
れ
を
洗
浄
す
る
に
は
き
れ
い

な
水
を
用
い
ま
す
。
そ
の
二
つ
の
徳
性
を
合
わ
せ
、

仏
さ
ま
の
力
を
込
め
た
も
の
を
香
水
と
い
い
ま
す
。

加か

持じ

に
つ
い
て
、
宗し

ゅ
う

祖そ

弘こ
う

法ぼ
う

大だ
い

師し

は
「
仏ぶ

つ

日じ
つ

の

影
、
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

の
心し

ん

水す
い

に
現
ず
る
を
加
と
曰い

い
、
行
者
の

心
水
、
能
く
仏
日
を
感
ず
る
を
持
と
名な

づ

く
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
仏
さ
ま
の
慈
悲
の
影
が
私
た

ち
の
信
心
の
中
に
現
れ
る
の
を
「
加
」
と
い
い
、
私

た
ち
の
心
が
仏
さ
ま
の
慈
悲
の
力
を
よ
く
感
じ
る
こ

と
を
「
持
」
と
い
う
の
で
す
。

Ａ
さ
ん
─
仏
さ
ま
の
力
を
感
じ
る
…
…
。

住
職

─
皆
さ
ん
「
逆
さ
富
士
」
を
ご
存
じ
で
す

か
。
秀
麗
な
る
霊
峰
富
士
、
そ
の
姿
が
波
一
つ
な
い

湖
面
に
寸
分
違
わ
ず
映
り
込
ん
だ
さ
ま
を
い
い
ま

す
。
仮
に
富
士
山
を
仏
さ
ま
と
し
、
波
一
つ
な
い
湖

面
を
私
た
ち
の
心
と
見
立
て
ま
す
。
こ
の
と
き
富
士

山
が
「
加
」
と
な
り
、
湖
面
が
「
持
」
と
な
り
、
仏

さ
ま
の
存
在
を
、
自

分
自
身
の
心
が
あ
り

あ
り
と
受
け
止
め
る

こ
と
を
、
加
持
感か

ん

応の
う

と
い
う
の
で
す
。

Ａ
さ
ん

─
と
い
う

こ
と
は
私
た
ち
の
心

持
ち
が
大
切
な
の
で

は
な
い
か
。
よ
り
積

金剛合掌

逆さ富士� 写真提供／ PIXTA
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極
的
に
仏
さ
ま
に
向
き
合
う
と
い
う
姿
勢
が
重
要
な

の
で
は
な
い
か
。

住
職
─
仏
さ
ま
の
功く

徳ど
く

が
込
め
ら
れ
た
香
水
を
、

皆
さ
ん
の
心
身
に
洒
ぎ
ま
す
。
心
静
か
に
お
受
け
く

だ
さ
い
。

Ａ
さ
ん
─
満
堂
の
皆
さ
ん
は
、
胸
の
前
で
金
剛
合

掌
を
結
び
、
少
し
頭
を
垂
れ
て
微
動
だ
に
し
な
い
。

堂
内
は
静
ま
り
か
え
り
、
た
だ
た
だ
ご
住
職
の
作
法

の
音
だ
け
が
静
か
に
響
い
て
い
る
。
ご
本
尊
さ
ま
の
力

が
込
め
ら
れ
た
尊
き
香
水
を
こ
の
身
に
い
た
だ
こ
う
。

お
授
け
に
つ
い
て

住
職
─
続
い
て
お
授
け
を
い
た
し
ま
す
。

Ａ
さ
ん
─
あ
ら
か
じ
め
渡
さ
れ
て
い
た
お
経
本
を

開
き
、ご
住
職
に
続
き
経
文
を
一
句
ず
つ
唱
え
て
い
く
。

「
我が

昔し
ゃ
く

所し
ょ

造ぞ
う

諸し
ょ

悪あ
く

業ご
う

…
…

南
無
大
師
遍
照
金
剛
…
…
」

住
職
─
お
授
け
と
は
仏
教
の
戒か

い

を
授
け
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。
戒
と
は
、

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
が
仏

教
徒
と
し
て
守
る
べ
き

約
束
ご
と
で
す
。
の
み

な
ら
ず
戒
を
受
け
る
こ

と
で
、
悪
を
防
ぎ
止

め
、
善
を
行
う
不
思
議

な
力
が
身
に
備
わ
る
の

で
す
。

Ａ
さ
ん
─
「
悪
を
防
ぎ
善
を
行
う
」
そ
の
よ
う
な

素
晴
ら
し
い
力
が
身
に
つ
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
ん
な

あ
り
が
た
い
こ
と
は
な
い
。

住
職
─
た
だ
し
う
っ
か
り
す
る
と
、
時
間
が
た
つ

に
つ
れ
、
湯
が
冷
め
る
如
く
そ
の
力
は
失
せ
て
し
ま

い
ま
す
の
で
、
し
ば
し
ば
お
授
け
を
受
け
て
い
た
だ

く
の
で
す
。

Ａ
さ
ん
─
た
し
か
に
先
ほ
ど
沢
山
の
こ
と
を
お
授

け
し
て
い
た
だ
い
た
。
で
も
あ
ん
な
に
一
度
に
憶
え

き
れ
な
い
。
忘
れ
て
し
ま
う
の
も
心
配
だ
。

南
無
大
師
遍
照
金
剛
に
つ
い
て

住
職
─
肝
心
な
の
は
「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
で

す
。「
南
無
」
と
は
敬
意
を
あ
ら
わ
す
イ
ン
ド
の
言

葉
が
語
源
で
、
心
の
底
か
ら
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で

す
。「
大
師
」
と
は
天
皇
か
ら
高
僧
に
下か

賜し

さ
れ
た

称
号
で
す
が
、
こ
こ
で
は
宗
祖
弘
法
大
師 

空
海
さ

ま
。
お
大
師
さ
ま
の
こ
と
で
す
。「
遍
照
金
剛
」
と

は
、
真
言
宗
の
根
本
の
仏
さ
ま
で
あ
る
大だ

い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

さ

ま
の
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
お
大
師
さ
ま
が
遥
か

唐
の
国
に
赴
き
、
真
言
密
教
の
真
の
後
継
者
と
な
っ

た
と
き
、
師
で
あ
る
恵け

い

果か

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

か
ら
賜
っ
た
名
前

が
「
遍
照
金
剛
」
な
の
で
す
。「
南
無
大
師
遍
照
金

剛
」と
は
、「
お
大
師
さ
ま
を
心
か
ら
信
じ
、
敬
い
、

お
慕
い
し
ま
す
。」
ほ
ど
の
意
味
と
な
る
の
で
す
。

手
に
金
剛
合
掌
を
結
び
、
口
に
南
無
大
師
遍
照
金

剛
と
唱
え
、
心
に
お
大
師
さ
ま
の
お
姿
を
思
い
、
心

を
込
め
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
。
一
心
に
南
無
大
師
遍

照
金
剛
と
唱
え
て
い
る
と
、
不
思
議
と
お
大
師
さ
ま

を
身
近
に
感
じ
ま
す
。
お
大
師
さ
ま
は
、
い
つ
で

も
、
ど
こ
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
姿
で
私
た
ち
の
前
に

現
れ
、
私
た
ち
に
寄
り
添
い
、
導
い
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
の
で
す
…
…
。

Ａ
さ
ん
─
ご
住
職
の
ご
法
話
を
拝
聴
し
、
そ
の
後

大
勢
の
僧
侶
の
皆
さ
ん
に
よ
り
法ほ

う

要よ
う

が
行
わ
れ
た
。

沢
山
の
僧
侶
の
皆
さ
ん
が
並
ぶ
姿
は
な
か
な
か
壮
観

だ
。
読
経
の
声
も
揃
っ
て
、
と
て
も
立
派
な
法
要
だ

と
感
じ
た
。
ほ
ど
な
く
し
て
閉
式
と
な
り
、
お
墓
参

り
を
し
て
お
寺
を
後
に
し
た
。

修行大師尊像

お授けを受ける行事参列者

布施浄慧化主猊下による洒水加持
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今
日
は
ご
住
職
か
ら
色
々
な
こ
と
を
教
え
て
い
た

だ
き
、
日
々
の
生
活
で
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
さ

ま
ざ
ま
な
体
験
を
し
た
。
戒
を
授
か
る
と
「
悪
を
防

ぎ
止
め
、
善
を
行
う
力
が
備
わ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
。
な
ん
だ
か
体
の
中
か
ら
力
が
満
ち
て
、
身

も
心
も
軽
く
清
々
し
い
気
分
で
あ
る
。

家
に
着
い
た
ら
皆
に
何
か
ら
報
告
し
よ
う
か
。
流

れ
る
汗
を
拭
い
な
が
ら
、
足
早
に
家
路
を
急
ぐ
の
で

あ
っ
た
。

南
無
大
師
遍
照
金
剛

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
専
門
員
／
石
川
照
貴
）

宗祖弘法大師ご誕生 1250 年ロゴマーク
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ジャガイモの花咲く道
北海道

畑や田園にずっと続く未舗装
道。かつてはどこにでもあった
ありふれた風景だが今は貴重に
なり郷愁を誘う。時々小石に足
を取られながらも一歩一歩確実
に前進して行く。次の展開は進
めば自ずと見えてくるのだ。

P5 ライチョウのヒナのペア
長野県

こ こ は 乗 鞍 岳 の 標 高
2700m付近。コマクサ咲く
ハイマツ帯でライチョウの子
どもたちが遊んでいる。側に
は母親が絶えず周囲に気を配
っているおかげで彼らは高山
の一瞬の夏を謳歌できてい
る。現在の穏便な暮らしは宇
宙の力に護られているのだ。

撮影・解説／岡田光司



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
九
号
　
令
和
四
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

真言宗智山派

サントリー美術館
〒107-8643　東京都港区赤坂9-7-4　
東京ミッドタウン ガレリア3階

お問い合わせ： 真言宗智山派宗務庁 
教化部展示収蔵課

Te l：075-541-5361
mail：chishakuin-shuzoko@chisan-ha.org

交通機関 （六本木・東京ミッドタウンまで）
◉都営地下鉄大江戸線・東京メトロ日比谷線
　「六本木駅」より直結
◉東京メトロ千代田線 「乃木坂駅」より
　徒歩約3分
◉都営バス （渋谷発）都01 
　「六本木駅前」下車徒歩約2分

サントリー美術館にて開催

春は桜、秋は楓、秋草。四季を彩る美の競演は、日本美術の永遠不滅のテーマです。京都・東山の総本山
智積院には、狩野永徳と並び称される桃山時代の巨匠・長谷川等伯（1539～1610）率いる一門によって、
豊臣秀吉の子鶴松の菩提寺祥雲寺に描かれた金碧障壁画群が大切に守られてきました。今回は総本山智積院
の名宝を一堂に集め展示するとともに、誰もが知る「桜図」「楓図」「松に秋草図」が寺外で初めて揃って公開
される貴重な機会となります。普段とは違う、和のモダンを基調とした空間で国宝障壁画をお楽しみください。

2022年11月30日（水）～2023年1月22日（日）

「智積院の 」名宝 展

12月17日（土）　10：00〜17：00

御朱印会を開催予定
変更がある可能性がありますので、詳細は
サントリー美術館HPをご覧ください。
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