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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

茨
城
県
の
最
北
西
部
、
久
慈
郡
大だ

い

子ご

町
。
町
の
中
心
を
悠
々
と
流
れ
る

久
慈
川
は
、
茨
城
県
と
福
島
県
の
県
境
に
そ
び
え
る
八や

溝み
ぞ

山さ
ん

の
麓
を
源
流

に
、
日
本
有
数
の
鮎
の
釣
場
と
し
て
知
ら
れ
る
清
流
で
す
。
日
本
三
大
名

瀑
に
名
を
連
ね
る
名
勝
袋
田
の
滝
は
、
別
名
「
四
度
の
滝
」
と
も
い
わ
れ

ま
す
。
西
行
法
師
が
、「
こ
の
滝
は
四
季
に
一
度
ず
つ
来
て
見
な
け
れ
ば

真
の
風
趣
は
味
わ
え
な
い
」
と
称
え
た
こ
と
が
由
来
と
も
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
袋
田
温
泉
を
は
じ
め
、
大
子
、
月
居
と
い
っ
た
県
内
随
一
の
温
泉
郷

は
、
多
く
の
文
人
墨
客
を
迎
え
て
き
ま
し
た
。

大
子
は
古
代
か
ら
久
慈
川
と
支
流
の
水
利
に
恵
ま
れ
、
縄
文
時
代
、
奈

良
・
平
安
時
代
の
遺
跡
が
多
く
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
入
る

と
、
水
戸
藩
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
政
治
・
経
済
・
物
流
の
中
心

地
と
し
て
栄
え
ま
す
。
現
在
の
大
子
町
は
昭
和
三
十
年
に
一
町
八
ヶ
村
が
合

併
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
当
時
四
万
三
千
余
人
の
人
口
は
今
、
一
万
五
千
人

と
減
少
し
ま
し
た
が
、
歴
史
、
文
化
、
そ
し
て
雄
大
な
自
然
環
境
を
生
か

し
、
観
光
入
込
客
数
は
年
間
一
〇
〇
万
人
を
超
え
ま
す
。

本
日
訪
れ
る
性
德
寺
は
ま
ぼ
ろ
し
の
霊
場
と
い
わ
れ
る
、
常
陸
国
三
十
三

観
音
霊
場
の
一
つ
を
継
承
し
て
い
る
お
寺
で
す
。
袋
田
の
滝
か
ら
二
十
分

ほ
ど
で
、
小
高
い
鷲
栖
山
に
あ
る
性
德
寺
に
到
着
し
ま
し
た
。

性德寺山門。四脚門。柱と柱を頭貫で結び、斗栱を組んだ本格的なもの。

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

太
刀
川

115 三校 三校 生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁

　

115生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁

唐
糸

太
刀
川

2

2

茨
城
県
久
慈
郡
大
子
町 

鷲わ
し
の

栖す

山さ

ん 
法ほ

う

光こ

う

院い

ん 

性し
ょ
う

德と

く

寺じ

奥
久
慈
大
子
七
福
神
霊
場

　第
六
番

常
陸
国
三
十
三
観
音
霊
場

　第
二
十
八
番

智山寺院
探　　訪



幾
多
の
苦
難
を
越
え
て

石
段
下
か
ら
山
門
を
仰
ぎ
進
み
ま
す
。
山
門
を
く

ぐ
る
と
さ
ら
に
石
段
が
続
き
ま
す
が
、
駐
車
場
か
ら

石
段
を
上
ら
ず
に
本
堂
ま
で
進
む
こ
と
も
で
き
ま

す
。
登
り
切
っ
て
ふ
と
振
り
返
る
と
青
空
に
南
山
の

緑
が
よ
く
映
え
ま
す
。
本
堂
は
間
口
九
間
の
一
文
字

葺
き
。
三
間
四
方
の
観
音
堂
は
唐
破
風
を
具
え
て
い

ま
す
。
三
尺
藤
や
枝
垂
れ
桜
な
ど
、
樹
木
の
手
入
れ

も
行
き
届
い
た
境
内
で
す
。

性
德
寺
の
ご
本
尊
さ
ま
は
金
剛
界
大
日
如
来
、
室

町
時
代
の
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
十
月
十
四
日
、
宥

貴
法
印
に
よ
っ
て
開
山
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
は

伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
大
子
の
地
は
白
河
結
城
氏
や

佐
竹
氏
の
勢
力
の
狭
間
で
攻
防
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ

と
、
ま
た
江
戸
時
代
に
至
っ
て
は
、
二
代
水
戸
藩
主

徳
川
光
圀
の
寺
社
整
理
、
九
代
藩
主
斉
昭
と
藤
田
東

湖
・
会
沢
正
志
斎
な
ど
の
学
者
の
意
見
が
主
流
と
な

り
廃
仏
毀
釈
が
藩
内
で
展
開
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
幕

末
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）、
天
狗
党
が
当
時
の
大

子
村
に
入
り
、
諸
生
派
と
交
戦
の
舞
台
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
苦
難
の
歴
史
の
な
か
、
性
德
寺
も
栄

枯
盛
衰
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ

ん
。
性
德
寺
の
旧
跡
は
、
麓
の
小
学
校
付
近
に
見
ら

れ
ま
す
。
天
正
年
間
（
一
五
八
〇
頃
）、
何
ら
か
の
理
由

で
当
時
の
末
寺
で
あ
っ
た
下
野
宮
眞
淨
院
普
門
寺
の

本
堂
を
移
築
し
、
そ
の
後
、
享
保
年
間
（
一
七
二
〇
頃
）

に
現
在
の
山
上
に
再
移
築
さ
れ
ま
す
。
現
在
の
本
堂

は
、
後
述
す
る
西
福
寺
か
ら
転
住
し
た
宥
眞
法
印
が

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
改
修
、
そ
の
後
、
現
在
の

ご
住
職
が
昭
和
五
十
六
年
に
大
改
修
を
行
っ
た
も
の

に
な
り
ま
す
。
大
子
町
に
西
福
寺
と
い
う
寺
院
は
現

存
し
て
お
ら
ず
、
同
名
の
旧
跡
が
性
德
寺
か
ら
北
に

八
キ
ロ
ほ
ど
先
の
茶
畑
に
残
っ
て
い
る
ば
か
り
で
す
。

西
福
寺
は
、
大
永
年
間
（
一
五
二
一
―
一
五
二
七
）、
当
時

の
住
僧
が
宇
治
か
ら
持
ち
帰
っ
た
茶
実
を
播
種
し
た

と
さ
れ
る
奥
久
慈
茶
発
祥
の
地
で
す
。

本
堂
脇
に
か
か
る
半
鐘
に
は
「
元
治
二
年
二
月
吉

日
　
願
主
　
鷲
栖
山
現
住
　
法
印
祐
榮
」
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
元
治
二
年
は
一
八
六
五
年
で
す
の
で
、

斉
昭
が
領
内
寺
院
と
山
伏
に
対
し
て
、
濡ぬ

れ

仏ぼ
と
け

（
堂
外

安
置
の
仏
像
）・
撞
鐘
の
提
出
を
命
じ
た
天
保
十
三
年

（
一
八
四
二
）
よ
り
二
十
三
年
の
時
を
経
て
納
め
ら
れ

た
も
の
と
分
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
性
德
寺
は
そ

の
存
亡
の
危
機
に
瀕
し
な
が
ら
も
、
時
々
の
住
職
、

地
域
の
協
力
の
も
と
に
復
興
を
果
た
し
、
五
世
紀
に

わ
た
り
法
灯
を
繋
い
で
き
た
こ
と
が
偲
ば
れ
ま
す
。

ま
ぼ
ろ
し
の
観
音
さ
ま
の
も
と
へ

本
堂
か
ら
太
鼓
橋
を
渡
り
観
音
堂
に
進
み
ま
す
。

ご
本
尊
の
准
胝
観
音
は
、
も
と
も
と
同
町
の
天
台
宗

寺
院
で
あ
っ
た
小
平
山
自
在
院
慶
福
寺
（
常
陸
国

三
十
三
観
音
霊
場
二
十
八
番
札
所
）
が
、
廃
寺
と
な
っ
た

た
め
、
性
德
寺
住
職
が
勧
請
し
お
祀
り
し
た
も
の
で

す
。
そ
の
後
、
性
德
寺
第
五
十
三
世
政
昌
和
尚
が
昭

1�丁寧に手入れされた境内。春には本堂前の枝垂れ桜と三尺藤が見ごろを迎えます。
2�本堂前より南山を臨む。日々刻々と姿を変え心を癒やします。� 写真提供／性德寺

3�本堂内陣。金剛界大日如来をお祀りしています。
4�像高一尺五寸ほど。舟形光背。近年金箔を修理し光り輝くお姿が戻りました。
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和
元
年
に
堂
宇
を
建
立
し
観
音
堂
と
し
ま
す
。
な
お

奥
久
慈
大
子
七
福
神
霊
場
の
毘
沙
門
天
も
こ
ち
ら
の

お
堂
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

常
陸
国
三
十
三
観
音
が
ま
ぼ
ろ
し
の
霊
場
と
い
わ

れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
に
半
分
以
上
の
札
所
が
廃
寺

と
な
っ
て
以
来
、
誰
も
完
全
な
札
所
を
特
定
で
き
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
し
か
し
近
年
そ
の
場
所

が
確
定
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
も
特
集
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。
場
所
を
同
定
し
た
先
達

の
寺
田
弘
道
氏
は
「
特
に
二
十
八
番
自
在
院
の
場
所

を
探
す
の
は
大
変
で
、
山
の
藪
の
中
を
二
日
間
歩
き

回
っ
た
」
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
答
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
現
在
、
自
在
院
の
跡
地
は
髙
野
ご
住
職
が
整
備

を
行
い
、
見
つ
か
っ
た
墓
石
等
を
整
備
し
ご
供
養
さ

れ
ま
し
た
。

在
る
べ
き
姿
を
見
据
え

現
住
職
の
髙た

か

野の

昌し
ょ
う

俊し
ゅ
ん

師
は
、
大
学
卒
業
直
後
の
昭

和
五
十
五
年
五
月
、
性
德
寺
の
第
五
十
五
世
と
し
て

晋
山
さ
れ
ま
す
。
晋
山
の
記
念
事
業
と
し
て
本
堂
の

大
改
修
、
境
内
の
環
境
整
備
に
即
座
に
着
手
し
ま

す
。
当
時
か
ら
高
校
の
教
員
を
続
け
て
令
和
五
年
で

四
十
四
年
が
経
ち
、
そ
の
教
員
と
し
て
の
長
い
経
験

か
ら
、
法
事
や
葬
儀
も
講
義
の
よ
う
な
読
経
一
辺
倒

で
は
な
く
、
参
列
者
に
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
に
早

く
か
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今
で
は
檀
家
さ
ん
の

八
割
ほ
ど
が
実
践
す
る
『
智
山
勤
行
式
』
の
唱
和

は
、「
本
堂
に
ま
た
別
の
荘
厳
さ
を
呈
す
」
と
髙
野
師

は
仰
い
ま
す
。
ま
た
、
自
身
が
生
前
の
母
と
十
分
に

話
せ
ず
悔
い
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
経
験
か
ら
、
年
回

忌
法
要
で
は
故
人
に
語
り
掛
け
な
が
ら
焼
香
す
る
新

た
な
試
み
を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。「
お
寺
は
葬
儀

や
法
事
の
み
の
場
所
で
は
な
い
。
寄
り
添
い
や
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
、
さ
ま
ざ
ま
な
癒
し
の
場
と
し
て
必
要

と
さ
れ
な
け
れ
ば
」
と
の
意
識
の
も
と
、
写
経
、
写

仏
、
阿
字
観
と
さ
ま
ざ
ま
な
教
化
活
動
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
特
に
、
お
寺
と
関
わ
る
き
っ
か
け
と
し
て

工
夫
さ
れ
た
立
体
御
朱
印
が
人
気
を
博
し
て
い
る
そ

う
で
す
。

晋
山
時
に
生
活
費
は
教
員
給
与
で
賄
い
、
お
布
施

で
お
寺
の
整
備
を
す
る
こ
と
を
決
め
た
そ
う
で
す
。

現
在
も
お
参
り
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
人
が
ゆ
っ
く
り

で
き
る
よ
う
に
と
、
境
内
に
桜
や
紅
葉
を
植
え
た

り
、
杉
林
に
手
を
入
れ
、
散
策
コ
ー
ス
を
工
事
中

と
、
境
内
整
備
に
力
を
尽
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後

の
計
画
を
熱
く
語
る
ご
住
職
の
目
線
は
既
に
在
る
べ

き
姿
を
捉
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
　
島
玄
隆
／
撮
影
　
清
水
健
）
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5�観音堂内の天井画。天井画の中には十二支が隠
れています。お参りの際に探してみてください。

6�常陸国三十三ヶ所第28番准胝観音を祀る観音堂
は、本堂から太鼓橋を渡ってもお参りできます。

7�性德寺の立体御朱印の一つ。階段と幟が飛び出
し、毘沙門天をお参りできます。扉には毘沙門天
のご真言が書かれています。

8�性德寺第55世髙野昌俊ご住職。現在も高校で教鞭
を取りながら、檀務に境内整備に尽力されています。
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「
善ぜ

ん

業ご
う

」

「
失
敗
し
た
の
は
、
あ
い
つ
の
せ
い
だ
！
」
つ
い
、
こ

ぼ
し
て
し
ま
い
が
ち
な
言
葉
で
す
。

現
在
の
自
身
の
有
様
は
、
過
去
の
自
分
の
行
い
に
よ

る
と
い
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
う
ま
く
物
事
が
い
か

な
か
っ
た
時
、“
あ
い
つ
の
せ
い
”
の
み
が
原
因
と
い
う

こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

現
在
の
自
身
の
有
様
を
他
人
の
せ
い
に
せ
ず
、
た
と

え
失
敗
し
て
も
そ
れ
を
バ
ネ
に
、
よ
い
行
い
に
繋
げ
て

い
き
た
い
も
の
で
す
。「
お
前
が
い
う
な
」
と
他
人
か
ら

笑
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
私
も
精
進
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
未
来
の
私
の
有
様
は
、
今
の
自
分
の
行
い
に
よ
る

の
で
す
か
ら
。

新
た
に
迎
え
る
令
和
六
年
が
、
皆
さ
ま
に
と
っ
て
稔

り
多
い
素
晴
ら
し
い
一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
、
お
祈
り

い
た
し
ま
す
。

高
た か

野
の

 光
こ う

泰
た い

（埼玉県比企郡吉見町
 龍

りゅう

性
しょう

院
いん

）
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今
か
ら
千
二
百
五
十
年
前
に
、
讃
岐
国
（
現
在
の

香
川
県
）
で
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
弘
法
大
師
空
海
さ

ま
。
お
大
師
さ
ま
の
故
郷
で
あ
り
、
い
く
つ
も
の
伝

説
が
残
る
四
国
の
地
は
古
来
よ
り
、
お
大
師
さ
ま
を

慕
う
巡
礼
者
た
ち
が
遍
歴
し
た
霊
地
で
し
た
。

い
つ
し
か
お
大
師
さ
ま
所
縁
の
霊
場
寺
院
は

八
十
八
ヶ
所
の
札
所
と
な
り
、
現
在
も
国
内
外
を
問

わ
ず
、
多
く
の
人
々
が
八
十
八
ヶ
所
の
霊
場
寺
院
を

巡
る
四
国
遍
路
に
訪
れ
て
い
ま
す
。
笈お

い

摺づ
る

と
呼
ば
れ

る
白
衣
を
着
て
、
手
に
金
剛
杖
を
握
り
、
頭
に
菅
笠

を
か
ぶ
っ
て
歩
く
お
遍
路
さ
ん
。
そ
れ
ら
の
装
束
に

墨
書
き
さ
れ
た
「
同ど

う

行ぎ
ょ
う

二に

人に
ん

」
と
い
う
言
葉
も
、
四

国
遍
路
の
歴
史
の
中
で
紡
が
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

同
行
二
人
と
は
、
ど
ん
な
時
で
も
一
人
で
は
な

く
、
い
つ
も
お
大
師
さ
ま
が
一
緒
に
歩
ん
で
く
だ

さ
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。
遍
路
の
道

は
決
し
て
容
易
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
息
を
切

ら
せ
て
ひ
た
す
ら
に
登
る
山
道
も
あ
れ
ば
、
時
に
は

暑
い
陽
射
し
の
中
で
渇
き
に
苦
し
み
、
時
に
は
厳
し

い
風
雨
に
打
た
れ
て
歩
く
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
私
た
ち
の
人
生
に
似
て
い
ま
す
。「
も
う
だ

め
だ
、
前
に
進
め
な
い
」
と
、
心
が
挫
け
そ
う
に
な

る
こ
と
は
誰
に
も
あ
る
は
ず
で
す
。
心
細
く
な
る
時

は
、
孤
独
を
感
じ
た
り
、
か
え
っ
て
自
分
の
弱
さ
を

認
め
ら
れ
ず
、
誰
か
を
恨
ん
だ
り
妬
ん
だ
り
す
る
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
そ
の
よ
う
な
時
で
あ
っ
て
も
「
私
は
一
人

で
は
な
い
。
い
つ
も
お
大
師
さ
ま
が
側
に
い
て
、
と

お
大
師
さ
ま
は
今
も
高
野
山
で
禅
定
に
入
り
、

私
た
ち
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
信
仰
が
あ
り
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
へ
の
祈
り
を
と
お
し
て
、
報
恩
謝
徳
の
心
を
届
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
生
き
る
力
」と
お
大
師
さ
ま

お
大
師
さ
ま
と
歩
む
こ
と
か
ら
始
ま
る
、

仏
さ
ま
と
の
出
会
い
―
智
山
勤
行
式
・
十
善
戒
・
お
仏
壇
―

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

太
刀
川

115 三校 三校 生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁

　

115生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁

唐
糸

太
刀
川

6

6



も
に
歩
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
」
と
強
く
信
じ

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
辛
い
孤
独
や
困
難
も
乗
り
越

え
て
い
け
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

仏
さ
ま
の
教
え
を
信
仰
し
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と

心
に
お
い
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
「
安あ

ん

心じ
ん

」
と
い
い

ま
す
。
同
行
二
人
の
信
仰
に
心
を
お
く
、
そ
の
「
安

心
」
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
心
を
覆
っ
て
い
た
迷
い
や

悩
み
も
や
が
て
消
え
て
な
く
な
り
、
私
た
ち
が
も
と

も
と
持
っ
て
い
る
清
く
澄
ん
だ
心
に
気
づ
く
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
人
生
を
生
き
て

い
る
こ
と
の
奇
跡
に
、
感
謝
の
思
い
が
生
ま
れ
て
き

ま
す
。

真
言
宗
智
山
派
が
掲
げ
て
い
る
、「
生
き
る
力
―

仏
さ
ま
に
祈
り
、
仏
さ
ま
と
出
会
う
」
と
い
う
「
わ

た
し
た
ち
の
目
標
」
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
き
っ
と

そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
今
、
こ
の
人
生
を

お
大
師
さ
ま
と
と
も
に
歩
ん
で
い
る
こ
と
に
頷
け
た

な
ら
ば
、
今
度
は
、
仏
さ
ま
へ
の
祈
り
を
と
お
し

て
、
い
つ
も
仏
さ
ま
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を

実
感
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
す
。

お
大
師
さ
ま
が
示
さ
れ
た
「
即
身
成
仏
」
と
は
、

苦
し
み
の
輪
廻
を
何
度
も
繰
り
返
し
な
が
ら
成
仏
を

目
指
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
お
大
師

さ
ま
が
「
三さ

ん

密み
つ

加か

持じ

す
れ
ば
速
疾
に
顕
る
」
と
説
か

れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
身
体
と
言
葉
と
心
の

は
た
ら
き
で
あ
る
三さ

ん

業ご
う

を
、
仏
さ
ま
の
身
体
と
言
葉

と
心
の
三
密
に
相
応
さ
せ
る
三
密
加
持
（
手
に
印い

ん

契げ
い

を
結
び
、
口
に
真
言
を
誦
し
、
心
を
三さ

ん

摩ま

地じ

に
住
す
る
）
に

よ
っ
て
、
私
た
ち
の
内
な
る
仏
さ
ま
が
そ
の
ま
ま
に

顕
れ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
ま
た
、
仏
さ
ま
と
私

た
ち
が
常
に
と
も
に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
確
信
で
も

あ
り
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
は
、「
三
密
加
持
す
れ
ば
」
と
説
か

れ
ま
す
が
、
私
た
ち
の
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
仏

さ
ま
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ
せ
、
ご
真
言
を
お
唱
え

し
、
心
を
ま
っ
す
ぐ
に
仏
さ
ま
に
向
け
て
い
る
時
間

は
そ
う
多
く
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
大
切

な
家
族
の
御
霊
や
、
ご
先
祖
さ
ま
を
お
祀
り
し
て
い

る
お
仏
壇
の
前
に
立
つ
時
、
私
た
ち
は
自
然
に
手
を

合
わ
せ
（
手
に
印
契
を
結
び
）、
お
経
や
ご
真
言
を
お

唱
え
し
（
口
に
真
言
を
誦
し
）、
心
に
は
ご
先
祖
さ
ま

を
と
お
し
て
仏
さ
ま
を
感
じ
る
（
心
を
三
摩
地
に
住
す

る
）
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
仏
壇
で
の
お
つ
と
め
の

次
第
に
『
智
山
勤
行
式
』
が
あ
り
ま
す
。

お遍路さんの装束には同行二人と墨書されているものが多く見受けられます。
� 写真提供／PIXTA

お仏壇の一番上の段は
仏さまの段。中央には
ご本尊さま、その両脇
には弘法大師・興教大
師のご尊像をお祀りし
ます。二段目にご先祖
さまの位牌が祀られる
のは、ご先祖さまも仏
さまとともにあること
を象徴しています。 智山勤行式
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『
智
山
勤
行
式
』
は
、
懺さ

ん

悔げ

文の
も
ん

に
は
じ
ま
り
、
三さ

ん

帰き

礼ら
い

文も
ん

、
十じ

ゅ
う

善ぜ
ん

戒か
い

、
発ほ

つ

菩ぼ

提だ
い

心し
ん

真
言
、
三さ

ん

昧ま

耶や

戒か
い

真

言
、
開か

い

経き
ょ
う
の

文も
ん

、
般は

ん

若に
ゃ

心し
ん

経ぎ
ょ
う

、
光こ

う

明み
ょ
う

真
言
、
御ご

宝ほ
う

号ご
う

、
最
後
に
普ふ

廻え

向こ
う

で
終
わ
る
短
い
次
第
で
す
が
、

お
経
を
お
唱
え
し
て
い
る
と
自
然
に
心
が
集
中
し
、

穏
や
か
な
心
持
ち
に
な
る
は
ず
で
す
。

『
智
山
勤
行
式
』

で
お
唱
え
す
る
「
十

善
戒
」
は
、
仏
教
徒

の
生
活
の
誓
い
で
あ

り
、
目
標
で
す
。
十

善
戒
の
う
ち
、
不ふ

殺せ
っ

生し
ょ
う

・
不ふ

偸ち
ゅ
う

盗と
う

・
不ふ

邪じ
ゃ

淫い
ん

は
身
体
の
行
為
、
不ふ

妄も
う

語ご

・
不ふ

綺き

語ご

・
不ふ

悪あ
っ

口く

・

不ふ

両り
ょ
う

舌ぜ
つ

は
言
葉
の
用
い
方
、
不ふ

慳け
ん

貪ど
ん

・
不ふ

瞋し
ん

恚に

・
不ふ

邪じ
ゃ

見け
ん

は
心
の
持
ち
方
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
そ
の
よ

う
に
十
善
戒
も
ま
た
、
身
体
と
言
葉
と
心
の
行
い
を

正
し
く
保
つ
た
め
の
誓
い
な
の
で
す
。

人
と
人
と
が
関
わ
り
合
う
社
会
の
中
で
、
十
善
戒

の
全
て
を
徹
底
し
て
生
き
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
人
生
を
生
き
て
い

く
上
で
の
理
想
と
し
て
心
に
持
ち
続
け
る
こ
と
に
意

味
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
真
言
僧
、
慈じ

雲う
ん

飲お
ん

光こ
う

尊
者
は
十
善
戒
を
「
人
と
な
る
道
」
と
表
現
し
ま
し

た
。
私
た
ち
が
よ
り
よ
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に

も
欠
か
せ
な
い
、
人
間
と
し
て
の
大
切
な
誓
い
で
も

あ
る
の
で
す
。

『
智
山
勤
行
式
』
は
、
御
宝
号
、
普
廻
向
で
終
わ

り
ま
す
。「
南な

無む

本ほ
ん

尊ぞ
ん

界か
い

会え

」
と
お
唱
え
す
る
時
に

は
、
お
仏
壇
の
ご
本
尊
さ
ま
に
心
が
向
か
い
ま
す
。

「
南な

無む

大だ
い

師し

遍へ
ん

照じ
ょ
う

金こ
ん

剛ご
う

」
と
お
唱
え
す
る
時
に
は
、

お
大
師
さ
ま
が
私
た
ち
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
感
じ

三
さ ん

密
み つ

十
じゅう

善
ぜ ん

戒
か い

不ふ

妄も
う

語ご

不ふ

綺き

語ご

不ふ

悪あ
っ

口く

不ふ

両り
ょ
う

舌ぜ
つ

不ふ

慳け
ん

貪ど
ん

不ふ

瞋し
ん

恚に

不ふ

邪じ
ゃ

見け
ん

意い

こ
こ
ろ

身し
ん

か
ら
だ

口く

こ
と
ば

不ふ

殺せ
っ

生し
ょ
う

不ふ

偸ち
ゅ
う

盗と
う

不ふ

邪じ
ゃ

婬い
ん

慈雲飲光尊者（1718−1805）、お釈迦さまの時代の戒
律を復興しようと尽力され、十善戒を「人となる道」
と表現し、布教された真言僧です。�写真提供／影現寺

三密と十善戒
一人ひとりが十善戒を心がけることは、平和的な社会を目指すことにもつながります。私た
ちの心の貪

とん

瞋
じん

癡
ち

の煩悩を鎮めて、身口意の三業を清める大切な誓いです。
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る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
お
経
や
ご
真
言
を
お
唱
え
す

る
こ
と
は
、
善
行
を
積
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
功

徳
が
生
じ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
普
廻
向
と
は
、
善
行

の
功
徳
を
世
界
中
の
人
々
に
廻
し
向
け
る
こ
と
で
す
。

今
日
も
お
つ
と
め
の
功
徳
を
以
て
、
過
去
に
生
き

た
人
々
の
魂
の
安
寧
と
、
現い

在ま

と
未
来
を
生
き
る
世

界
の
人
々
の
平
和
を
祈
り
、
仏
さ
ま
の
道
を
歩
ん
で

ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
お
大
師
さ
ま
と
と
も
に
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
伊
藤
尚
徳
）

宗祖弘法大師ご誕生1250年ロゴマーク
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表 紙
雪原にうさぎの足跡
長野県

前夜までの降雪が嘘のように
晴れた翌朝。陽を受けてキラキ
ラと輝く雪原を眺めていると、
可愛らしい足跡を発見。まだ新
しそうだが、足跡の主はどこに
も見えない。「一番乗りだ！」と、
楽し気に跳ねる姿を想像して和
んだ。

P5 温泉で寛ぐ猿たち
長野県

冬の地獄谷野猿公苑には、
温泉に入る猿をひと目見よう
と、世界中から多くの人々が
集まる。寒さに震えながらカ
メラを構える人間たちと、そ
んなことは気にもとめず、の
んびりと湯に浸かり寛ぐ猿た
ち。その対比がなんとも面白い。

撮影・解説／竹本りか
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●
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
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積
院
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地
下
ホ
ー
ル

（
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料
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円
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祝
祷
会
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昆
布
式

1
月
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日
　10
時
よ
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加
無
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）

●
節
分
会

2
月
3
日
　11
時
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り（
参
拝
無
料
）

●
常
楽
会
お
逮
夜

2
月
14
日

　15
時
よ
り（
参
拝
無
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）

●
常
楽
会

2
月
15
日

　10
時
よ
り（
参
拝
無
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）

●
愛
宕
薬
師
ご
縁
日

12
月
8
日（
金
）
　12
時
よ
り

1
月
9
日（
火
）
　�11
時
30
分
よ
り�

新
春
大
護
摩
供
法
要

2
月
8
日（
木
）
　12
時
よ
り

●
納
大
護
摩
供
法
要

12
月
18
日（
月
）
　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
二
千
円
）

12
月
21
日
　
　三
遊
亭

1
月
18
日
　
　三
遊
亭

2
月
15
日
　
　談
志
一
門
会

●
真
福
寺
阿あ

字じ

観か
ん

会え

第
4
火
曜
日

　15
時
よ
り

　
　
　
　
　
　（受
付
14
時
30
分
よ
り
）

於
　本
堂（
無
料
・
要
事
前
申
込
・
定
員
30
名
）

2
月
27
日（
火
）

※
12
月
・
1
月
は
開
催
い
た
し
ま
せ
ん

Instagram

総本山智積院 宿坊智積院会館

Facebook

総本山智積院

令和6年カレンダー発行のお知らせ

宿
坊 

智
積
院
会
館

◆�
一
泊
朝
食
付
き
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ラ
ン（
夕
食
別
途
）

9
、0
0
0
円
か
ら（
宿
泊
税
・
消
費
税
込
）

◆ 
夕
食

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
11
月

現
在
、
令
和
6
年
5
月
ま
で
の
ご
予
約
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

令和6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

」

宗祖弘法大師ご誕生1250年の慶讃年
を機会として、お大師さまの詩や文
章を集めた撰集である『性霊集』の
中から特徴的なお言葉を集めた月め
くりカレンダーを作成しました。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）
「孔雀明王像」

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、天災
や病気など、さまざまな災難を払
う秘法「孔雀経法」のご本尊で
ある「孔雀明王像」（重要文化財）
です。

責了
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