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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

当
里
静
寂
の
地
な
り

埼
玉
県
新
座
市
大
和
田
の
地
は
、
征
夷
大
将
軍 

坂
上
田
村
麻
呂
が
東
北
か

ら
都
へ
の
帰
路
に
休
息
し
た
場
所
と
伝
わ
り
、
古
代
か
ら
交
通
の
要
所
で
あ
っ

た
と
い
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
“
鎌
倉
殿
の
13
人
”
の
一
人
、
比ひ

企き

能よ
し

員か
ず

の

所
領
に
つ
な
が
る
鎌
倉
道
が
整
備
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
川
越
街
道
の
宿

場
町
と
し
て
も
賑
わ
い
人
々
が
行
き
交
い
ま
し
た
。
秋
時
雨
に
煙
る
鎌
倉
道

を
、
往
時
の
風
景
を
想
像
し
な
が
ら
歩
い
て
い
く
と
、
大
き
な
山
門
が
目
に
飛

び
込
ん
で
き
ま
し
た
。『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
「
其そ

の

つ
く
り
、
工
に
し
て

こ
と
に
高
し
」
と
記
さ
れ
る
福
壽
山 

地
蔵
院 

普
光
明
寺
の
山
門
で
す
。

享
保
年
間
（
一
七
一
六
︱
一
七
三
六
）
に
建
立
さ
れ
た
山
門
で
、
分
厚
い
欅
の

鏡
柱
と
冠
木
が
二
層
の
切
妻
屋
根
を
支
え
、
冠
木
の
左
右
に
は
鳳
凰
、
中
央
欄

間
に
は
透
彫
の
桐
の
花
が
豪
華
な
彫
刻
も
見
事
で
す
。
一
見
し
て
そ
の
重
厚
か

つ
壮
麗
な
趣
に
圧
倒
さ
れ
ま
す
。

山
門
を
く
ぐ
る
と
広
い
境
内
に
真
っ
直
ぐ
に
延
び
た
古
い
石
畳
の
参
道
が
、

先
ほ
ど
ま
で
降
っ
て
い
た
雨
に
濡
れ
て
輝
き
、
参
道
の
右
手
に
広
が
る
竹
林
の

風
情
と
相
俟
っ
て
清
澄
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。
竹
林
が
外
界
を
遮

断
し
て
く
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
境
内
に
入
る
と
外
の
喧
騒
か
ら
離

れ
て
、
時
を
越
え
て
き
た
か
の
よ
う
な
不
思
議
な
感
じ
を
抱
き
ま
す
。

︱
当
里
静
寂
の
地
な
り
。
田
村
麻
呂
は
大
和
田
の
地
を
そ
の
よ
う
に
評
し

た
と
い
い
ま
す
。
普
光
明
寺
の
境
内
は
今
も
そ
の
静
謐
を
湛
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

二層の屋根が目を引く普光明寺の山門。新座市の指定文化財であり、平成28年に屋根を中心に修復されました。奥に続く参道は
千体地蔵堂へと通じています。
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鎌
倉
殿
の
千
体
地
蔵

参
道
の
先
に
あ
る
中
門
を
く
ぐ
る
と
、
千
体
地
蔵

堂
と
称
さ
れ
る
三
間
四
方
の
朱
塗
り
の
お
堂
が
姿
を

現
し
ま
す
。
三
十
三
年
に
一
度
の
ご
開
帳
の
た
め
、

堂
内
を
拝
観
す
る
こ
と
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

新に
い

村む
ら

良り
ょ
う

雄ゆ
う

住
職
に
平
成
四
年
の
ご
開
帳
の
時
に
撮
影

さ
れ
た
千
体
地
蔵
尊
の
写
真
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

写
真
に
は
、
中
台
地
蔵
尊
と
よ
ば
れ
る
蓮
台
に
座

る
金
色
の
地
蔵
尊
と
、
そ
の
周
囲
に
無
数
の
小
さ
な

お
地
蔵
さ
ま
が
写
っ
て
い
ま
す
。徳
治
二
年（
一
三
〇
七
）

に
第
四
世
隆り

ゅ
う

賢け
ん

に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
普
光
明
寺
の
縁

起
に
は
、
中
台
地
蔵
尊
は
大
同
元
年
（
八
〇
六
）、
田

村
麻
呂
に
寺
の
建
立
を
願
い
出
た
十
輪
坊
と
い
う
僧

に
託
し
た
念
持
仏
で
あ
り
、
中
台
地
蔵
尊
を
取
り
囲

む
千
体
地
蔵
は
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）、
鎌
倉
二
代
将

軍
、
源
頼
家
が
征
夷
大
将
軍
の
官
位
を
受
け
る
際
に

大
願
成
就
を
祈

り
、
運
慶
作
の

一
千
体
の
地
蔵

尊
を
奉
納
し
本

尊
と
し
た
も
の

と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

残
念
な
が
ら

当
初
の
尊
像
は

宝
治
元
年

（
一
二
四
七
）
に

起
こ
っ
た
火
災

に
よ
っ
て
失
わ

れ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
焼
失

か
ら
間
も
な
く

し
て
十
四
世
紀

前
半
に
は
再
興

さ
れ
、
以
来

三
十
三
年
ご
と
に
ご
開
帳
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

「
千
体
地
蔵
尊
を
生
涯
で
三
回
拝
む
こ
と
の
で
き

た
人
は
、
極
楽
に
往
生
で
き
る
と
の
い
い
伝
え
が
あ

り
ま
す
」
と
良
雄
住
職
。
次
回
の
開
帳
は
令
和
七
年

春
。
ご
開
帳
に
携
わ
る
役
員
さ
ん
の
中
に
は
三
回
目

を
迎
え
る
人
も
い
て
、
み
な
さ
ん
張
り
切
っ
て
準
備

を
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

先
師
覚か

く

印い
ん

の
布
教

江
戸
時
代
の
普
光
明
寺
は
七
ヶ
寺
の
末
寺
を
有
し

た
地
域
の
中
心
寺
院
で
し
た
。
江
戸
時
代
末
期
の
先

師
覚
印
は
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
の
遍
路
を
は
じ
め
、

西
国
、
坂
東
、
秩
父
の
百
観
音
を
巡
礼
さ
れ
た
篤
信

の
僧
侶
で
も
あ
り
、
普
光
明
寺
の
住
職
だ
け
で
な

く
、
同
じ
大
和
田
地
区
に
あ
る
氷
川
神
社
の
別
当
も

つ
と
め
、
熱
心
に
地
域
の
宗
教
文
化
を
盛
り
上
げ
ま

し
た
。
現
在
も
毎
年
七
月
末
に
行
わ
れ
て
い
る
氷
川

神
社
の
「
は
だ
か
神
輿
」
で
渡
御
す
る
大
神
輿
は
、

地
域
の
五
穀
豊
穣
と
人
々
の
無
病
息
災
を
祈
る
た
め

に
覚
印
の
発
案
で
造
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て

い
ま
す
。

覚
印
は
布
教
に
も
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
た
よ
う
で
、

毎
年
八
月
に
本
堂
に
掛
け
ら
れ
る
地
獄
極
楽
図
の
二

幅
は
、
覚
印
が
自
ら
筆
を
と
っ
て
描
い
た
も
の
で
す
。

絵
図
に
描
か
れ
る
鬼
た
ち
の
表
情
は
ど
れ
も
コ
ミ
カ

ル
で
可
愛
ら
し
く
も
見
え
ま
す
が
、
絵
図
を
見
る
と

泣
き
出
し
て
し
ま
う
お
子
さ
ま
も
い
る
そ
う
で
す
。

①�普光明寺本堂　昭和59年に新築されました。規模は旧本堂と変わらず、間口10
間、奥行9間のたいへん大きく立派な本堂です。
②�銅板葺の屋根の形が特徴的な千体地蔵堂。33年に1度ご開帳され、次回のご開
帳は令和7年4月4日から6日までの3日間です。
③�千体地蔵堂の前に建てられた先師覚印の供養塔。塔の上に安置された地蔵尊は、
秘仏の中台地蔵尊と同じ御姿で彫られています。

①①

②② ③③
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笹さ
さ

竜り
ん

胆ど
う

に
お
も
う

覚
印
の
地
獄
絵
が
掛
け
ら
れ
る
本
堂
は
昭
和

五
十
九
年
に
落
成
さ
れ
ま
し
た
。
内
陣
に
は
室
町
時

代
に
造
立
さ
れ
た
不
動
明
王
と
二
童
子
、
そ
し
て
両

部
曼
荼
羅
が
本
尊
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
内
陣

の
格
天
井
に
描
か
れ
た
笹
竜
胆
の
絵
も
色
鮮
や
か
で

す
。
笹
竜
胆
は
源
氏
の
家
紋
。
頼
家
公
と
の
所
縁
か

ら
普
光
明
寺
の
寺
紋
と
し
て
本
堂
建
立
の
際
に
描
か

れ
た
そ
う
で
す
。
頼
家
公
は
十
八
歳
で
征
夷
大
将
軍

と
な
っ
て
か
ら
わ
ず
か
数
年
で
幕
府
内
で
の
権
力
争

い
の
果
て
に
、そ
の
座
を
追
わ
れ
命
を
落
と
し
ま
す
。

し
か
し
頼
家
公
が
蒔
か
れ
た
地
蔵
信
仰
の
種
は
、

し
っ
か
り
と
根
を
張
っ
て
花
を
つ
け
果
実
と
な
り
、

普
光
明
寺
の
歴
史
の
な
か
で
永
遠
に
伝
え
ら
れ
て
い

く
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
こ
の
お
寺
は
こ
れ
か
ら
も
竹
林
や
木
々
の
緑
に

触
れ
た
り
、
静
け
さ
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
自
然

豊
か
な
境
内
に
し
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
数
十
年
で
周
囲
は
開
発
が
進
み
、
新
し
い
住
宅

や
建
物
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の

お
寺
に
は
子
供
た
ち
の
遊
び
場
に
な
る
よ
う
な
広
い

境
内
が
あ
り
、
老
若
男
女
問
わ
ず
、
ふ
と
こ
の
お
寺

に
訪
れ
て
、
地
蔵
堂
や
本
堂
で
手
を
合
わ
せ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う
し
て
日
常
の
喧
騒
か
ら
少

し
離
れ
て
、
そ
っ
と
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る
だ
け

で
も
信
仰
心
は
育
ま
れ
る
と
思
う
の
で
す
」
と
良
雄

住
職
は
朗
ら
か
に
話
さ
れ
ま
す
。
副
住
職
の
浩こ

う

平へ
い

師

も「
こ
の
お
寺
に
伝
わ
る
歴
史
や
文
化
財
を
知
っ
て
い

た
だ
き
、
多
く
の
方
々
が
訪
れ
る
お
寺
に
な
る
よ
う

に
し
て
い
け
た
ら
」と
将
来
の
展
望
を
語
ら
れ
ま
す
。

令
和
七
年
春
、
千
体
地
蔵
尊
の
ご
開
帳
が
今
か
ら

と
て
も
待
ち
遠
し
い
で
す
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
伊
藤
尚
徳

撮
影
／
清
水
健
）

ACCESS アクセス
福壽山 普光明寺
〒352-0004 埼玉県新座市大和田4丁目13-30
車：関越自動車道所沢ICから約10分
電車：JR武蔵野線新座駅から徒歩約15分

254

463

109

113
普光明寺

179

柳瀬川駅柳瀬川駅 東武東上線

東武東上線

志木駅志木駅

所沢IC所沢IC

立教大学
●

立教大学
●

新座駅新座駅
JR武
蔵野
線

JR武
蔵野
線

④④ ⑤⑤

⑦⑦⑥⑥

④�⑤覚印自筆の地獄極楽絵の2幅。地獄の鬼たちはどこか可愛らしい表情で
す。中央に描かれる地蔵尊も秘仏中台地蔵尊と同じお姿です。
⑥�本堂内陣。ご本尊さまは二童子を従える不動明王で、室町時代に建立され

ました。
⑦�内陣の格天井に描かれた源氏の家紋、
笹竜胆。この紋は、普光明寺の寺紋と
しても受け継がれています。
⑧�⑨ご住職の新村良雄師と、副住職の新
村浩平師。先師たちが地域に育んだ地
蔵信仰と、歴史ある普光明寺の法灯を
守り伝えておられます。

⑧⑧ ⑨⑨
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「
有う

情じ
ょ
う

」

生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
有
情
と
い
い
ま
す
。
そ
の

中
で
と
り
わ
け
人
間
は
感
情
豊
か
で
、
愛
情
、
同
情
、

強
情
な
ど
心
の
状
態
を
表
す
言
葉
の
多
さ
に
も
そ
れ
が

表
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
心
は
御
し
難
く
、
複
雑
な
情
を
持
つ
が
故
に

苦
悩
が
多
い
の
も
ま
た
人
間
で
す
。

情
と
は
本
来
清
く
純
粋
な
心
の
は
た
ら
き
を
指
し
ま

す
。
た
と
え
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
思

い
や
り
や
優
し
さ
が
相
手
に
通
じ
た
と
き
は
何
と
も
い

え
な
い
嬉
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
う
い
う
人
情
が

好
き
で
す
。
善
き
人
間
ら
し
さ
を
大
切
に
養
っ
て
ゆ
き

た
い
も
の
で
す
。

小
お

川
が わ

 義
ぎ

隆
りゅう

（新潟県胎内市　乙
おっ

寳
ぽう

寺
じ

）
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―
そ
れ
仏
法
遥
か
に
あ
ら
ず

	

心
中
に
し
て
す
な
わ
ち
近
し

　
　真
如
外ほ

か

に
あ
ら
ず

	

身
を
棄
て
て
何い

づ
く

ん
か
求
め
ん

―

仏
の
教
え
（
さ
と
り
の
世
界
）
は
、
遥
か
遠
く
に
あ
る
も

の
で
は
な
い
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
心
の
中
に
す
で
に

備
わ
っ
て
い
て
、
と
て
も
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

真
理
は
私
た
ち
の
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
自
分
の

こ
の
身
体
を
捨
て
て
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
の
か
。

こ
の
言
葉
は
、
弘
法
大
師
・
空
海
（
以
下
、
お
大
師

さ
ま
）
が
著
し
た
『
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経ぎ
ょ
う

秘ひ

鍵け
ん

』
と
い
う
書
物

に
あ
る
も
の
で
す
。
大
変
に
有
名
な
お
言
葉
で
す
か

ら
、
す
で
に
ご
存
知
の
方
も
お
い
で
で
し
ょ
う
。
続

け
て
、

―
迷
悟
、
我
に
在
れ
ば

　
　
　す
な
わ
ち
発ほ

っ

心し
ん

す
れ
ば

　す
な
わ
ち
到
る

　
　明み

ょ
う

暗あ
ん

他
に
あ
ら
ざ
れ
ば

　
　
　す
な
わ
ち
信
修
す
れ
ば

　忽た
ち
ま

ち
に
証
す 

―

迷
い
と
か
悟
り
と
い
う
も
の
は
、
自
分
自
身
の
内
部
に

存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
さ
と
り
を
目
指
す
心
を
起
こ
せ

ば
、
そ
こ
に
到
達
で
き
る
。

明
る
い
（
さ
と
り
）
か
暗
い
（
迷
い
）
か
は
あ
く
ま
で
自

分
次
第
で
あ
り
、
仏
の
教
え
を
信
じ
、
実
践
す
れ
ば
、
た

ち
ど
こ
ろ
に
仏
の
世
界
が
現
れ
る
の
だ
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
が
初
め
て
こ
の
言
葉
に

出
会
っ
た
の
は
、
総
本
山
智
積
院
で
の
修
行
僧
時
代

の
こ
と
で
し
た
が
、「
な
る
ほ
ど
、
即そ

く

身し
ん

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

と
は

そ
う
い
う
こ
と
か
」
と
感
動
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
覚

え
て
い
ま
す
。

さ
て
、
お
大
師
さ
ま
が
日
本
に
「
密
教
」
を
も
た

ら
し
た
際
、
日
本
仏
教
界
に
は
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ン
が
巻
き
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
の
一

つ
は
、「
こ
の
身
こ
の
ま
ま
、
誰
で
も
仏
に
な
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
う
「
即
身
成
仏
」
を
説
く
教
え
で

あ
っ
た
た
め
で
す
。
お
大
師
さ
ま
以
前
の
仏
教
で
は

「
三さ

ん

劫ご
う

成
仏
」
と
い
い
、
仏
に
成
る
た
め
に
は
永
遠

に
近
い
時
間
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

一
劫
と
は
“
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
数
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
四
方
の
大
き
な
岩
が
あ
り
、
百
年
に
一
度
、
天

女
が
空
か
ら
舞
い
降
り
て
、
衣
の
裾
で
岩
を
な
で
る
。

つ
い
に
そ
の
岩
が
す
り
減
っ
て
な
く
な
っ
て
も
、
一

劫
に
も
満
た
な
い
”
な
ど
と
い
う
途
方
も
な
い
時
間

を
指
し
、
し
か
も
そ
れ
が
三
度
必
要
で
あ
る
、
そ
れ

だ
け
の
時
間
を
修
行
に
か
け
な
け
れ
ば
仏
に
は
な
れ

な
い
、
と
い
う
の
が
三
劫
成
仏
で
す
。

そ
こ
に
「
即
身
成
仏
」
を
説
く
新
仏
教
が
も
た
ら

さ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
大
き
な
衝
撃
で

「
生
き
る
力
」と
お
大
師
さ
ま

～
ご
宝
号
か
ら
始
ま
る
仏
さ
ま
へ
の
祈
り
～

安
ら
か
な
る
心
に
到
る
仏
道
修
行
～
写
経
・
写
仏
～
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あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

論
理
的
に
は
可
能
だ
が
現
実
的
に
は
不
可
能
で
あ

る
、
と
さ
れ
て
き
た
「
成
仏
」
に
つ
い
て
、
は
っ
き

り
と
「
で
き
る
！
」
と
お
大
師
さ
ま
は
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
す
。
秘
奥
を
窮
め
よ
う
と
思
え
ば
果
て
し
な

く
奥
深
い
密
教
で
す
が
、「
即
身
成
仏
」
へ
の
ヒ
ン

ト
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
そ
ん

な
視
点
か
ら
「
写
経
・
写
仏
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

言
葉
だ
け
の
理
解
を
超
え
、

全
身
で
体
得
す
る

「
こ
の
身
こ
の
ま
ま
で
仏
に
成
れ
る
！
」
と
は
い

え
、
当
然
そ
こ
に
は
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

修
行
法
を
「
三さ

ん

密み
つ

行ぎ
ょ
う

」
と
い
い
ま
す
。
私
た
ち
の
活

動
は
「
身
体
・
言
葉
・
心
」
の
三
つ
に
集
約
さ
れ
ま

す
が
、
こ
の
三
つ
そ
れ
ぞ
れ
に
仏
さ
ま
の
お
力
を
い

た
だ
き
な
が
ら
、
仏
さ
ま
に
近
づ
き
、
つ
い
に
は
一

体
と
な
っ
て
、
さ
と
り
の
世
界
に
向
か
う
修
行
の
こ

と
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
「
三
密
」
と
い
う
言

葉
が
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
大
き
く
流
行
し

ま
し
た
の
で
、
そ
の
名
誉
を
挽
回
し
た
い
と
こ
ろ
で

す
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
り
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
私
た
ち
人
間
は
“
言
葉
”
を
と
お
し
て
物

事
を
理
解
し
よ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
お
釈
迦
さ

ま
が
お
さ
と
り
に
な
っ
た
真
理
と
は
、
と
て
も
言
葉

だ
け
で
理
解
し
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言

葉
だ
け
に
頼
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
す
べ
て
を
掴
み

き
る
に
は
“
三
劫
”
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
言
葉
に
よ
る
理
解
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い

真
理
を
“
体
得
”
し
よ
う
、
と
い
う
の
が
三
密
行
と

い
う
修
行
で
す
。
次
に
述
べ
る
「
写
経
」
も
「
写

仏
」
も
、
ま
さ
に
“
体
験
的
な
”
仏
道
修
行
で
す
。

真
摯
な
気
持
ち
で
こ
れ
ら
の
修
行
に
臨
め
ば
、
言
葉

で
は
表
現
で
き
な
い
“
何
か
”
す
ば
ら
し
い
も
の
を

き
っ
と
体
得
で
き
る
で
し
ょ
う
。

「
写
す
」こ
と
は「
さ
と
り
へ
の
入
り
口
」

写
経
も
写
仏
も
、「
写
す
」
修
行
で
す
。
経
と
は

仏
さ
ま
の
教
え
で
す
か
ら
、
写
経
は
“
仏
さ
ま
の
教

え
を
写
す
”
修
行
で
す
。
一
方
写
仏
は
、
仏
さ
ま
の

お
姿
を
写
す
修
行
で
す
。
仏
さ
ま
の
お
姿
に
は
、
そ

の
仏
さ
ま
の
誓
願
や
は
た
ら
き
が
表
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
手
の
形
（
印
相
）
や
持
ち
物
、
あ
る
い

は
表
情
な
ど
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
言

葉
だ
け
で
は
理
解
し
が
た
い
深
奥
な
教
え
を
、
そ
の

お
姿
を
写
す
こ
と
で
具
体
的
に
体
現
し
よ
う
と
い
う

の
が
写
仏
修
行
で
す
。

頭
だ
け
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
難

し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
く
て
も
ま
ず
は
仏
さ
ま
の
教

え
に
触
れ
て
み
る
。
写
経
も
写
仏
も
そ
う
い
う
気
持

ち
で
構
い
ま
せ
ん
。
深
い
教
え
に
対
す
る
理
解
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ス
で
段
々
と
深
め
て
い
け
ば
よ
い

の
で
す
。
と
に
か
く
「
ま
ず
、
や
っ
て
み
る
」
と
い
う

こ
と
。
手
を
合
わ
せ
、
心
を
調
え
、
墨
を
す
る
。
そ

し
て
、
丁
寧
に
一
文
字
ず
つ
、
一
筆
ず
つ
「
写
す
」
修

行
に
臨
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
さ
と
り
へ
の

入
り
口
で
す
か
ら
、
安
ら
か
な
る
心
に
向
か
っ
て
い

る
と
い
え
る
の
で
す
。

写
経
・
写
仏
を
と
お
し
て

「
生
き
る
力
」
を
育
む

仏
教
に
は
「
功
徳
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
ま
す
が
、「
仏
道
を
歩
む
こ
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と
で
得
ら
れ
る
素
晴
ら
し
い
恵
み
」
と
い
え
ば
わ
か

り
や
す
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
ど
ん
な
こ
と
で

も
“
結
果
”
や
“
目
的
”
を
求
め
て
し
ま
う
生
き
物

で
す
か
ら
、「
と
に
か
く
や
っ
て
み
る
」
と
い
う
一

歩
を
踏
み
出
す
に
も
、「
で
は
そ
れ
で
何
が
得
ら
れ

る
の
か
」
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
写
仏
も
写
経

も
、
何
が
得
ら
れ
る
か
、
い
つ
得
ら
れ
る
か
、
は
人

そ
れ
ぞ
れ
で
、
実
際
に
や
っ
て
み
な
い
と
な
か
な
か

感
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
や
っ
て
み

る
、
続
け
て
み
る
と
、
何
か
を
感
じ
ら
れ
る
瞬
間
が

必
ず
訪
れ
ま
す
。
先
述
の
と
お
り
、
写
経
も
写
仏
も

「
仏
道
を
歩
む
修
行
」
で
す
か
ら
、
そ
の
実
践
に
は

必
ず
功
徳
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
供
養
」「
祈

願
」「
安
ら
か
な
人
生
」
な
ど
の
た
め
に
、
写
経
や

写
仏
を
実
践
さ
れ
る
方
も
多
い
よ
う
で
す
。

さ
て
、
私
た
ち
真
言
宗
智
山
派
で
は
、「
生
き
る
力

―
仏
さ
ま
に
祈
り
、
仏
さ
ま
と
出
会
う
」
を
旗
印

に
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
の
積
極
的
な
活
動
を
推
奨
し

て
お
り
ま
す
。
写
経
も
写
仏
も
、
そ
の
活
動
に
含
ま

れ
ま
す
。
皆
さ
ま
に
こ
れ
ら
の
修
行
を
お
す
す
め
す

る
理
由
は
、
そ
れ
が
皆
さ
ま
の
「
生
き
る
力
」
に
つ

な
が
る
か
ら
で
す
。
生
き
る
力
と
い
っ
て
も
ピ
ン
と

こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。「
安
ら
か
な
る
心
」

「
仏
さ
ま
と
共
に
生
き
て
い
る
と
い
う
実
感
」
と
い
え

ば
伝
わ
り
や
す
い
で
し
ょ
う
か
。
冒
頭
で
お
伝
え
し

ま
し
た
よ
う
に
、
仏
さ
ま
は
私
た
ち
の
内
に
す
で
に

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
私
も
、
あ

の
人
も
そ
の
人
も
み
ん
な
、
実
は
仏
さ
ま
な
の
で

す
。
そ
う
や
っ
て
誰
も
が
認
め
合
い
、
互
い
に
敬
い

合
え
る
世
界
こ
そ
、
私
た
ち
が
目
指
す
べ
き
理
想
の

世
界
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少
し
話
が
逸
れ
ま
し

た
が
、
私
た
ち
は
常
に
仏
さ
ま
と
共
に
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
し
か
し
、
た
だ
漫
然
と
人
生
を
送
る
だ

け
で
は
、
な
か
な
か
そ
の
こ
と
に
気
づ
け
な
い
。
内

な
る
仏
さ
ま
を
感
じ
ら
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
「
生

き
る
力
」
が
生
ま
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
、
そ
の
た
め

の
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
期
し
、
皆
さ
ま
に

写
経
や
写
仏
を
お
す
す
め
し
て
い
る
の
で
す
。

写
経
や
写
仏
の
具
体
例

最
後
に
、
写
経
や
写
仏
の
具
体
例
を
挙
げ
ま
す
。

写
経
と
し
て
有
名
な
の
は
『
般
若
心
経
』
で
す

が
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
短
い
も
の

だ
と
「
十
善
戒
」
な
ど
の
写
経
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら

に
取
り
組
み
や
す
い
も
の
と
し
て
、「
ご
宝
号
（
南

無
大
師
遍
照
金
剛
）」
を
写
す
修
行
が
あ
り
ま
す
。
本

年
は
、
お
大
師
さ
ま
ご
誕
生
千
二
百
五
十
年
の
吉
慶

の
年
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
大
師
さ
ま
へ
の
報
恩
謝

徳
の
気
持
ち
を
込
め
、
あ
る
い
は
引
き
続
き
お
見
守

り
く
だ
さ
い
と
い
う
願
い
を
胸
に
、
挑
戦
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

写
仏
の
一
例
と
し
て
、
私
が
修
行
僧
時
代
に
書
写

し
た
「
納
経
軸
」
中
の
写
仏
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

一
年
間
の
修
行
生
活
の
中
で
、
四
国
八
十
八
ヶ
所

を
遍
路
す
る
修
行
が
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
修
行
僧

は
、
事
前
に
お
大
師
さ
ま
を
写
仏
し
た
納
経
軸
を
用

意
し
て
、
す
べ
て
の
お
寺
を
お
参
り
し
ま
し
た
。
昨

今
流
行
り
の
「
御
朱
印
帳
」
も
持
ち
運
び
に
は
便
利

で
す
が
、
よ
り
手
間
と
時
間
を
か
け
る
納
経
軸
も
、

四国八十八ヶ所の納経軸。筆者が修行僧時代に
中央のお大師さまを写仏しました。
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「ウェルビーイング」心豊かに生きる（渡邊淳司） ......................28
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...........................................................................................................30
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成
満
の
際
の
喜
び
は
ひ
と
し
お
で
す
。

以
上
、
今
回
の
記
事
を
と
お
し
、
お
大
師
さ
ま
の

教
え
に
触
れ
、
ま
た
写
経
や
写
仏
に
少
し
で
も
興
味

関
心
を
抱
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
皆
さ
ま

が
常
に
仏
さ
ま
と
共
に
あ
り
、
安
ら
か
な
る
心
に
て

お
過
ご
し
い
た
だ
け
る
こ
と
を
心
よ
り
願
っ
て
お
り

ま
す
。�

合
掌

南
無
大
師
遍
照
金
剛

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
平
野
隆
光
）

宗祖弘法大師ご誕生1250年ロゴマーク
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表 紙
桜（サツマベニ）とヒヨドリ
長野県

ソメイヨシノより一足早く咲
くサツマベニに鳥たちも歓喜の
声を上げて訪れる。日溜りの中
で凛とした佇まいに生命の躍動
を感じる。賑わう花の森にパワ
ーを与えられる貴重な時空間で
ある。

P5 菜の花畑と環水平アーク
長野県

菜花の里、信州飯山は4月
末から黄色一色に染まる。彼
方まで続く花畑に環水平アー
ク（逆さ虹）が出現。天気の
変わり目に多く見られる現象
だが、自然の力の妙を感じざ
るを得ない。

撮影・解説／岡田光司
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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
一
二
号
　令
和
五
年
三
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

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
・
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

14
時
よ
り（
受
付
13
時
30
分
よ
り
）

※
8
月
と
12
月
は
8
日

於
　智
積
院
金
堂
地
下
ホ
ー
ル

（
参
加
灯
明
料
五
百
円
・

�

要
事
前
申
込 

定
員
20
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（
水
）

4
月
7
日（
金
）

※
花
ま
つ
り
灌
仏
会
法
要�

11
時
30
分
よ
り

5
月
8
日（
月
）

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
16
日
　
　談
志
一
門
会

4
月
20
日
　
　三
遊
亭

5
月
18
日
　
　談
志
一
門
会

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
）

3
月
28
日（
火
）

※�

4
月
以
降
の
開
催
日
に
つ
い
て
は�

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�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

「総本山智積院 宝物館」は、
令和5年4月4日にオープン予定です。
国宝障壁画やこれまで公開していなかった
宝物の数々を展示いたしますので、
是非ご来館ください。

「智積院展示収蔵庫が新しく宝物館として生まれ変わります」

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
5
年
2
月

現
在
、
令
和
5
年
8
月
ま
で
の
ご
予
約
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

【お問い合わせ】
真言宗智山派	
教化部展示収蔵課

TEL	075-532-5655
FAX	075-532-5656国宝障壁画

「桜図」




