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多
摩
川
の
ほ
と
り
、
川
崎
市
中
原
区
宮
内
。
府
中
街
道
か
ら
小
道
に
入
っ

た
閑
静
な
住
宅
地
の
中
に
、
た
く
さ
ん
の
木
々
に
囲
ま
れ
た
お
寺
が
あ
り
ま

す
。
春
日
山
医
王
院
常
樂
寺
。
玉
川
八
十
八
ヶ
所
霊
場
二
十
六
番
札
所
で
も

あ
り
ま
す
。

―
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
堂
へ
と
続
く
参
道
を
少
し
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
朗
ら
か
に
お
声
を
か
け

て
い
た
だ
い
た
の
は
谷た

に

口ぐ
ち

順じ
ゅ
ん

和わ

住
職
。
小
雨
の
降
る
境
内
を
一
緒
に
歩
い
て

ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。
常
樂
寺
の
庭
に
は
黒
松
、
銀
杏
、
欅
、
多た

羅ら

葉よ
う

、
梅
、
孟も

う

宗そ
う

竹ち
く

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
樹
木
が
繁
り
、
そ
れ
ら
が
雨
に
濡
れ

て
、
生
き
生
き
と
し
た
緑
を
湛
え
て
い
ま
す
。
山
桃
の
大
木
、
群
生
す
る
棕し

ゅ

櫚ろ

や
、
布ほ

袋て
い

竹ち
く

な
ど
、
特
徴
的
な
木
々
も
境
内
を
に
ぎ
わ
せ
て
い
て
、
見
る

人
を
飽
き
さ
せ
ま
せ
ん
。
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
逍し

ょ
う

遥よ
う

す
る
だ
け
で
も
、
街
中
の

喧
騒
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
心
の
安
ら
ぐ
空
間
で
す
。

常
樂
寺
の
周
辺
は
多
摩
川
の
沖
積
地
で
あ
り
、
境
内
か
ら
は
古
墳
時
代
の

勾ま
が

玉た
ま

や
土は

師じ

器き

が
出
土
し
て
お
り
、
古
代
か
ら
人
々
が
生
活
し
た
肥
沃
な
土

地
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
平
安
時
代
に
は
藤
原
氏
の
荘
園
「
稲
毛
荘
」
と
な

り
、
川
崎
市
の
所
蔵
す
る
最
古
の
古
文
書
「
稲
毛
荘
検
注
目
録
」［
平
治
元

年
（
一
一
五
九
）］
に
は
、
宮
中
の
祈
願
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
た
「
新
御
願

寺
」（
常
樂
寺
）
と
、
隣
地
に
祀
ら
れ
た
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
春
日
神
社
の

常樂寺の本堂は江戸時代中期の元禄年間（1688－1704）に建てられました。本堂内の格天井や板戸には常樂寺の縁故寺院である大
本山髙尾山薬王院から贈られた神代杉が用いられているそうです。
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記
録
が
あ
り
ま
す
。
境
内
の
自
然
が
保
存
さ
れ
た
の

も
、
寺
社
の
創
建
以
来
、
こ
の
土
地
の
鎮
守
と
し
て

人
々
に
大
切
に
さ
れ
て
き
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

現
在
、
常
樂
寺
境
内
と
春
日
神
社
の
樹
叢
は
、
神
奈

川
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、
か
つ
川
崎
市
の

重
要
史
跡
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

常
樂
寺
の
仏
像
と
信
仰
の
歴
史

常
樂
寺
は
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
︱
一
七
〇
四
）
に

創
建
さ
れ
た
本
堂
と
薬
師
堂
、
そ
し
て
重
要
文
化
財

と
な
っ
て
い
る
仏
像
を
安
置
す
る
宝
仏
殿
が
あ
り
ま

す
。
本
堂
の
内
陣
は
美
し
く
荘
厳
さ
れ
、
ご
本
尊
で

あ
る
聖
観
音
菩
薩
さ
ま
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
本
尊
は
平
安
時
代
後
期
の
作
と
伝
わ
り
、
素
朴

さ
の
な
か
に
優
雅
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
内
陣
の
脇
の
間
に
は
大
日
如
来
さ
ま
も
お
祀

り
さ
れ
て
い
ま
す
。
南
北
朝
時
代
に
造
像
さ
れ
た
薬

師
如
来
さ
ま
と
脇
侍
の
日
光
・
月
光
菩
薩
さ
ま
、
そ

の
眷
属
で
あ
る
十
二
神
将
さ
ま
は
、
も
と
も
と
薬
師

堂
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
現
在
は
宝
仏
殿
に

安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

宝
仏
殿
の
中
に
入
る
と
中
世
の
仏
像
が
ず
ら
り
と

お
祀
り
さ
れ
、
手
を
合
わ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

昭
和
四
十
年
代
に
十
二
神
将
さ
ま
の
修
理
が
行
わ

れ
た
際
、
胎
内
か
ら
百
枚
を
超
え
る
修
理
名
札
が
出

て
き
た
そ
う
で
す
。
そ
の
修
理
名
札
は
最
も
古
い
も

の
で
天
文
元
年
（
一
五
三
二
）。
そ
れ
以
降
、
天
正
四

年
（
一
五
七
六
）、
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）、
宝
永
三

年
（
一
七
〇
六
）、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）、
文
政
五
年

（
一
八
二
二
）、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）、
昭
和
二
年

（
一
九
二
七
）
と
、
度
々
修
理
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と

が
判
明
し
ま
し
た
。
興
味
深
い
の
は
、
修
理
名
札
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
、
修
復
の
施
主
と

な
っ
た
地
域
の
人
た
ち
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
す
。
中
世
か
ら
現
代
に
わ
た
る
常
樂
寺
の
信
仰
の

歴
史
に
深
く
感
じ
入
り
ま
し
た
。

「
こ
の
お
寺
は
、
ず
っ
と
地
域
の
人
々
、
檀
家
の

方
々
と
そ
の
ご
先
祖
さ
ま
た
ち
に
よ
っ
て
守
ら
れ
受

け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
将
来
も
檀
家
の
皆
さ
ま
と

一
緒
に
ご
先
祖
さ
ま
を
大
切
に
ご
供
養
し
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
」

檀
家
の
皆
さ
ま
を
大
切
に
さ
れ
る
谷
口
住
職
。
そ

の
思
い
と
誓
い
は
常
樂
寺
の
信
仰
の
歴
史
に
裏
付
け

ら
れ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

ま
ん
が
寺
の
あ
ゆ
み

そ
の
よ
う
な
歴
史
あ
る
常
樂
寺
に
は
も
う
一
つ
の

顔
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
日
本
漫
画
博
物
館
ま
ん

1�宝仏殿に安置される薬師如来坐像と日光・
月光菩薩像、そして十二神将像。中世から
現代まで、篤信の人々によって何度も修理
を経て伝えられてきました。川崎市の重要
歴史記念物に指定されています。

2��常樂寺の境内は本当に緑豊か。野鳥もたく
さんやってくるそうです。一帯は神奈川県
の天然記念物に指定されています。

3�朗らかなお声でお話をいただいた谷口順和
ご住職。「常樂寺を守り支えてこられた檀
信徒の皆さまをこれからも大切にしていき
たい」と語ります。

4�常樂寺のご本尊、聖観音菩薩さま。柔和
で優美なお姿です。
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が
寺
」。
常
樂
寺
を
「
ま
ん
が
寺
」
と
し
て
再
興
し

た
の
は
先
々
代
の
住
職 

土と

岐き

秀し
ゅ
う

宥ゆ
う

師
で
す
。
土
岐

住
職
は
戦
時
中
に
川
崎
市
電
の
建
設
に
携
わ
っ
た

際
、
そ
こ
に
勤
労
奉
仕
隊
と
し
て
動
員
さ
れ
た
日
本

漫
画
奉
公
会
の
漫
画
家
た
ち
と
交
流
し
ま
し
た
。
漫

画
家
た
ち
は
奉
仕
作
業
を
終
え
る
と
、
作
業
を
サ

ポ
ー
ト
し
て
く
れ
た
食
堂
や
農
家
の
方
々
に
漫
画
の

色
紙
を
贈
っ
た
り
、
お
店
や
家
の
壁
に
漫
画
を
描
い

た
り
し
て
、
そ
の
心
を
和
ま
せ
て
い
た
そ
う
で
す
。

殺
伐
と
し
た
時
代
に
あ
っ
て
も
漫
画
を
と
お
し
て

ユ
ー
モ
ア
を
届
け
、
人
々
の
心
を
楽
し
ま
せ
て
い
た

漫
画
家
た
ち
。
土
岐
住
職
は
そ
の
行
為
に
感
銘
を
受

け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

戦
後
の
昭
和
四
十
二
年
、
本
堂
解
体
修
復
に
合
わ

せ
て
、
土
岐
住
職
は
か
つ
て
交
流
し
た
漫
画
家
た
ち

に
声
を
か
け
、
本
堂
の
壁
、
襖
、
欄
間
と
至
る
と
こ

ろ
に
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
漫
画
を
描
か
せ
ま
し

た
。
本
堂
を
間
仕
切
り
に
し
、
ご
本
尊
前
の
十
二
面

の
襖
に
は
弘
法
大
師
絵
伝
を
描
き
、
そ
の
他
の
部
屋

は
「
明
治
の
間
」、「
大
正
・
昭
和
の
間
」
と
名
付
け

ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
歴
史
風
俗
に
ち
な
ん
だ

漫
画
絵
が
ユ
ー
モ
ア
と
風
刺
を
交
え
て
描
か
れ
て
い

ま
す
。
漫
画
絵
だ
け
で
な
く
、
著
名
な
漫
画
家
の
年

賀
状
や
、
色
紙
、
絵
馬
、
小
品
な
ど
も
掲
示
さ
れ
て

い
て
、
本
堂
中
ど
こ
を
見
て
も
漫
画
絵
だ
ら
け
で
す
。

常
樂
寺
に
は
四
百
名
を
超
え
る
漫
画
家
た
ち
に
よ

る
、
五
千
点
を
超
え
る
漫
画
作
品
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
。
漫
画
の
一
つ
ひ
と
つ
を
じ
っ
く
り
鑑

賞
し
て
い
た
ら
、
き
っ
と
半
日
あ
っ
て
も
足
り
な
い

で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
漫
画
絵
は
近
代
日
本
の
文
化

を
伝
え
る
貴
重
な
文
化
財
と
い
え
そ
う
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
本
堂
の
一
般
拝
観
は
お
休
み
さ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、「『
生
き
る
力
』
を
お

読
み
に
な
っ
た
真
言
宗
智
山
派
の
檀
信
徒
の
方
々

は
、
ご
予
約
い
た
だ
け
れ
ば
本
堂
を
ご
案
内
い
た
し

ま
す
」
と
谷
口
住
職
。
そ
の
お
言
葉
も
ユ
ー
モ
ア

た
っ
ぷ
り
で
す
。
名
は
体
を
表
す
と
い
う
よ
う
に
、

常
樂
寺
は
日
常
を
楽
し
ん
で
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ

を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
お
寺
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
春日山 常樂寺
〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内4丁目12-14
車：第三京浜道路 京浜川崎ICから約12分
電車：武蔵中原駅から徒歩約12分

常樂寺

武蔵中原駅武蔵中原駅

武蔵
新城駅
武蔵
新城駅 南武線

南武線

府中街道

府中街道 多摩川
多摩川

466

409

45

5�内陣正面の襖には弘
法大師の絵伝が描か
れます。描かれるお
大師さまは、どれも
可愛らしい表情です。

6�漫画家たちが経験し
た近代の戦争をモ
チーフにした漫画絵
も多く見られます。

7�本堂の内陣隣の間。
大日如来さまの正面
の部屋には、浅草の
凌雲閣などの歴史的
建造物も描かれてい
ます。
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今日の法語   「結
け ち

縁
え ん

」
法語解説

中島 隆
りゅう

光
こう

（大本山川崎大師平
へい

間
けん

寺
じ

中）

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）

仏
さ
ま
と
出
会
い
ご
縁
が
結
ば
れ
る
こ
と
を 

「
結
縁
」
と
い
い
ま
す
。

結
縁
す
る
こ
と
で
自
分
の
中
の
菩ぼ

提だ
い

心し
ん

（
仏
の
心
）
が 

芽
生
え
、
さ
と
り
（
安あ

ん

心じ
ん

）
に
至
る
道
が
ひ
ら
け
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
は
大
日
如
来
と
出
会
い
、 

深
い
法
縁
を
結
び
、
真
言
密
教
を
伝
承
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
私
た
ち
に
心
を
整
え
る
た
め
の
教
え
を 

今
も
伝
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
も
菩
提
心
を
起
こ
し
、
心
を
整
え
ら
れ
る
よ
う
、 

仏
さ
ま
や
お
大
師
さ
ま
と
結
縁
し
ま
し
ょ
う
。 

そ
れ
が
安
心
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

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

120 責了 責了 生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁

　

120生きる力 Vol.
真言宗
智山派
宗務庁

唐
糸

太
刀
川

5

5



心
の
豊
か
さ
を
求
め
て

ま
も
な
く
春
の
お
彼
岸
の
時
期
が
や
っ
て
ま
い
り

ま
す
。「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
陽
光
の
ぬ
く
も
り
が

山
々
を
目
覚
め
さ
せ
ま
す
。「
野
に
出
で
て
写
生
す

る
春
と
な
り
に
け
り
」
と
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
す

が
、
年
度
末
、
新
学
期
と
い
う
こ
の
時
期
は
特
に

「
忙
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
挨
拶
の
よ
う
に
な
り
、

わ
ず
か
ば
か
り
の
自
然
の
息
吹
に
喜
び
を
感
じ
る
心4

は
亡4

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
は
仮
に
「
忙
し

く
な
か
っ
た
」
な
ら
ば
、
春
の
兆
し
に
喜
び
を
感
じ

ら
れ
た
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
そ
の
可
能
性
は

低
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
自
然
の
美

し
さ
や
自
分
の
心
情
を
表
現
す
る
こ
と
に
も
、
表
現

す
る
こ
と
で
自
然
や
人
間
の
真
実
に
迫
ろ
う
と
す
る

こ
と
に
も
、
さ
ら
に
い
え
ば
自
然
そ
の
も
の
と
人
間

が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
ま
す
。
先
進
的

な
技
術
が
発
展
し
て
も
、
五
感
を
と
お
し
て
感
じ
る

こ
と
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
思
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
へ
の
危
機
感
の
表
れ
か
、
最
近

で
は
、「
感
情
の
う
ち
道
徳
的
、
芸
術
的
、
宗
教
的

な
社
会
的
価
値
を
も
っ
た
複
雑
で
高
次
元
的
な
こ
と
」

で
あ
る
「
情
操
」
を
教
育
で
カ
バ
ー
す
べ
く
「
情
操

教
育
」
と
い
う
言
葉
を
目
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
り

ま
し
た
。
教
育
の
場
で
の
「
情
操
」
の
初
出
は
明
治

三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
の
中
学
校
令
施
行
規
則
に

「生きる力」とお大師さま
子供たちとお大師さまの教え
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あ
る
「
道
徳
上
ノ
思
想
及
情
操
」
と
さ
れ
ま
す
。
そ

の
後
幾
度
の
戦
争
中
、
愛
国
心
に
立
脚
し
た
「
国
民

的
情
操
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
、
現
代
で
は
主
に

芸
術
に
係
わ
る
科
目
に
紐
づ
け
ら
れ
た
「
豊
か
な
情

操
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
情
操
教
育
と
い
う
言
葉

が
い
つ
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
ま
せ

ん
が
、
お
お
よ
そ
「
道
徳
的
情
操
」「
美
的
情
操
」

「
科
学
的
情
操
」「
情
緒
的
情
操
」
の
領
域
に
お
い
て

教
育
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。
教
育
と
そ
の
目
的
に

お
い
て
情
操
を
養
え
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、

心
の
豊
か
さ
や
人
間
と
し
て
の
生
き
る
力
が
求
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

人
を
育
て
る
道

真
言
宗
の
宗
祖
で
あ
る
弘
法
大
師
（
以
下
、
お
大
師

さ
ま
）
は
、
我
々
を
含
む
自
然
の
す
べ
て
、
こ
の
世

界
す
べ
て
を
曼
荼
羅
世
界
の
あ
ら
わ
れ
と
捉
え
ら
れ

ま
し
た
。
お
大
師
さ
ま
は
す
べ
て
の
存
在
に
仏
さ
ま

と
し
て
の
性
質
を
認
め
、
人
は
人
と
し
て
平
等
で
あ

り
、
肩
書
や
財
力
な
ど
に
無
関
係
に
尊
い
存
在
で
あ

る
と
の
真
言
密
教
の
人
間
観
に
基
づ
き
、
実
社
会
に

お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
わ
れ
ま
し
た
。
多
く

の
業
績
の
う
ち
、
特
に
教
育
分
野
で
は
、
日
本
で
初

め
て
の
庶
民
教
育
の
た
め
の
学
校
、「
綜し

ゅ

芸げ
い

種し
ゅ

智ち

院い
ん

」

を
創
立
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
が
活
躍
さ
れ
た
平
安
時
代
初
期
は
、

平
安
京
に
は
大
学
、
地
方
に
は
国
学
が
あ
り
ま
し
た

が
、
い
ず
れ
も
国
立
の
官
吏
養
成
機
関
で
あ
り
、
自

由
な
入
学
が
許
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
特
殊
な
官
職
に
就
く
た
め

の
職
業
教
育
と
し
て
陰
陽
道
や
暦
学
、
医
学
や
薬

学
、
音
楽
、
織
物
の
学
校
や
、
貴
族
階
級
の
た
め
の

私
立
学
校
が
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
一
般
庶
民

に
は
関
係
の
な
い
も
の
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代

に
た
だ
な
ら
ぬ
情
熱
を
も
っ
て
広
く
教
育
の
場
を
解

放
し
た
の
が
お
大
師
さ
ま
で
し
た
。
お
大
師
さ
ま
が

住
ま
わ
れ
て
い
た
東
寺
（
教き

ょ
う

王お
う

護ご

国こ
く

寺じ

）
の
東
隣
り

を
藤ふ

じ

原わ
ら
の

三た
だ

守も
り

に
寄
進
さ
れ
、
天
長
五
年
（
八
二
八
）、

身
分
を
問
わ
ず
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
綜
芸
種
智
院
を

開
校
し
た
の
で
す
。

綜
芸
種
智
院
で
は
当
時
主
流
で
あ
っ
た
儒
教
教
育

だ
け
で
は
な
く
、
儒
教
・
道
教
・
仏
教
を
は
じ
め
イ

ン
ド
の
学
問
ま
で
教
え
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の

教
育
理
念
は
高
く
、「
綜し

ゅ

藝げ
い

種し
ゅ

智ち

院い
ん
の
し
き式
幷じ

ょ
あ
わ
せ
た
り序
」
に
書

か
れ
た
項
目
を
見
る
と
、

①
教
育
環
境
が
よ
い
こ
と
。

②
あ
ら
ゆ
る
学
問
を
綜
合
的
に
教
育
し
、
人
間

教
育
を
眼
目
と
す
る
こ
と
。

③
多
く
の
す
ぐ
れ
た
先
生
を
得
る
必
要
が
あ
る

こ
と
。

④
教
師
と
生
徒
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
（
完
全

給
費
制
）。

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
綜
芸
種
智
院
は
教

師
、
生
徒
が
生
活
の
心
配
な
く
総
合
的
に
学
べ
る
場

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
目
標
と
し

た
の
は
「
綜
藝
種
智
」
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
ら

ゆ
る
学
問
芸
術
を
総
合
的
に
統
一
し
て
、
大
日
如
来

の
完
全
な
る
智
慧
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
ま

さ
に
お
大
師
さ
ま
の
済さ

い

世せ
い

利り

人に
ん

の
具
体
的
な
事
業
で

西福寺前の石標。
西福寺（南区九条池ノ内町）前に石標が建てられている。綜芸種
智院の所在地はこの地よりも南東、九条弘道小学校附近と伝
わっている。
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あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

寺
子
屋
の
起
こ
り

寺
院
と
教
育
と
い
う
と
「
寺
子
屋
」
を
思
い
浮
か

べ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
寺
院
で

の
教
育
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
平
安
時
代
ま
で
遡
り
ま
す
が
、
庶
民
の
簡
易
な
教

育
機
関
と
し
て
寺
子
屋
が
成
立
し
た
の
は
江
戸
時
代

に
な
り
ま
す
。
特
に
江
戸
時
代
中
期
以
後
に
そ
の
著

し
い
発
達
が
み
ら
れ
、
幕
末
に
は
江
戸
や
大
阪
は
も

と
よ
り
、
地
方
小
都
市
さ
ら
に
は
農
山
漁
村
に
ま
で

多
数
設
け
ら
れ
、
全
国
に
広
く
普
及
し
ま
し
た
。
こ

の
頃
の
寺
子
屋
は
寺
院
で
僧
侶
が
教
師
を
務
め
る
も

の
ば
か
り
で
は
な
く
、
平
民
、
武
士
、
医
者
な
ど
が

自
宅
で
教
師
を
務
め
る
も
の
も
寺
子
屋
と
称
し
て
い

ま
し
た
。
寺
子
屋
は
庶
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
実

用
的
、
初
歩
的
な
教
育
を
行
う
施
設
で
あ
り
、
学
習

の
大
部
分
は
手
習
い
を
す
る
場
で
し
た
。
経
営
は
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
近
い
も
の
と
い
わ
れ
、
地
域
の
た
め

に
善
意
で
運
営
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

子
供
た
ち
に
伝
え
た
い
も
の

現
在
、
各
地
の
真
言
宗
智
山
派
寺
院
で
開
催
さ
れ

る
寺
子
屋
は
、
学
習
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
用
意
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
開
催
さ
れ
て

常泉寺（新潟県魚沼市）の寺子屋の様子。江戸時代とは打って変
わって仏さまの前の子供たちは背筋も真っ直ぐです。

「文学万代の宝、始の巻（上）末の巻（下）」（弘化3年頃）
／一寸子花里（歌川花里）
始の巻は男子の席、末の巻は女子の席を描いている。
手習いの大切さについて始の巻の讃では思いを後世に
伝えること、末の巻では思いを遠隔地に伝えることが
説かれる。�
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...........................................................................................................30

十善戒と生きる力（佐竹隆信） ......................................................31

い
ま
す
。
例
え
ば
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
念
珠
や
灯

ろ
う
作
り
な
ど
の
工
作
を
、
七
夕
や
十
五
夜
な
ど
の

季
節
の
行
事
に
加
え
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
、
半
日

か
ら
一
日
、
ま
た
は
宿
泊
を
伴
う
活
動
を
さ
れ
て
い

る
寺
院
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
あ
れ
、
そ
の
目
的
は
お
大
師
さ
ま
が
目
指

さ
れ
た
も
の
と
変
わ
ら
ず
、
多
く
の
こ
と
を
学
び
、

体
験
し
、
大
日
如
来
を
中
心
と
す
る
多
く
の
仏
さ
ま

の
智
慧
と
お
力
を
い
た
だ
く
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
私

た
ち
は
こ
れ
を
「
生
き
る
力
―
仏
さ
ま
に
祈
り
、
仏

さ
ま
と
出
会
う
」
と
い
う
「
私
た
ち
の
目
標
」
と
し

て
掲
げ
て
い
ま
す
。

自
然
、
い
の
ち
、
過
去
・
未
来
な
ど
と
の
繋
が
り

を
意
識
し
、
私
た
ち
自
身
が
「
目
に
見
え
な
い
け
れ

ど
大
切
な
も
の
」
を
感
じ
、
そ
し
て
い
の
ち
の
源
で

あ
る
仏
さ
ま
の
存
在
に
気
づ
け
る
よ
う
な
、
寺
院
で

し
か
味
わ
え
な
い
体
験
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

寺
子
屋
開
催
の
案
内
を
目
に
し
た
際
は
是
非
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
島
玄
隆
）
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華やぐ里
長野県

中央アルプスの麓、駒ヶ根
市には田園の土手などに毎年
多くのスイセンが咲くところ
がある。山の稜線にはまだ沢
山の雪を纏った姿が同時に見
られることで多くの人が訪れ
ては写真に収めている。天候
の良い澄んだ空気でアルプス
をクッキリと撮り収めること
ができた。

P5 はるの陽気
愛知県

いち早く春らしい写真を撮り
に河津桜が沢山植えられた公園
に出かけた。満開に咲いた桜の
樹々には沢山のメジロが群れて
おり彼らの桜の蜜を吸いに花か
ら花へせわしく飛び移る姿が愛
らしく感じた。逆光の下木漏れ
日の玉ボケとレンズのボケ感を
活かして春らしく柔らかな感じ
に撮ってみた。

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
二
〇
号
　
令
和
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年
三
月
一
日
発
行
　
年
四
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六
月
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九
月
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二
月
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月
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日
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行
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一
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税
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／
三
神
栄
法
　
編
集
／
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／
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平
成
十
年
十
二
月
十
六
日
第
三
種
郵
便
物
認
可
　第
一
二
〇
号
　令
和
七
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（
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
）

こ
ど
も
花
ま
つ
り

4
月
6
日（
日
）
　11
時
よ
り（
参
拝
無
料
）

仏
生
会（
花
ま
つ
り 

お
釈
迦
様
の
お
誕
生
日
）

4
月
8
日（
火
）
　10
時
よ
り（
参
拝
無
料
）

玄
宥
僧
正
誕
生
会（
中
興
開
山
の
祖
）

4
月
17
日（
木
）

　10
時
よ
り（
参
拝
無
料
）

愛
宕
薬
師
ご
縁
日
護
摩
供
法
要

3
月
7
日（
金
）
　12
時
よ
り

4
月
8
日（
火
）
　11
時
30
分
よ
り

※
花
ま
つ
り
灌
仏
会
法
要

5
月
8
日（
木
）
　12
時
よ
り

や
す
ら
ぎ
寄
席

3
月
27
日（
木
）
　
　談
志
一
門
会

4
月
17
日（
木
）
　
　三
遊
亭

5
月
15
日（
木
）
　
　談
志
一
門
会

各
日
と
も
18
時
30
分
よ
り

真
福
寺
阿
字
観
会

3
月
25
日（
火
）

4
月
22
日（
火
）

5
月
27
日（
火
）

各
日
と
も
15
時
よ
り

於
　本
堂

�

（
無
料
・
要
事
前
申
込
・
定
員
30
名
）

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
7
年
2
月

現
在
、
令
和
7
年
8
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

　洋室や和洋室など多様なお部屋で快適にお過ごしいただけます 
（1泊朝食付 ￥9,000～ 宿泊税・消費税込／夕食別途 ¥3,300～ 消
費税込）。

　世間の喧騒を離れて、400年前
から変わらぬ、朝のお勤めへのご参
拝、僧侶による名勝庭園や長谷川
等伯一門の国宝の障壁画のご案内
など、非日常をぜひご体験ください。

宿坊 智積院会館
電話 075-541-5363

ご予約は、お電話または智積院会館HPから

お 問 い 合 わ せ

外観

宿坊 智積院会館HP▶️

※ご宿泊のご予約は、6ヶ月前の1日より開始いたします。

和洋室A 夕食 ¥5,500

和室A

智積院会館のご案内




