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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

東
大
寺
の
大
仏
さ
ま
（
奈
良
の
大
仏
）
は
、
皆
さ
ま
ご
存
知
で
す
よ
ね
。「
何

度
も
参
拝
し
て
い
る
」「
修
学
旅
行
で
参
拝
し
た
」「
行
っ
た
こ
と
な
い
け
ど

知
っ
て
る
よ
」
と
い
う
方
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
大
仏
さ
ま
の

正
式
名
称
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
東
大
寺
は
華
厳
宗
の
大
本
山
で
あ
り
、
そ

の
教
え
は
『
華け

厳ご
ん

経き
ょ
う

』
を
根
本
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、『
華
厳
経
』
の
中

心
的
な
仏
さ
ま
が
奈
良
の
大
仏
で
あ
る
盧る

舎し
ゃ

那な

仏ぶ
つ

（
毘び

盧る

遮し
ゃ

那な

仏ぶ
つ

）
で
す
。

東
大
寺
は
、
聖
武
天
皇
の
発
願
で
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
に
開
眼
供

養
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
後
に
複
数
回
焼
損
し
た
た
め
、
現
在
私
た
ち
が
目
に

し
て
い
る
大
仏
さ
ま
は
、
江
戸
期
（
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
開
眼
供
養
）
に
再

建
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
復
興
時
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
伝
わ
る
大
仏
さ
ま

が
、
現
在
智
山
派
の
寺
院
に
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
寺
院
探
訪
で
は
、
そ
の
大
仏
さ
ま
を
参
拝
す
べ
く
三
重
県
伊
賀
市
の

新
大
佛
寺
を
訪
れ
ま
し
た
。
実
は
三
重
県
に
は
新
大
佛
寺
、
そ
し
て
塔た

っ

頭ち
ゅ
う

（
一

山
内
に
あ
る
小
寺
院
）
の
成
願
寺
の
二
ヶ
寺
し
か
智
山
派
の
寺
院
は
な
い
の
で
す
。

新
大
佛
寺
は
伊
賀
の
山
間
に
建
ち
、
伊
賀
鉄
道
伊
賀
線
の
上
野
市
駅
よ
り
バ

ス
で
四
十
分
程
か
か
る
場
所
に
あ
り
ま
す
。
バ
ス
自
体
も
一
時
間
に
一
本
程
し

か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
回
は
車
で
お
伺
い
し
ま
し
た
。
前
日
の
春
を
思
わ
せ

る
暖
か
な
日
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
取
材
に
訪
れ
た
三
月
二
日
は
、
冷
た
い
小

雨
が
パ
ラ
つ
く
天
候
で
、
駐
車
場
で
待
ち
合
わ
せ
た
カ
メ
ラ
マ
ン
は
ダ
ウ
ン

平成7年、「新大佛寺開創800年」「興教大師850年御恩忌」の記念事業として建立された大門（仁王門）。
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コ
ー
ト
を
着
込
ん
で
い
ま
し
た
。
さ
す
が
に
コ
ー
ト

を
着
た
ま
ま
の
取
材
は
失
礼
か
と
、
コ
ー
ト
を
車
に

残
し
訪
れ
ま
し
た
。
案
の
定
そ
の
寒
さ
が
身
に
沁
み

ま
し
た
が
、
そ
の
寒
さ
も
吹
き
飛
ぶ
素
晴
ら
し
い
寺

院
で
し
た
。

阿
波
の
大
仏
さ
ん

駐
車
場
か
ら
見
え
る
立
派
な
大
門
を
く
ぐ
り
、
大

門
の
横
に
あ
る
寺
務
所
へ
う
か
が
う
と
、
ご
住
職
が

出
迎
え
て
く
だ
さ
り
、
ま
ず
は
大
仏
が
祀
ら
れ
て
い

る
宝
蔵
庫
を
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
階
に
は

大
仏
建
立
当
時
の
石
製
の
台
座
が
飾
ら
れ
て
い
ま

す
。
獅
子
な
ど
が
浮
彫
さ
れ
、
創
建
当
時
よ
り
一
回

り
小
さ
く
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
も
そ

の
大
き
さ
に
目
を
奪
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
二
階
に
上

が
る
と
、
地
元
で
は
「
阿
波
の
大
仏
さ
ん
」
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
る
、
高
さ
四・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
毘

盧
遮
那
仏
が
中
央
に
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
向
か
っ
て

左
に
は
俊し

ゅ
ん

乗じ
ょ
う

房ぼ
う

重ち
ょ
う

源げ
ん

上
人
座
像
、
右
に
は
重
源
上
人

作
の
木
像
僧
形
座
像
が
祀
ら
れ
、
重
源
上
人
作
の
五

輪
塔
板
塔
婆
が
供
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
重
厚
さ
、

絢
爛
さ
に
思
わ
ず
手
を
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。

伊
賀
別
所

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
平た

い
ら
の

重し
げ

衡ひ
ら

に
よ
り
奈
良
東

大
寺
は
、
大
仏
殿
を
は
じ
め
伽
藍
の
大
半
が
焼
か
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
翌
年
、
重
源
上
人
は

六
十
一
歳
で
勧
進
職
に
任
じ
ら
れ
て
、
そ
の
後
半
生

を
東
大
寺
の
復
興
に
捧
げ
る
の
で
す
。
重
源
上
人
が

東
大
寺
大
仏
再
建
の
た
め
に
各
地
に
設
け
た
拠
点
寺

院
が
七
ヶ
寺
あ
り
、
東
大
寺
七
別
所
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
伊
賀
別
所
と
し
て
上
人
が

開
山
さ
れ
た
の
が
新
大
佛
寺
な
の
で
す
。
上
人
が
建

立
さ
れ
た
各
別
所
は
、
丈
六
阿
弥
陀
如
来
像
の
安
置

を
基
本
と
し
、
新
大
佛
寺
の
大
仏
も
当
初
は
丈
六
阿

弥
陀
如
来
立
像
（
像
高
は
約
五・
〇
三
メ
ー
ト
ル
）
と
、

観
音
菩
薩
・
勢
至
菩
薩
の
阿
弥
陀
三
尊
像
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
当
時
の
姿
を
拝
見
で
き
な
い
の
は
残
念
で

す
が
、
実
は
新
大
佛
寺
で
建
立
さ
れ
た
阿
弥
陀
三
尊

像
と
双
璧
を
な
し
た
、
阿
弥
陀
三
尊
像
が
現
存
し
て

い
る
の
で
す
。
七
別
所
の
一
つ
、
播
磨
別
所
の
浄
土

寺
（
兵
庫
県
小
野
市 

高
野
山
真
言
宗
）
に
、
同
じ
仏
師

快
慶
が
宋
の
仏
画
を
モ
デ
ル
と
し
刻
ま
れ
た
国
宝
の

阿
弥
陀
三
尊
像
が
現
存
し
て
い
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
か
ら
毘
盧
遮
那
仏
へ

新
大
佛
寺
も
時
代
と
と
も
に
幾
多
の
盛
衰
を
た
ど

り
、
戦
国
時
代
の
末
頃
に
は
か
な
り
荒
れ
果
て
、
江

戸
期
の
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
に
は
、
阿
弥
陀

三
尊
像
が
倒
壊
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
貞
享

五
年
（
一
六
八
八
）、
伊
賀
出
身
の
松
尾
芭
蕉
が
こ
の

地
を
通
り
か
か
り
、
草
に
覆
わ
れ
苔
む
し
た
石
の
台

①�石造基壇（重要文化財）　丈六阿弥陀如来立像
の石製の須弥壇、宋国人の伊行末という石
工の作。獅子文様が美しい。
②�毘盧遮那仏座像（重要文化財）　阿波の大仏さ
んと親しまれている。阿波はこの地の地名か
ら。光背の裏にも雲などが浮彫にされている。
③�重源上人座像（重要文化財）　重源上人は13歳
の時、醍醐寺で出家し、後に浄土宗の開祖
法然にも学ぶ。学問より造寺造仏、道や橋
の修復など作善活動の道を歩んだ。
④�僧形座像（重要文化財）・五輪塔板塔婆（重要文
化財）　重源上人自作の五輪塔板塔婆は表面
に1036体の仏像、裏には宝筐印陀羅尼が彫
られている。一刷りで千仏供養ができ、上人
は空に向かって印仏をされていたと伝わる。

①① ②②

③③ ④④
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座
を
見
て
「
丈
六
に
　
か
げ
ろ
う
高
し
　
石
の
上
」

と
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）、
倒
壊
し
た
阿
弥
陀
如
来
の

残
さ
れ
た
頭
部
に
胴
体
部
を
補
作
し
、
毘
盧
遮
那
仏

と
し
て
今
私
た
ち
が
参
拝
し
て
い
る
大
仏
さ
ま
が
再

建
さ
れ
た
の
で
す
。
現
在
大
仏
殿
に
は
、
釈
迦
如
来

が
ご
本
尊
さ
ま
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず

れ
は
宝
蔵
庫
か
ら
元
の
大
仏
殿
へ
お
戻
り
い
た
だ
き

た
い
と
ご
住
職
は
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
宝
蔵
庫

に
安
置
さ
れ
た
大
仏
さ
ま
も
荘
厳
で
す
が
、
や
は
り

大
仏
殿
に
お
戻
り
い
た
だ
け
た
ら
、
欄
間
に
描
か
れ

る
天
女
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う

と
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
日
が
来
る
の
が
楽
し
み
で
す
。

大
仏
さ
ま
、
そ
し
て
大
仏
殿
の
素
晴
ら
し
さ
に
圧

倒
さ
れ
ま
し
た
が
、
大
仏
殿
内
の
奥
に
あ
る
護
摩
祈

祷
堂
、
岩
屋
不
動
尊
も
圧
巻
で
し
た
。
大
仏
殿
の
ご

本
尊
さ
ま
を
参
拝
し
、
そ
の
ま
ま
ご
本
尊
さ
ま
の
裏

に
回
る
と
そ
こ
が
護
摩
堂
と
な
っ
て
い
ま
す
。
護
摩

壇
の
奥
、
正
面
は
ガ
ラ
ス
扉
と
な
っ
て
お
り
、
外
に

は
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
石
像
の
お
不
動
さ
ま
が

聳
え
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
参
拝
席
か
ら
は

そ
の
大
き
さ
の
た
め
、
胴
体
部
分
、
利り

剣け
ん

や
羂け

ん

索さ
く

を

持
つ
腕
し
か
見
え
ず
、
お
顔
が
見
え
ま
せ
ん
。
し
か

し
大
丈
夫
で
す
。
護
摩
祈
祷
の
際
は
内
陣
参
拝
が
で

き
、
お
顔
ま
で
し
っ
か
り
拝
見
し
、
参
拝
で
き
る
そ

う
で
す
。

他
に
も
現
在
本
堂
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
上
人

堂
や
大
師
堂
、
鐘
楼
堂
を
始
め
、
境
内
は
十
一
棟
も

の
諸
堂
か
ら
な
り
、
山
中
に
は
一
キ
ロ
に
及
ぶ
西
国

三
十
三
所
霊
場
め
ぐ
り
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
取

材
時
も
き
れ
い
に
咲
き
誇
っ
た
梅
の
花
が
出
迎
え
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
春
夏
秋
冬
折
々
の
花
々
が
咲
き

誇
る
新
大
佛
寺
へ
是
非
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
上
村
正
健

撮
影
／
竹
本
り
か
）

ACCESS アクセス
五宝山 新大佛寺
〒518-1417 三重県伊賀市富永1238番地
車：名阪国道南在家ICから約20分
電車：伊賀鉄道伊賀線上野市駅よりバスで約40分

名阪国道
中瀬IC
名阪国道
中瀬IC

上野駅上野駅

伊賀線伊賀線

南在家IC南在家IC

白藤の滝
　●
白藤の滝
　●

●敢國神社●敢國神社

佐那
具駅

佐那
具駅

関西
本線

関西
本線

新堂
駅

新堂
駅

新大佛寺

677

668

56

25

163
茅
町
駅

茅
町
駅

⑤�大仏殿ご本尊釈迦如来　大仏殿は間口6間半、
奥行8間半の大仏様式。欄間に描かれる天女に
目を奪われる。この奥に護摩堂がある。
⑥�岩屋不動尊　導師の目線で撮影させていただい
た。参列席からは残念ながらお顔まで見えない。
⑦�松本昇正住職　悩みや苦しみがあってお寺に
訪れた参拝者が、笑顔でお帰りいただけるお寺
を目指していきたいと語られた。

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦
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「
掌

た
な
ご
こ
ろ

」

掌
と
は
「
手
の
こ
こ
ろ
」
を
意
味
し
ま
す
。

手
の
内
を
明
か
す
、
手
の
ひ
ら
を
返
す
と
い
う
よ
う

に
自
ら
の
心
の
内
実
を
「
手
の
こ
こ
ろ
」
と
し
て
表
し

て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
仏
さ
ま
や
ご
先
祖
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る

と
い
う
姿
は
、
ま
さ
し
く
仏
さ
ま
や
ご
先
祖
さ
ま
の

「
こ
こ
ろ
」
と
今
を
生
き
る
私
の
「
こ
こ
ろ
」
を
ひ
と
つ

に
合
わ
せ
る
姿
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

掌
を
合
わ
せ
、
仏
さ
ま
や
ご
先
祖
さ
ま
の
真
心
を
感

じ
て
、
私
の
生
き
る
力
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
。�

合
掌

堀
ほ り

井
い

 隆
りゅう

祥
しょう

（福井県坂井市　圓
えん

福
ぷく

院
いん

）
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お
大
師
さ
ま
ご
誕
生
千
二
百
五
十
年

令
和
五
年
は
、
弘
法
大
師
空
海
（
お
大
師
さ
ま
）
が

ご
誕
生
さ
れ
て
千
二
百
五
十
年
と
い
う
節
目
の
年
を

迎
え
ま
す
。

私
た
ち
真
言
宗
の
宗
祖
で
あ
る
お
大
師
さ
ま
は
、

宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
六
月
十
五
日
に
讃
岐
の
国
（
香

川
県
）、
現
在
の
善
通
寺
の
地
に
て
お
生
ま
れ
に
な
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
は
、
春
に
芽
吹
い
た
若
葉
が
沢

山
の
光
を
浴
び
て
緑
に
力
強
さ
が
増
し
、
青
葉
の
盛

り
を
迎
え
る
時
期
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
真
言
宗
中

興
の
祖
で
あ
る
興
教
大
師
覚
鑁
上
人
の
お
生
ま
れ
に

な
っ
た
の
が
、
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
六
月
十
七

日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
総
本
山
智
積
院
を
は
じ
め

多
く
の
寺
院
で
は
、
六
月
十
五
日
に
こ
の
両
祖
大
師

の
ご
生
誕
を
お
祝
い
す
る
「
青
葉
ま
つ
り
」
が
開
か

れ
て
い
ま
す
。
令
和
四
年
か
ら
お
大
師
さ
ま
ご
誕
生

千
二
百
五
十
年
を
お
祝
い
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
慶
讃
事

業
が
展
開
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
令
和
五
年
の
青
葉

ま
つ
り
が
そ
の
集
大
成
と
な
り
ま
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
昔
か
ら
「
大
師
は
弘
法
に

取
ら
れ
、
太
閤
は
秀
吉
に
と
ら
れ
」
と
い
わ
れ
ま

す
。
大
師
と
は
、
朝
廷
か
ら
偉
大
な
僧
侶
に
送
ら
れ

る
お
名
前
「
諡
（
お
く
り
な
）」
の
こ
と
で
、
日
本
に
は

こ
れ
ま
で
二
十
八
人
の
大
師
が
誕
生
し
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
日
本
で
一
番
最
初
に
大
師
号
を
い
た
だ

い
た
方
は
、
天
台
宗
の
伝
教
大
師
最
澄
上
人
で
す
。

お大師さまと歩むことから始まる、
仏さまとの出会い

―お大師さまご誕生千二百五十年というご縁に感謝―
弘法大師空海ご誕生1250年慶讃開白法要が、令和4年10月5日に勤修されてより、
令和5年の6月15日まで、総本山智積院ではさまざまな慶讃法要が営まれ、お大師さまへの祈りが捧げられます。
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し
か
し
な
が
ら
〝
お
大
師
さ
ま
〟
と
い
う
と
、
弘

法
大
師
空
海
さ
ま
を
思
い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
の

で
、
先
の
こ
と
わ
ざ
を
耳
に
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
お
大
師
さ
ま
は
皆
さ

ま
に
親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
に

目
を
向
け
て
み
る
と
、
自
ず
と
お
大
師
さ
ま
へ
の
感

謝
の
念
が
湧
い
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

人
々
を
救
う
お
大
師
さ
ま

お
大
師
さ
ま
は
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）、
唐
（
今

の
中
国
）
に
お
い
て
師
匠
で
あ
る
恵け

い

果か

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

か
ら
真

言
密
教
の
教
え
を
す
べ
て
伝
授
さ
れ
、
日
本
に
伝
え

ま
し
た
。
そ
の
教
え
を
も
と
に
高
野
山
で
開
か
れ
た

の
が
真
言
宗
で
す
。
恵
果
阿
闍
梨
か
ら
は
、「
真
言
密

教
の
教
え
は
す
べ
て
あ
な
た
に
伝
え
た
か
ら
、
一
刻
も

早
く
日
本
に
戻
り
、
人
々
を
幸
せ
に
し
な
さ
い
」
と

い
う
遺
言
を
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
言
葉
を
胸
に
、

日
本
に
お
い
て
人
々
の
幸
せ
の
た
め
に
尽
く
さ
れ
ま

し
た
。
紀
伊
の
国
（
和
歌
山
）
の
高
野
山
や
京
の
都
に

建
つ
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
に
お
い
て
人
々
の
安
寧
を

祈
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
唐
に
渡
っ
た
時
に
得

た
当
時
最
新
の
知
識
を
も
っ
て
、
灌
漑
用
池
の
「
満ま

ん

濃の
う

池い
け

」
を
修
築
し
た
り
、
庶
民
が
無
償
で
学
ぶ
こ
と

が
で
き
た
学
校
で
あ
る
「
綜し

ゅ

芸げ
い

種し
ゅ

智ち

院い
ん

」
を
創
建
し

た
り
し
ま
し
た
。
宮
中
で
は
国
の
安
寧
を
祈
る
「
後ご

七し
ち

日に
ち

御み

修し

法ほ

」
も
行
わ
れ
ま
す
。
人
々
を
救
い
た
い

と
願
う
そ
の
思
い
は
、
晩
年
、
高
野
山
奥
の
院
で
営

ま
れ
た
法
要
「
萬ま

ん

燈ど
う

会え

」
に
て
「
す
べ
て
の
人
々
が

救
わ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
私
の
願
い
で
あ
る
」
と
い
っ
た

意
味
の
祈
願
文
を
読
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
お

大
師
さ
ま
が
、
人
々
の
幸
せ
を
願
っ
て
尽
く
さ
れ
た

活
動
の
こ
と
を
「
済さ

い

世せ
い

利り

人に
ん

」
と
い
い
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
は
、
承
和
二
年（
八
三
五
）三
月
二
十
一

日
に
六
十
二
歳
で
ご
入
定
さ
れ
ま
す
。
ご
入
定
と

は
、
今
で
も
高
野
山
の
奥
の
院
で
禅
定
に
入
ら
れ

て
、
人
々
の
幸
せ
を
願
い
続
け
て
い
る
こ
と
を
い
い

ま
す
。
ま
た
お
大
師
さ
ま
は
、「
仏
さ
ま
の
世
界
か

ら
皆
を
見
守
っ
て
い
る
か
ら
、
私
の
名
前
を
聞
き
、

真
言
宗
の
教
え
を
し
っ
か
り
と
守
っ
て
精
進
し
な
さ

い
」
と
い
う
お
言
葉
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
お
大
師
さ
ま
は
、
仏
さ
ま

と
同
体
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
々
を
救
う
た
め
に
今

で
も
私
た
ち
を
お
見
守
り
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
真
言
宗
を
開
か
れ
た
宗

祖
以
上
の
尊
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

お
遍
路
さ
ん
と
お
大
師
さ
ま

お
大
師
さ
ま
を
と
て
も
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
体
験

お大師さまは、弥勒菩薩のいらっしゃる兜
と

率
そつ

天
てん

に赴かれ、弥勒菩薩がこ
の世に降りて来るときに、一緒に降りてきて、人々を救ってくださると
いわれています。� 画／三船毅志
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に
、
四
国
遍
路
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
四
国
八
十
八
ヶ

所
霊
場
を
巡
る
人
を
「
お
遍
路
さ
ん
」と
呼
び
ま
す
。

お
遍
路
さ
ん
は
菅
笠
を
被
り
、
背
中
に
お
大
師
さ
ま

の
仏
さ
ま
と
し
て
の
お
名
前
で
あ
る
「
南な

無む

大だ
い

師し

遍へ
ん

照じ
ょ
う

金こ
ん

剛ご
う

」
と
書
か
れ
た
お
い
ず
る
を
着
て
金
剛
杖
を

突
き
、
各
々
が
八
十
八
ヶ
所
成
満
を
目
指
し
ま
す
。

「
南
無
」
は
、
あ
な
た
を
敬
い
ま
す
と
い
う
意
味
の

帰
依
を
表
し
ま
す
。「
遍
照
金
剛
」
は
、
恵
果
阿
闍

梨
か
ら
い
た
だ
い
た
お
名
前
で
、
大
日
如
来
と
い
う

仏
さ
ま
を
表
し
ま
す
。「
遍
照
」
は
遍あ

ま
ね

く
照て

ら
す
と

読
み
、
私
た
ち
を
隅
々
ま
で
明
る
く
照
ら
し
て
お
見

守
り
く
だ
さ
る
と
い
う
意
味
で
す
。「
金
剛
」
と
は
、

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
よ
う
に
硬
い
も
の
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
硬
い
も
の
で
私
た
ち
の
災
い
を
打
ち
砕
い

て
く
だ
さ
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
常
に
お
遍
路
さ

ん
を
見
守
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
お
大
師
さ
ま
な

の
で
す
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
の
中
か
ら
実

感
す
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ら
い
道
中
で
の
体
験
や

「
お
接
待
」
の

優
し
さ
に
触
れ

る
こ
と
で
得
る

感
謝
の
気
持
ち

な
ど
か
ら
見
出

さ
れ
ま
す
。で

す
か
ら
、実
際

に
遍
路
を
し

て
、
こ
の
よ
う

な
気
持
ち
を
体

得
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
よ

う
に
お
大
師
さ

ま
が
お
遍
路
を
し
て
い
る
私
を
、
い
つ
も
見
守
っ
て

く
だ
さ
る
と
実
感
し
て
巡
る
こ
と
を
「
同
行
二
人
」

と
い
い
ま
す
。
お
大
師
さ
ま
の
や
さ
し
さ
に
導
か
れ

た
お
遍
路
さ
ん
は
、
手
を
合
わ
せ
て
「
南
無
大
師
遍

照
金
剛
」
と
お
唱
え
し
、
そ
こ
に
お
大
師
さ
ま
の
面

影
を
見
出
し
ま
す
。
お
大
師
さ
ま
に
見
守
ら
れ
て
い

る
と
感
じ
る
こ
と
は
、
心
に
安
ら
ぎ
が
生
ま
れ
、
自

身
の
生
活
が
生
き
生
き
と
し
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

日
々
の
暮
ら
し
と
お
大
師
さ
ま

私
た
ち
は
日
々
の
暮
ら
し
で
も
、
お
大
師
さ
ま
に

見
守
ら
れ
て
い
ま
す
。「
同
行
二
人
」
は
特
別
な
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
手
に
「
金こ

ん

剛ご
う

合が
っ

掌し
ょ
う

」
を
結
び

お
大
師
さ
ま
の
ご
宝
号
「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
を

お
唱
え
す
る
。
自
分
の
暮
ら
し
が
日
々
安
寧
で
あ
る

こ
と
を
願
い
、
手
を
合
わ
せ
ご
宝
号
を
お
唱
え
し
た

「私たちの目標」啓発ポスター
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」という目標をかかげ、仏さまに祈り出会うよろ
こびを体得していただく実践を推奨しています。

アタリ

金剛合掌　この合掌は、両手の指
を交互に交えて合わせます。指を
交互に固く結ぶことで、仏さまと
のより固いご縁をいただく合掌です。

イラスト／長谷川優

四国遍路では、いつもお大師さま
がお見守りくださり、ともに歩むこ
とを実感しながら、長い道のりを
進みます。� 写真提供／PIXTA
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時
、
そ
こ
に
は
お
大
師
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
皆
さ
ま
の
菩
提
寺
に
こ
の
「
私
た
ち
の
目
標
」

啓
発
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
っ
た
ら
よ
く
ご
覧
く
だ

さ
い
。
そ
こ
に
は

「
お
大
師
さ
ま
は

　い
つ
も
あ
な
た
と
と
も
に

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

　お
唱
え
し
ま
し
ょ
う

南
無
大
師
遍
照
金
剛
」

と
あ
り
ま
す
。
お
大
師
さ
ま
を
感
じ
て
手
を
合
わ
せ

る
。
そ
の
安
心
感
こ
そ
が
、
皆
さ
ま
の
生
き
る
力
を

育
み
ま
す
。�

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員

　倉
松
隆
嗣
）

宗祖弘法大師ご誕生1250年ロゴマーク
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表 紙
白川郷、夏の朝
岐阜県

夏の早朝、世界遺産・白川郷
を見渡せる展望台を訪れた。前
夜の雨の残りなのか、集落を囲
うように連なる山並みから羽衣
のような霧がなめらかにすべり
降りてくる。稲の青がよりいっ
そう青々と鮮やかになった。

P5 蓮の蕾にトンボ
山形県

「日本の棚田100選」のひ
とつ、四ケ村棚田の隣に、美
しい蓮の池があった。よく見
ると、蓮の花の上にはたくさ
んの蜻蛉が飛び交っている。
真夏のうだるような暑い日だ
ったが、すぐそこに秋の気配
を感じた。

撮影・解説／竹本りか
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月
十
六
日
第
三
種
郵
便
物
認
可
「
生
き
る
力SH

IN
G

O
N

」
第
一
一
三
号
　令
和
五
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

平
成
十
年
十
二
月
十
六
日
第
三
種
郵
便
物
認
可
　第
一
一
三
号
　令
和
五
年
六
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

6
月
8
日（
木
）

8
月
8
日（
火
）

※�

7
月
7
日（
金
）は
施
餓
鬼
会
法
要（
15
時

よ
り
）を
行
い
ま
す
。

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
二
千
円
）

6
月
15
日
　
　三
遊
亭

7
月
20
日
　
　談
志
一
門
会

8
月
17
日
　
　三
遊
亭

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
）

6
月
20
日（
火
）

※
7
月
8
月
は
開
催
無
し
。

Instagram

総本山智積院 宿坊智積院会館

Facebook

総本山智積院

長谷川等伯一門による「楓図」・「桜図」をはじめとした国宝障
壁画群を適切なライティングにより彩り豊かに展示するととも
に、「松に立葵図」が収められていた当時の大書院の様子を再現
した展示も行います。
さらに、これまで非公開であった智積院が有する約八万点の
収蔵品（宝物や高僧の著作などの貴重な古文書）を、季節に合わせ
順次公開していきます。皆さまのご来館をお待ちしております。

「総本山智積院展示収蔵庫 宝物館がオープンしました」

宿
坊 

智
積
院
会
館

一
泊
朝
食
付
き
プ
ラ
ン

　
　
　
　
　9
、0
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
6
月

現
在
、
令
和
5
年
12
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

拝観料

一般 ............... 500円
中高生 ............ 300円
小学生 ............ 200円
（小学生未満無料）

拝観時間
9：00～16：30
（最終受付16：00）

三校
　

113唐
糸

太
刀
川


