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季
節
は
ち
ょ
う
ど
梅
雨
が
終
わ
ろ
う
か
と
い
う
頃
。
魚
沼
の
青
々
と
し
た
田
園
風

景
も
、
正
月
を
迎
え
る
頃
に
は
雪
に
覆
わ
れ
る
の
か
、
な
ど
と
考
え
な
が
ら
今
回
取

材
す
る
圓
福
寺
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

圓
福
寺
の
あ
る
新
潟
県
魚
沼
市
は
、
い
わ
ず
と
知
れ
た
米
ど
こ
ろ
。
清
ら
か
な
水

が
流
れ
る
堀
と
、
水
を
た
た
え
た
田
を
抜
け
た
先
に
圓
福
寺
が
あ
り
ま
し
た
。

山
門
を
抜
け
る
と
、
ま
ず
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
が
大
杉
か
ら
の
木
漏
れ
日
に

照
ら
さ
れ
た
苔
庭
で
す
。
こ
の
苔
庭
は
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）、
京
都
よ
り
招
か
れ

た
庭
師
の
手
に
よ
る
池
泉
庭
園
で
、
屹
立
し
た
険
の
あ
る
石
組
み
で
は
な
く
、
京
風

な
が
ら
も
面
を
横
た
え
た
岩
々
は
、
ど
こ
か
穏
や
か
な
表
情
を
し
て
い
ま
す
。

そ
の
苔
庭
を
囲
む
よ
う
に
伽
藍
が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
燕
堂
と
も
呼
ば
れ
る
圓
福

寺
の
本
堂
は
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
も
の
で
、
急
な
傾
斜
の
つ
い
た
屋
根
は

積
雪
を
免
れ
、
大
人
の
背
を
越
す
ほ
ど
の
高
床
は
雪
に
埋
も
れ
な
い
た
め
の
、
雪
国

な
ら
で
は
の
構
造
だ
と
い
い
ま
す
。
こ
の
本
堂
の
ご
本
尊
が
、
多
聞
天
で
す
。
多
聞

天
は
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

天て
ん

と
も
呼
ば
れ
、
越
後
の
戦
国
武
将
で
あ
る
上
杉
謙
信
が
信
仰
し
た
こ

と
で
も
有
名
で
す
。
多
聞
天
信
仰
に
篤
か
っ
た
上
杉
公
は
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）、

こ
こ
圓
福
寺
に
も
訪
れ
戦
勝
を
祈
願
し
、
そ
の
手
づ
か
ら
杉
を
植
え
た
と
伝
わ
り
ま

す
。
そ
の
杉
が
「
手
植
え
の
杉
」
と
し
て
、
境
内
に
現
存
す
る
こ
と
か
ら
も
、
圓
福

寺
の
歴
史
の
厚
み
が
う
か
が
え
ま
す
。

圓福寺本堂。明暦3年（1657）の建立で、雪国ならではの高床と、“兜造り”と呼ばれる屋根が特徴的。
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春
秋
十
二
列
国 

燕え
ん

と
の
ゆ
か
り

圓
福
寺
は
、
奈
良
時
代
に
聖
武
天
皇
の
勅
命
を
受

け
た
伏ふ

く

行ぎ
ょ
う

上
人
に
よ
り
、
北
陸
の
鎮
護
道
場
と
し
て

創
建
さ
れ
ま
し
た
。
燕
堂
と
い
う
名
は
、
中
国
古
代

の
春
秋
十
二
列
国
で
あ
る
燕
に
由
来
し
、
こ
の
燕
伝

来
の
仏
像
を
本
尊
と
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
も
と

も
と
圓
福
寺
と
燕
堂
は
別
の
寺
院
で
し
た
が
、
火
災

を
機
に
圓
福
寺
へ
と
移
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
平
安

時
代
に
は
、
当
地
の
坂
戸
城
主
で
あ
っ
た
越
後
守
城じ

ょ
う

長な
が

茂も
ち

が
帰
依
し
、「
燕
堂
道
」
と
し
て
今
に
も
残
る

大
道
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
続
く
室
町
時
代
に
は
足

利
義
満
よ
り
十
万
石
の
格
式
を
賜
る
な
ど
、
そ
の
隆

盛
は
越
後
屈
指
の
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
圓
福

寺
は
幾
度
も
の
火
災
に
あ
い
な
が
ら
も
、
現
在
に
多

く
の
歴
史
を
伝
え
て
い
ま
す
。

信
仰
の
空
間

本
堂
の
須し

ゅ

弥み

壇だ
ん

中
央
に
は
精
悍
な
た
た
ず
ま
い
の

多
聞
天
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ご
本
尊
の
両
脇

に
は
、
宗
祖
弘
法
大
師
と
中
興
の
祖
興
教
大
師
が
並

び
、
そ
の
前
に
は
真
言
密
教
を
伝
え
弘
め
た
「
伝で

ん

持じ

の
八
祖
」
の
尊
像
が
並
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
須

弥
壇
左
右
の
脇
壇
に
は
阿
弥
陀
如
来
と
大
日
如
来
が

鎮
座
し
、
そ
の
外
側
に
は
観
音
菩
薩
と
稲
荷
社
が
祀

ら
れ
ま
す
。
本
堂
の
柱
は
、
雪
の
重
み
に
耐
え
る
た

め
に
太
く
、
間
隔
が
狭
い
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
か
、

多
く
の
仏
さ
ま
に
見
守
ら
れ
る
濃
密
な
信
仰
の
空
間

が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

本
堂
左
手
に
は
、
平
安
時
代
の
作
と
い
う
地
蔵
菩

薩
が
見
守
る
位
牌
堂
が
連
な
り
、
客
殿
へ
と
続
い
て

い
ま
す
。

客
殿
の
仏
間
で
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
多
聞
天
と
不

動
明
王
と
と
も
に
祀
ら
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
の
阿
弥
陀

如
来
像
は
銘
文
に
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
造
立
と

あ
り
、
国
の
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。
お
姿

を
拝
見
す
る
と
な
ん
と
も
優
し
い
お
顔
立
ち
。
極
楽

往
生
だ
け
で
は
な
く
安
産
に
も
ご
利
益
が
あ
る
と
い

い
ま
す
が
、
な
る
ほ
ど
こ
の
柔
和
な
お
顔
を
拝
む
だ

け
で
、
お
産
の
不
安
も
や
わ
ら
ぐ
よ
う
で
す
。

阿
弥
陀
如
来
の
右
脇
に
は
、
同
じ
く
国
の
重
要
文

1�苔庭。圓福寺のために作られたという堀から、豊かな水が引かれている。
2��本堂須弥壇。中央にはご本尊の多聞天、周囲に真言宗の祖師が祀られている。
3位牌堂。平安期作の地蔵菩薩を中心に、お位牌が祀られる。
4上杉公手植えの杉。

■11
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■22

■33
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化
財
で
あ
る
多
門
天
像
が
並
ん
で
い
ま
す
。
本
堂
の

多
聞
天
像
は
雄
々
し
い
お
顔
で
し
た
が
、
こ
ち
ら
の

お
像
は
ど
こ
か
丸
み
を
お
び
た
お
姿
。
同
じ
多
聞
天

で
す
が
、
受
け
る
印
象
は
ま
た
違
う
も
の
で
す
。

地
域
と
と
も
に
歩
む

客
殿
か
ら
望
む
苔
庭
を
背
に
、
穏
や
か
な
笑
顔
で

ご
住
職
が
お
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

奥お
く

田だ

宗そ
う

淳じ
ゅ
ん

住
職
が
圓
福
寺
に
入
寺
し
た
の
は
五
年

前
の
こ
と
。
雪
国
生
ま
れ
で
は
な
い
奥
田
住
職
は
、

は
じ
め
雪
の
多
さ
に
戸
惑
っ
た
と
い
い
ま
す
。「
入

寺
し
た
て
の
こ
ろ
は
、
私
が
雪
に
埋
も
れ
て
な
い

か
、
檀
家
さ
ん
が
心
配
し
て
よ
く
見
に
き
て
く
れ
ま

し
た
」
と
笑
っ
て
い
ま
し
た
が
、
手
つ
か
ず
と
な
っ

て
い
た
圓
福
寺
を
立
て
直
す
た
め
、
大
変
な
苦
労
を

さ
れ
た
よ
う
で
す
。「
魚
沼
の
人
た
ち
は
、
み
ん
な

人
情
深
く
て
あ
た
た
か
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
が
、
檀
家
の
方
々
や
、
近
隣
の
智
山
派
寺
院
ご

住
職
の
方
々
に
温
か
く
迎
え
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
、

何
度
も
感
謝
を
口
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

続
け
て
奥
田
住
職
は
思
い
を
語
り
ま
す
。「
お
寺

は
、
い
ま
を
一
生
懸
命
生
き
て
い
る
人
の
力
に
な
れ

る
。
だ
か
ら
私
も
、
い
ま
檀
信
徒
の
役
に
立
つ
こ
と

を
一
生
懸
命
や
る
だ
け
で
す
。
過
疎
化
が
進
む
な

ど
、
魚
沼
や
圓
福
寺
の
未
来
は
決
し
て
楽
観
で
き
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ご
本
尊
さ
ま
と
檀
信
徒

の
皆
さ
ま
、地
域
の
人
々
と
と
も
に
、今
で
き
る
こ
と

を
あ
き
ら
め
ず
、歩
み
を
進
め
て
い
き
た
い
の
で
す
」。

檀
信
徒
だ
け
で
は
な
く
、
魚
沼
と
い
う
地
域
に
も

貢
献
し
た
い
と
話
す
ご
住
職
の
目
に
は
、
希
望
が
あ

ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

魚
沼
は
、
深
雪
が
も
た
ら
す
豊
か
な
水
と
、
そ
れ

に
よ
る
米
や
蕎
麦
な
ど
の
農
産
物
が
有
名
で
す
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
春
の
雪
解
け
や
夏
の

緑
、
黄
金
色
に
輝
く
秋
の
田
や
、
冬
の
純
白
の
世
界

な
ど
、
来
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
四
季
折
々
の
魅

力
が
あ
る
と
ご
住
職
は
い
い
ま
す
。

い
ま
す
ぐ
に
で
も
圓
福
寺
へ
お
参
り
く
だ
さ
い
、

と
い
い
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
冬
季
は
積
雪
の
た
め

参
拝
が
叶
い
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
春
の
雪
解
け
を
待
っ

て
魚
沼
へ
。
雪
解
け
水
を
た
た
え
た
圓
福
寺
の
苔
庭

が
一
層
美
し
い
季
節
で
す
。

圓
福
寺
へ
お
参
り
の
際
は
必
ず
お
電
話
で
予
約
の

上
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。
ご
住
職
と
寺
庭
さ
ん
が
温
か

く
ご
案
内
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
中
嶋
亮
順

撮
影
／
清
水 

健
）

ACCESS アクセス
燕堂多聞天　圓福寺
〒946-0021  新潟県魚沼市佐梨433
☎025-792-0871
電車：JR小出駅からタクシーで約10分
車：関越自動車道小出ICから約15分
HPアドレス： https://enpukuji.wixsite.

com/official

JR
小出駅

上
越
線

魚
野
川 圓福寺

371

352

17532

小出IC小出IC

佐梨川

インスタグラム
ページ

■55■66

5�阿弥陀如来像（国重文）。
6�多聞天像（国重文）。
7�奥田宗淳ご住職と寺
庭の千佳子夫人。

■77

参拝の際は事前のご予約をお願いします。
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今日の法語   「成
じょう

仏
ぶ つ

」
法語解説

毛
もう

利
り

 芳
ほう

己
き

（千葉県南
みなみ

房
ぼう

総
そう

市
し

　沼
じゅう

蓮
れん

寺
じ

住職）

揮毫

結
ゆう

城
き

 祐
ゆう

純
じゅん

 （東京都日野市 藥王寺住職）

私
た
ち
は
欲
し
い
も
の
を
求
め
、
思
い
ど
お
り
に
な

る
か
ど
う
か
で
一
喜
一
憂
し
ま
す
。
そ
れ
も
人
生
の
醍

醐
味
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
き
に
心
は
疲
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
心
穏
や
か
に
過
ご
し
た
い
で
す
ね
。

成
仏
と
は
読
ん
で
字
の
ご
と
く
「
仏
に
成
る
」
と
い

う
こ
と
。
お
大
師
さ
ま
は
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
「
仏

に
成
る
」
た
め
の
方
法
を
説
か
れ
て
い
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
の
教
え
に
触
れ
、
新
春
の
尊
い
日
差
し

の
中
、
仏
さ
ま
の
よ
う
に
心
穏
や
か
に
過
ご
し
て
ま
い

り
ま
し
ょ
う
。
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仏
教
が
目
指
す
ゴ
ー
ル
、
そ
れ
は
「
成
仏
」
で

す
。
日
本
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
が
あ
り
ま
す
が
、

目
指
す
最
終
目
的
地
は
み
な
同
じ
で
、「
仏
と
成
る
」

こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
仏
教
と
は
、〝
仏
が
説
く

教
え
〟で
あ
り〝
仏
に
成
る
た
め
の
教
え
〟な
の
で
す
。

真
言
宗
が
開
か
れ
る
以
前
の
仏
教
で
は
、
成
仏
す

る
に
は
永
遠
に
等
し
い
時
間
が
必
要
で
、
生
死
輪
廻

を
果
て
し
な
く
繰
り
返
し
、
そ
の
先
に
や
っ
と
成
仏

と
い
う
ゴ
ー
ル
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
天
才
空
海
（
お
大
師
さ
ま
）
は
、〝
こ
れ
以
上
輪

廻
を
重
ね
な
く
て
も
、
こ
の
生
の
内
に
、
こ
の
身
の

ま
ま
に
、
仏
に
成
る
こ
と
が
で
き
る
教
え
〟
で
あ
る

「
即そ

く

身し
ん

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

」
を
主
張
し
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
が
真

言
宗
の
大
き
な
特
徴
で
す
。

お
大
師
さ
ま
は
、

・
私
た
ち
は
本
質
的
に
仏
さ
ま
と
同
一
で
あ
る
こ
と

・
一
人
ひ
と
り
の
心
の
内
に
仏
さ
ま
が
お
わ
す
こ
と

な
ど
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
即
身
成

仏
は
可
能
で
あ
る
と
説
き
示
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
普
通
に
生
活
し
て
い
る
だ
け
で

は
、
私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
事
実
に
気
づ
け
ず
、「
私

も
本
来
仏
な
の
だ
」
な
ど
と
自
覚
す
る
こ
と
は
困
難

で
す
。
た
と
え
ば
「
仏
さ
ま
の
お
力
を
感
じ
る
」
と

い
う
こ
と
も
、
い
く
ら
言
葉
で
説
明
さ
れ
論
理
的
に

は
理
解
が
で
き
て
も
、
そ
こ
に
実
体
験
や
実
感
が
伴

わ
な
く
て
は
空
し
い
ば
か
り
で
納
得
も
で
き
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
真
言
宗
で
は
、
言
葉
に
よ
る

理
解
を
超
え
た
〝
体
得
〟、
実
際
に
自
分
が
〝
感
じ

「生きる力」とお大師さま
ご縁を授かり、仏さまとともに生きてゆく 

結
け ち

縁
え ん

灌
か ん

頂
じょう

・発
ほ っ

心
し ん

式
し き

生きる力 Vol.
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真言宗
智山派
宗務庁
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太
刀
川

119 三校 三校 生きる力 Vol.
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智山派
宗務庁
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刀
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る
〟
こ
と
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
真
言
宗
の

醍
醐
味
が
あ
る
の
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

本
稿
で
は
「
発
心
式
」
と
「
結
縁
灌
頂
」
を
取
り

あ
げ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、〝
仏
さ
ま
と
出
会

い
、
ご
縁
を
授
か
る
儀
式
〟
で
あ
り
、〝
仏
さ
ま
の

お
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
自
身
と
仏
さ
ま
と
の
つ

な
が
り
を
実
感
で
き
る
儀
式
〟
で
す
。
こ
の
実
感
こ

そ
が
「〝
生
き
る
力
〟
の
体
得
」
に
他
な
り
ま
せ

ん
。
そ
う
し
て
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
一
人
ひ
と
り
が
仏

弟
子
と
し
て
の
自
覚
を
新
た
に
し
、
言
葉
を
超
え
た 

〝
仏
さ
ま
と
と
も
に
生
き
て
い
る
〟
と
い
う
安
ら
ぎ

を
得
て
、
よ
り
幸
せ
な
人
生
を
歩
ん
で
い
た
だ
く
こ

と
に
大
き
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。

発
心
式

発
心
と
は
発ほ

つ

菩ぼ

提だ
い

心し
ん

の
略
で
、「
菩
提
心
を
発お

こ

す
」

と
い
う
意
味
で
す
。
菩
提
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
ボ
ー
デ
ィ
（bodhi

）
の
音
写
語
で
、「
さ
と
り
」

を
意
味
し
ま
す
。
菩
提
心
と
い
う
時
に
は
二
と
お
り

の
解
釈
が
あ
り
、
一
般
的
に
は
「
さ
と
り
を
求
め
る

心
、
求
道
心
」
な
ど
と
さ
れ
ま
す
。
他
方
、
真
言
宗

で
は
「
菩
提
と
い
う
心
、
本
来
自
心
に
備
わ
る
さ
と

り
そ
の
も
の
」
と
い
う
理
解
を
特
に
大
切
に
し
ま
す
。

さ
て
、
発
心
式
と
は
、
菩
提
寺
の
ご
本
尊
さ
ま
の

御
前
に
お
い
て
特
別
な
作
法
や
読
経
な
ど
を
行
い
、

参
加
者
の
名
前
を
報
告
し
て
、
ご
本
尊
さ
ま
と
参
加

者
と
の
ご
縁
を
結
ぶ
儀
式
で
す
。
僧
侶
で
い
え
ば
得と

く

度ど

式し
き

に
あ
た
り
ま
す
（
得
度
に
つ
い
て
は
一
一
四
号
の

「
智
積
院
の
修
行
生
活
」
で
解
説
し
て
い
ま
す
）。
菩
提
寺

の
ご
住
職
の
導
き
の
も
と
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
は
仏

弟
子
と
し
て
の
心
が
け
（
＝
戒
）
と
ご
本
尊
さ
ま
の

お
力
を
授
か
り
、
仏
教
徒
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と

を
誓
い
ま
す
。

あ
ら
た
め
て
発
心
と
は
何
か
？
　
一
つ
は
「（
新

た
に
）
さ
と
り
を
求
め
る
心
を
発
す
」
と
い
う
こ

と
、
つ
ま
り
仏
教
徒
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
を
誓

う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
「
す
で
に
自
身
に
具

わ
っ
て
い
る
さ
と
り
の
心
を
発
す
（
目
覚
め
さ
せ
る
）」

と
い
う
こ
と
で
す
。
最
も
大
切
な
の
は
、
発
心
式
を

勝
縁
に
、
菩
提
寺
の
ご
本
尊
さ
ま
と
の
、
そ
し
て
自

心
の
内
に
お
わ
す
仏
さ
ま
と
の
〝
つ
な
が
り
〟
を
自

覚
し
、
仏
教
徒
と
し
て
、
ま
た
菩
提
寺
を
支
え
る
檀

徒
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

菩提心の象徴である「五
ご

鈷
こ

杵
しょ

」。発心式ではこの五鈷杵を授かります。

仏さまの慈悲と智慧を授かる「灌頂」（頭頂に水を濯いでいる）の様子。

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

119 責了 責了 生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁
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糸
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刀
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灌
頂
に
つ
い
て

灌
頂
と
は
「
頂
に
灌そ

そ

ぐ
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ

の
昔
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
王
位
継
承
の
儀
式
で
、
新

し
い
王
の
頭
頂
に
四
海
の
水
を
灌
い
で
い
た
こ
と
に

由
来
し
ま
す
。
密
教
は
こ
の
儀
礼
を
師
資
相
承
の
儀

式
に
取
り
入
れ
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
教
え
の
秘
奥
を

余
す
こ
と
な
く
伝
授
し
、
正
当
な
後
継
者
と
す
る
た

め
の
重
要
な
作
法
と
位
置
づ
け
ま
し
た
。
こ
の
灌
頂

作
法
に
よ
っ
て
、
真
言
密
教
は
現
在
ま
で
脈
々
と
相

承
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
真
言
宗
に
お
け
る
灌
頂
と
は
、
仏

さ
ま
の
大
い
な
る
慈
悲
に
包
ま
れ
て
、
仏
さ
ま
の
限

り
な
い
い
の
ち
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実

感
し
て
安
ら
ぎ
を
得
、
ま
た
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て

き
た
教
え
を
授
か
る
こ
と
で
す
。

現
代
で
も
真
言
宗
で
は
、
所
定
の
修
行
を
終
え
た

修
行
僧
は
、
灌
頂
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
人
前

の
僧
侶
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。
師
資
相
承
の
教
え

を
、
強
い
志
を
も
っ
て
受
け
継
ぎ
伝
え
て
い
く
の

で
、
こ
れ
を
「
伝で

ん

法ぼ
う

灌
頂
（
仏
さ
ま
の
法お

し
え

を
伝
え
る
灌

頂
）」
と
い
い
ま
す
。
他
方
、
仏
さ
ま
と
出
会
う
感

動
を
体
得
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
檀
信
徒
の
方
々
に

向
け
て
行
わ
れ
る
灌
頂
が
「
結
縁
灌
頂
（
仏
さ
ま
と

出
会
い
ご
縁
を
結
ぶ
灌
頂
）」
で
す
。

結
縁
灌
頂

ひ
ろ
く
人
々
に
仏
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
く
た
め

の
、
こ
の
上
な
く
尊
い
儀
式
が
「
結
縁
灌
頂
」
で
す
。

ま
ず
、
心
身
を
清
ら
か
に
保
ち
、
真
言
宗
徒
と
し

て
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
戒
を
授
か
り
ま
す
。
そ
し

て
、
一
人
ず
つ
道
場
に
導
か
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
、

曼ま
ん

荼だ

羅ら

を
描
い
た
壇
の
上
に
華
を
投
じ
、
そ
の
華
の

落
ち
た
と
こ
ろ
の
仏
さ
ま
と
あ
な
た
と
の
ご
縁
が
結

ば
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
を
「
投と

う

華け

得と
く

仏ぶ
つ

」
と
い
い
ま

す
。
投
華
得
仏
に
て
ご
縁
を
結
ん
だ
仏
さ
ま
が
自
分

の
ご
本
尊
さ
ま
と
な
り
、
そ
の
後
、
阿あ

闍じ
ゃ

梨り

（
導
師
）

さ
ま
か
ら
直
接
、
そ
の
仏
さ
ま
の
印
と
真
言
を
授
か

り
ま
す
。
最
後
に
、
結
縁
灌
頂
を
成
満
し
た
証
と
し

て
「
血け

ち

脈み
ゃ
く

」
を
手
渡
さ
れ
、
ま
た
真
言
密
教
の
世
界

の
一
員
と
し
て
の
新
た
な
名
前
「
法
名
」（
金こ

ん

剛ご
う

名み
ょ
う

号ご
う

）
を
授
か
り
ま
す
。
こ
の
名
前
は
、
世
俗
の
社
会

に
あ
り
な
が
ら
も
、〝
仏
さ
ま
と
と
も
に
生
き
て
ゆ

く
〟
こ
と
を
表
す
名
前
と
な
り
ま
す
。

仏
さ
ま
と
と
も
に
生
き
る

結
縁
灌
頂
も
発
心
式
も
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
が
、

真
言
宗
の
世
界
を
体
験
す
る
こ
と
で
仏
さ
ま
と
出
会

�結縁灌頂を成満した証として、「血脈」と「投華（投華得仏で投げた華）」、
そして法名（金剛名号、戒名）を授かります。

化主猊下による
「血脈」授与の様子。
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宗務庁
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い
、
宗
教
的
感
動
を
得
て
、〝
生
き
る
力
〟
を
体
得

し
て
い
た
だ
く
た
め
の
儀
式
で
す
。

発
心
式
は
、
各
菩
提
寺
に
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
で
す
が
、
詳
し
く
は
各
菩
提
寺
の
ご
住
職
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。
な
お
、「
入
檀
式
」「
お
授
け
」
な
ど

と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

結
縁
灌
頂
は
、
年
に
一
度
、
総
本
山
智
積
院
に
て

勤
修
さ
れ
て
い
ま
す
。
厳
粛
な
空
気
の
中
、
美
し
く

荘
厳
さ
れ
た
道
場
に
て
、
ぜ
ひ
仏
さ
ま
と
出
会
い
、

仏
さ
ま
と
の
ご
縁
を
お
結
び
く
だ
さ
い
。

私
た
ち
真
言
宗
智
山
派
は
、「
生
き
る
力
―
仏
さ

ま
に
祈
り
、
仏
さ
ま
と
出
会
う
」
を
旗
印
と
し
て
い

ま
す
。〝
生
き
る
力
〟
と
は
、
一
人
ひ
と
り
の
実
感

や
体
験
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
生
き
る
力
と
は
、「〝
仏
さ
ま
と
と
も

に
生
き
て
い
る
〟
と
い
う
安
ら
ぎ
の
実
感
」
に
他
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
機
会
に
、
一
人
で
も
多
く
の
方
が

こ
れ
ら
の
儀
式
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
ま
た
〝
仏
さ

ま
と
と
も
に
生
き
て
い
る
〟
感
覚
を
得
て
、
よ
り
充

実
し
た
心
安
ら
か
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
だ
け
ま
し

た
ら
幸
い
で
す
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
／
平
野
隆
光
）
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表 紙
霧氷林
奈良県

奈良県と三重県の県境にある
高見山。西側から見ると綺麗な
ピラミダルな形状で「関西のマ
ッターホルン」とも呼ばれてい
る。山頂付近のブナ林では霧氷
がよく見られ、冬の絶景が広が
る。山頂から朝焼けを撮影した
後はブナ林に入る。巨木が目に
止まり撮影を楽しんだ。

P5 しんしんと
岐阜県

自宅から近くの隣県にはか
ぐや姫の小径と名のついた綺
麗に手入れをされた竹林があ
る。最近では珍しく降雪とな
り足を運んでみた。予想通り、
竹の幹に雪が着雪する冬なら
ではの竹林の情景に、ストロ
ボを使用して降雪の玉ボケを
演出効果として撮影した。

撮影・解説／大島隆義



平
成
十
年
十
二
月
十
六
日
第
三
種
郵
便
物
認
可
「
生
き
る
力
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
Ｎ
」
第
一
一
九
号
　
令
和
六
年
十
二
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
／
三
神
栄
法
　
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

三校
　

119唐
糸

太
刀
川

平
成
十
年
十
二
月
十
六
日
第
三
種
郵
便
物
認
可
　第
一
一
九
号
　令
和
六
年
十
二
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（
法
話
と
般
若
心
経
写
経
）

毎
月
21
日
　13
時
よ
り（
受
付
12
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
60
名
）

智
積
院
阿あ

字じ

観か
ん

会え（
真
言
宗
の
瞑
想
）

毎
月
8
日
も
し
く
は
12
日

　
　
　
　
　14
時
よ
り（
受
付
13
時
よ
り
）

※�

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

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
）

冬
報
恩
講（
興
教
大
師
さ
ま
の
ご
命
日
）

出
仕
論
義
　12
月
11
日（
水
）10
時
よ
り（
参
拝
無
料
）

陀
羅
尼
会
　12
月
11
日（
水
）16
時
よ
り（
参
拝
無
料
）

御
法
事
　12
月
12
日（
木
）10
時
よ
り（
参
拝
無
料
）

常
楽
会（
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
命
日
）

御
逮
夜

　2
月
14
日（
金
）15
時
よ
り（
参
拝
無
料
）

常
楽
会

　2
月
15
日（
土
）10
時
よ
り（
参
拝
無
料
）

愛
宕
薬
師
ご
縁
日

12
月
6
日（
金
）
　12
時
よ
り

1
月
8
日（
水
）
　11
時
30
分
よ
り

　
　
　
　
　
　
　新
春
大
護
摩
供
法
要

2
月
7
日（
金
）
　12
時
よ
り

納
大
護
摩
供
法
要

12
月
18
日（
水
）
　15
時
よ
り

や
す
ら
ぎ
寄
席

12
月
5
日（
木
）
　
　談
志
一
門
会

1
月
16
日（
木
）
　
　談
志
一
門
会

2
月
20
日（
木
）
　
　三
遊
亭

各
日
と
も
18
時
30
分
よ
り

真
福
寺
阿
字
観
会

2
月
18
日（
火
）

　15
時
よ
り

於
　本
堂

（
無
料
・
要
事
前
申
込
・
定
員
30
名
）

※
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

宿
坊 

智
積
院
会
館

◆�
一
泊
朝
食
付
き
プ
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
6
年
12
月

現
在
、
令
和
7
年
6
月
ま
で
の
ご
予
約
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

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

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

令和7年カレンダー発行のお知らせ（各1部 110円）

令和7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110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

」

お部屋の柱などにかけてお使いい
ただける月めくりのカレンダー。
今回は、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選びました。

ポスター
カレンダー（B2版）
「星曼荼羅」

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、除災
招福・無病息災などを祈るために、
それぞれの人の持つ星を供養しお
祀りする「星供養」のご本尊さま「星
曼荼羅」です。




