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表紙写真　岐阜県多
た

治
じ

見
み

市
し

　虎
こ

渓
けい

山
ざん

のカエデ
カエデが鮮やかに林を彩り日本画を思わせる

ような雰囲気です。よく見ると幹と葉は別々の
種類。どうやら、幹は桜の木のようです。季節
が変われば主役も変わるというのは人間の見方
で、風景の中では仲良く共存しているように思
えました。

表2写真　秋田県男
お

鹿
が

市
し

　男鹿半島のススキ
男鹿半島の寒

かん

風
ぷう

山
ざん

の麓
ふもと

にはススキ原が広がっ
ています。うねる丘

きゅう

陵
りょう

地
ち

は、太陽が水平線に落
ちる頃、一面が夕焼け色に染まります。いつま
でも見ていたい景色も、静かに静かに暮れてい
き、やがてあたりは暗

くら

闇
やみ

に包まれます。
� 撮影・解説／佐藤尚
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大お
お

津つ

永え
い

聖せ
い（

千
葉
県
匝
瑳
市・蓮れ
ん

花げ

寺じ

住
職
）

「
生し

ょ
う

佛ぶ
つ

不ふ

二に

」

こ
の
言
葉
は
、
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

（
生
き
と
し
生
け
る
も
の
）
と
仏
さ

ま
が
二
つ
に
見
え
て
い
て
も
、
本
質
的
に
は
同
一
で
差
別

が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
仏
さ
ま
と
同
一
だ
か
ら
何
も
し
な
く
て
も
い

い
、
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三さ

ん

密み
つ

行ぎ
ょ
う

と
い
う
修

行
を
実
践
し
て
、
ご
本
尊
さ
ま
と
一
体
に
な
る
境
地
に
至

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
何
か
と
欠
点
の
多
い
私
た
ち
が
仏
さ
ま
に
連

な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
き
な
希
望
の
光

と
な
っ
て
、
よ
り
一
層
の
信
心
と
修
行
に
、
私
た
ち
を
向

か
わ
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。
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青
い
空
が
広
が
り
白
い
雲
が
浮
か
ぶ
一
面
の
田
園

風
景
の
中
、
緑
青
映
え
る
銅ど

う

板ば
ん

葺ぶ

き
の
屋
根
、
そ
し

て
朱
の
柱
が
特
徴
的
な
お
堂
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き

ま
す
。
こ
こ
が
今
回
訪
れ
た
勝し

ょ
う

覺か
く

寺じ

。
千
葉
県
山さ

ん

武む

市し

東
部
に
位
置
し
、
九く

十じ
ゅ
う

九く

里り

浜は
ま

ま
で
わ
ず
か
一
キ

ロ
、
で
も
こ
こ
か
ら
は
全
く
海
を
感
じ
ら
れ
ま
せ

ん
。
で
す
が
、
実
は
海
と
の
関
係
は
と
て
も
深
い
の

で
す
。

「
四
天
王
由
来
の
地
名
は
何
か
所
も
」

寺
院
名
や
本
尊
名
が
地
元
の
地
名

に
な
る
の
は
全
国
津つ

つ々

浦う
ら

々う
ら

。
本
日

訪
れ
た
勝
覺
寺
の
四
天
王
は
、
地
元

の
地
名
だ
け
で
は
な
く
近
隣
広
範
囲

に
わ
た
る
地
名
の
由
来
に
な
っ
て
い

ま
す
。

寺
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
四
天
王
は

仏
師
運う

ん

慶け
い

が
護ご

国こ
く

安あ
ん

穏の
ん

を
祈
願
し
て

彫
り
上
げ
、
龍り

ゅ
う

宮ぐ
う

に
捧
げ
る
た
め
海

中
に
流
し
た
も
の
。
し
か
し
龍
宮
よ

り
人
間
界
に
戻
さ
れ
た
と
い
う
。
辿た

ど

り
着
い
た
の
が
九
十
九
里
浜
、
現
在

の
大お

お

網あ
み

白し
ら

里さ
と

市し

四し

天て

木ぎ

の
海
岸
。
四

天
王
が
寄
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
昔

は
〝
四
天
寄
〟
と
表
記
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

「
松ま

つ

ヶが

谷や

村む
ら

の
勝
覺
寺
に
お
祀
り

さ
れ
て
い
る
お
釈
迦
さ
ま
の
お
側そ

ば

に

安
置
し
て
ほ
し
い
」
と
四
天
王
に
頼
ま
れ
た
漁
師
た

ち
は
、
各
々
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
四
天
王
を
担
い

で
運
ん
だ
そ
う
で
す
。
途
中
休
憩
し
、
担
ぐ
肩
を
変

え
た
場
所
が
、「
片か

た

貝か
い

」。
更
に
進
む
が
勝
覺
寺
が
見

あ
た
ら
な
い
、
戻
る
か
戻
ら
な
い
か
思
案
し
た
場
所

が
「
本も

と

須す

賀か

」
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

四
天
木
か
ら
勝
覺
寺
ま
で
の
十
五
キ
ロ
ほ
ど
の
行

程
に
あ
る
地
名
に
は
、
こ
の
四
天
王
に
由
来
す
る
地

名
が
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
他
の
地
名
の
由

来
は
、
釈
迦
堂
を
拝
観
す
る
と
ご
住
職
の
見
事
な
語

り
口
で
の
説
明
を
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
（
要
予

約
）。
是
非
ご
参
拝
さ
れ
、
臨り

ん

場じ
ょ
う

感か
ん

あ
ふ
れ
る
ご
住

職
の
法
話
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

釈
迦
堂
の
尊
像
た
ち

釈
迦
堂
は
、
今
か
ら
三
百
年
以
上
前
、
元げ

ん

禄ろ
く

八
年

（
一
六
九
五
）
に
覚か

く

眼げ
ん

住
職
の
代
に
建
立
さ
れ
ま
し

た
。
覚
眼
住
職
は
、
落
語
「
徂そ

徠ら
い

豆ど
う

腐ふ

」
で
有
名

な
、
荻お

生ぎ
ゅ
う

徂そ

徠ら
い

の
勉
学
の
師
で
あ
り
ま
し
た
。
後

に
、
徂
徠
は
お
世
話
に
な
っ
た
恩
返
し
と
し
て
『
勝

覺
寺
縁
起
』
を
著
し
て
い
ま
す
。

お
堂
に
入
る
と
、
中
央
に
ご
本
尊
釈
迦
如
来
と
阿あ

難な
ん

・
迦か

葉し
ょ
う

の
両
尊
者
像
、
そ
し
て
四
方
を
取
り
囲
ん

で
立
ち
並
ぶ
四
天
王
に
圧
倒
さ
れ
ま
す
。
同
行
し
た

カ
メ
ラ
マ
ン
が
、「
素
晴
ら
し
す
ぎ
て
、
私
の
よ
う
な

人
間
に
は
撮
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
ん
な
風
に
感

じ
て
、
打
ち
ひ
し
が
れ
な
が
ら
撮
影
し
て
い
ま
し
た
」

と
プ
ロ
を
も
唸
ら
せ
る
、
本
当
に
大
迫
力
の
尊
像
た

ち
で
す
。
こ
の
筋き

ん

骨こ
つ

隆り
ゅ
う

々り
ゅ
う

の
体た

い

躯く

、
真
迫
の
憤ふ

ん

怒ぬ

相そ
う

の
四
天
王
に
ま
ず
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
中
、
堂
内
右
奥
に
は
傷
つ
い
た
木
像
が

ひ
っ
そ
り
と
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
で
仏
と
し
て
有

名
な
賓び

ん

頭ず

盧る

尊そ
ん

者じ
ゃ

で
す
。
こ
の
賓
頭
盧
さ
ま
は
安あ

ん

政せ
い

五
年
（
一
八
五
八
）、
江
戸
で
コ
レ
ラ
が
流
行
し
た

際
、
出で

開が
い

帳ち
ょ
う

が
行
わ
れ
、
多
く
の
患
者
を
救
わ
れ
た

天
てん

暦
れき

元年（947）、62代村上天皇の勅
ちょく

願
がん

寺
じ

として開山された古刹。ここ釈迦堂のご本尊は拈
ねん

華
げ

微
み

笑
しょう

の釈迦如来像、天
てん

竺
じく

にて謹
きん

刻
こく

され、空海が唐より持ち帰り、ここに奉られたと伝わる。

智山寺院探訪 関東八十八カ所霊場第四十六番札所
上総國薬師如来霊場第二十六番札所

千葉県山武市　萬
ま ん

徳
と く

山
さ ん

勝
し ょ う

覺
か く

寺
じ

3



と
い
う
記
録
が
残
る
由
緒
あ
る
尊
像
で
す
。
ま
た
、

昭
和
三
十
年
頃
ま
で
は
、
不
漁
が
続
く
と
、
漁
師
は

釈
迦
堂
に
忍
び
込
み
、
こ
っ
そ
り
賓
頭
盧
さ
ま
を
拝は

い

借し
ゃ
く

し
て
船
に
乗
せ
漁
に
出
た
そ
う
で
す
。
す
る
と
必

ず
大
漁
に
な
っ
た
と
い
う
霊
験
あ
ら
た
か
な
ご
尊
像

な
の
で
す
。

残
念
な
が
ら
傷
み
が
激
し
く
今
は
な
で
て
お
参
り

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
で
も
安
心
し
て
く
だ
さ

い
。
な
で
ら
れ
ま
す
よ
。
ア
イ
デ
ア
マ
ン
の
ご
住
職

発
案
に
よ
る
お
身
代
り
の
ご
尊
像
「
ピ
ン
ク
の
な
で

仏
」
が
遍へ

ん

照じ
ょ
う

殿で
ん

に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
で
て
お
参

り
し
た
い
方
は
、
遍
照
殿
へ
ど
う
ぞ
。

人
々
が
集
う
遍
照
殿

釈
迦
堂
で
は
お
護ご

摩ま

が
焚
か
れ
祈
願
が
行
わ
れ
ま

す
が
、
遍
照
殿
で
は
ご
法
事
や
ご
葬
儀
、
お
施
餓
鬼

な
ど
の
仏
事
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
他
、
イ
ベ
ン
ト
や
講

演
会
、
落
語
会
、
コ
ン
サ
ー
ト

な
ど
地
域
の
交
流
の
場
と
し
て

も
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

取
材
当
日
も
ヨ
ガ
教
室
が
開

か
れ
て
お
り
、
私
も
少
し
体
験

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
参

加
者
に
よ
る
と
、
ご
本
尊
さ
ま

に
見
守
ら
れ
な
が
ら
行
う
ヨ
ガ

は
ま
た
一
味
違
う
も
の
だ
そ
う

で
す
。
満
月
の
夜
に
は
阿あ

字じ

観か
ん

会え

、
友と

も

引び
き

の
日
に
は

友
引
カ
フ
ェ
が
開
か
れ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
行

4

拈
ねん

華
げ

微
み

笑
しょう

の釈
しゃ

迦
か

如
にょ

来
らい

像と四天王。拈華微笑とは、お釈迦さまが説法をはじめず、手にもった華を無言で軽くひねられた。その意味を、弟子
の中で迦

か

葉
しょう

尊
そん

者
じゃ

のみが理解し、にこり、と笑ったという、言葉では伝えられない教えを示している。釈迦坐像の両側に迦葉、阿
あ

難
なん

両尊者の
立像が祀られる。それを取り囲む東南西北の四方を持

じ

国
こく

天
てん

、増
ぞう

長
ぢょう

天
てん

、広
こう

目
もく

天
てん

、多
た

聞
もん

天
てん

の四天王が守っている。（千葉県指定文化財）

釈
しゃ

迦
か

堂
どう

の右手奥に安置され、多くの方々
に撫

な

でられ、苦しみを救われ、我が身を削
られた、賓

びん

頭
ず

盧
る

尊
そん

者
じゃ

像
ぞう

。漁師たちが拝借
していた話は実行犯から直接聞いたのだ、
と笑顔交じりでご住職が話してくださった。

平成 23年に檀信徒のご協力を得て立派に改修された遍
へん

照
じょう

殿
でん

。
「きっと昔のお寺は人々が集う場であったのだろう」と、遍照殿では
人々が集える企画が繰り広げられている。

4
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わ
れ
、
人
々
が
集
う
開
か
れ
た
お
寺
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
行
事
す
べ
て
、
ご
住
職
と
寺じ

庭て
い

婦ふ

人じ
ん

（
奥
さ
ま
）
の
お
二
人
で
準
備
か
ら
片
付
け
ま
で
行
っ

て
い
る
と
お
聞
き
し
、
大
変
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
ご

住
職
は
勿も

ち

論ろ
ん

の
こ
と
、
寺
庭
婦
人
の
そ
の
お
人
柄
の

良
さ
、
そ
し
て
拈ね

ん

華げ

微み

笑し
ょ
う

の
お
釈
迦
さ
ま
の
説
法
を

理
解
し
た
微
笑
み
に
、
多
く
の
人
々
が
癒い

や

し
を
求
め

集
ま
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

波
乗
り
不
動

空
海
が
唐
か
ら
の
帰
途
、
荒
波
に
襲お

そ

わ
れ
た
際
に

不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

に
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
波
が
去
っ
た
こ
と
か

ら
信
仰
さ
れ
て
い
る
波な

み

切き
り

不ふ

動ど
う

。
こ
ち
ら
も
全
国

津
々
浦
々
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
同
じ
山
武

市
内
の
不ふ

動ど
う

院い
ん

（
本
誌
二
十
三
号
平
成
十
三
年
一
月
号
に

掲
載
）
も
浪
（
波
）
切
不
動
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い

ま
す
（
勝
覺
寺
よ
り
車
で
十
分
ほ
ど
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
不
動

院
に
も
ご
参
拝
く
だ
さ
い
）。

そ
し
て
こ
こ
勝
覺
寺
に
は
波
切
不
動
で
は
な
く

〝
波
乗
り
不
動
〟
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
不
動
さ

ま
が
サ
ー
フ
ィ
ン
を
楽
し
ん
で
お
り
ま
す
。
九
十
九

里
浜
か
ら
近
い
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
サ
ー
フ
ァ
ー

が
海
に
向
か
う
前
に
海
上
安
全
を
祈
願
さ
れ
て
い
か

れ
る
そ
う
で
す
。

ま
た
最
近
で
は
「
世
間
の
荒
波
を
乗
り
越
え
た

い
」
と
願
う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
も
人
気
で
、
荒
波
に

の
み
込
ま
れ
そ
う
な
方
、
私
の
よ
う
に
す
で
に
の
み

込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
方
は
訪
れ
る
価
値
あ
り
で

す
よ
。
私
も
一
心
に
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。�

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
上
村
正
健

撮
影
／
竹
本
り
か
）

勝覺寺
千葉東金道路　山武成東インターから10km
最寄駅　JR総武本線成東駅より約7km
バスをご利用の場合　JR総武本線成東駅から千葉フラワー
バス海岸線　「松ヶ谷」下車徒歩3分
〒289-1303 千葉県山武市松ヶ谷イ2058-1
TEL 0475-84-0248　ホームページ http://shokakuji.com

ACCESS アクセス

蓮沼
海浜の森

山武市成東
総合運動公園

不動院

首都圏中央連絡
自動車道

山武
成東

総武本線 東
金
線

勝覺寺

成東

求名

遍
へん

照
じょう

殿
でん

のご本尊金
こん

剛
ごう

界
かい

大
だい

日
にち

如
にょ

来
らい

。お檀家さんのご先祖さまをお
守りすると同時に、各種イベントごとを参加者とご一緒に楽しん
でくださり、生きる力を与えてくださいます。

波
乗
り
不
動
　
ご
住
職
発
案
に
よ
る
も
の
で
、
こ
こ
で
し
か
参

拝
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
波
乗
り
不
動
を
描
い
た
ス
テ
ッ

カ
ー
お
守
り
は
、
全
国
各
地
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
る
そ
う
で
す
。

第 57世住職の小
こ

杉
すぎ

秀
しゅう

文
ぶん

師と、微笑み豊かな寺
じ

庭
てい

婦
ふ

人
じん

の智子さ
ん。「お寺はエンターテインメント性があった方が良いよね」住職のそ
の語り口はユーモアに溢

あふ

れ、その思いがお寺に反映されている。
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真し
ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

智ち

山さ
ん

派は

の
寺
院
の
中
に
は
、
文
化
財
を
所
蔵

さ
れ
て
い
る
寺
院
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
文
化
財
と
は
〝
わ
が
国
の
歴
史
・
文
化
を

正
し
く
理
解
し
、
文
化
の
向
上
発
展
に
資
す
る
国
民
的

財
産
〟
と
さ
れ
、
政
府
・
地
方
公
共
団
体
は
も
と
よ

り
、
文
化
財
の
所
有
者
や
関
係
者
は
、
そ
の
こ
と
を
自

覚
し
、
保
存
・
活
用
を
は
か
る
な
ど
、
文
化
財
保
護
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
寺
院
に

と
っ
て
文
化
財
は
、
あ
く
ま
で
皆
さ
ま
の
信
仰
に
よ
り

守
り
伝
え
ら
れ
た
寺
宝
で
あ
り
、
文
化
財
の
指
定
如
何

に
か
か
わ
ら
ず
、
後こ

う

世せ
い

に
受
け
継
い
で
ゆ
く
使
命
は
変

わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

一
口
に
文
化
財
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。
寺
院
に
関
わ
る
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
堂
塔

は
、
文
化
財
の
分
類
で
は
「
建
造
物
」
と
い
わ
れ
ま

す
。
智
山
派
寺
院
の
中
に
は
、
本
堂
が
国
宝
や
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
寺
院
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
次
に
仏
さ
ま
で
す
。
こ
れ
は
「
彫
刻
」
と
呼
ば
れ

ま
す
。
ご
本
尊
さ
ま
が
「
国
宝
」
や
「
重
要
文
化
財
」

と
い
う
寺
院
、
こ
ん
な
近
く
で
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ

け
る
の
か
と
思
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ご
開か

い

帳ち
ょ
う

は
何
年
に

一
度
と
い
う
〝
秘ひ

仏ぶ
つ

〟
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
仏
画
で
す
。
こ
れ
は
「
絵
画
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
が
、
お
軸
で
あ
っ
た
り
巻
物
・
襖ふ

す
ま

絵え

・
屏び

ょ
う

風ぶ

な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
状
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

「
書
籍
」
と
呼
ば
れ
る
経
典
や
古
文
書
。
ま
た
仏
具
・

額
・
刀
・
花
瓶
等
の
「
工
芸
品
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
、

あ
る
い
は
境け

い

内だ
い

一
帯
が
「
史し

跡せ
き

」
と
い
う
保
存
地
域
に

智山教化センター専門員

京都府木
き

津
づ

川
がわ

市
し

海
かい

住
じゅう

山
せん

寺
じ

住職　佐
さ

脇
わき

 貞
じょう

憲
けん

海
かい

住
じゅう

山
せん

寺
じ

の伽
が

藍
らん

　写真の左上付近は奈良時代聖
しょう

武
む

天皇の恭
く

仁
に

京
きょう

がおかれ、のち百
ひゃく

人
にん

一
いっ

首
しゅ

の「みかのはら　わきてながるる……」と
歌われた地でもあります。

特  

集伽が

藍ら

ん

を

護ご

持じ

す
る

―
文
化
財
を
守
る
寺
院
の
使
命

6
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指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
伝
統
行
事
が
「
無
形
文

化
財
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
な
か
で
、
か
つ
て
は
国
が
寺
院
の
宝
物
の
調

査
を
行
い
、
重
要
文
化
財
に
指
定
し
、
そ
の
な
か
で

も
特
に
文
化
財
的
価
値
が
高
い
と
さ
れ
る
も
の
は

「
国
宝
」
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
都
道

府
県
や
市
区
町
村
も
文
化
財
を
指
定
し
、
積
極
的
に

保
護
し
て
い
る
自
治
体
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

海
住
山
寺
の
文
化
財

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
私
が
住
職
を
し
て
い
ま
す
海か

い

住じ
ゅ
う

山せ
ん

寺じ

と
い
う
京
都
府
南
部
、
木き

津づ

川が
わ

市し

の
山
中
に

あ
る
お
寺
の
話
を
し
ま
す
。
ほ
か
の
文
化
財
を
護ご

持じ

さ
れ
て
い
る
寺
院
と
は
何
か
と
異
に
す
る
こ
と
は
お

含
み
お
き
く
だ
さ
い
。

海
住
山
寺
に
は
国
宝
五ご

重じ
ゅ
う
の

塔と
う

・
重
要
文
化
財
文も

ん

殊じ
ゅ

堂ど
う

・
ご
本
尊
十じ

ゅ
う

一い
ち

面め
ん

観か
ん

音の
ん

立り
つ

像ぞ
う

・
奥
の
院
十
一
面

観
音
立
像
・
四し

天て
ん

王の
う

像ぞ
う

・
法ほ

華け

経き
ょ
う

曼ま
ん

荼だ

羅ら

図ず

・
海
住

山
寺
文
書
の
国
指
定
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。
建
物
は

も
ち
ろ
ん
境け

い

内だ
い

に
建
っ
て
い
ま
す
。
ご
本
尊
さ
ま
は

本
堂
内
の
お
厨ず

子し

の
中
に
お
ら
れ
ま
す
が
、
ほ
か
の

も
の
は
京
都
・
奈
良
の
国
立
博
物
館
に
分
け
て
寄き

託た
く

し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
元
々
は
寺
内
の
建
物
や
宝

物
蔵
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
山
で
は
、
本

堂
の
ご
本
尊
さ
ま
と
奥
の
院
の
ご
本
尊
さ
ま
が
、
と

も
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
本
堂
の
ご
本
尊
さ

ま
は
等
身
大
の
大
き
さ
で
す
が
、
奥
の
院
の
ご
本
尊

さ
ま
は
四
十
五
㎝
と
非
常
に
小
さ
く
、
重
要
文
化
財

の
中
で
も
優
品
と
の
評
価
を
受
け
、
お
堂
で
の
安
置

は
火
災
・
盗
難
等
の
危
険
が
高
い
と
の
こ
と
か
ら
文

化
庁
よ
り
博
物
館
へ
の
出し

ゅ
っ

陳ち
ん

を
勧か

ん

告こ
く

さ
れ
、
現
在
は

奈
良
国
立
博
物
館
に
お
預
け
し
、
毎
年
秋
に
お
寺
に

お
帰
り
い
た
だ
い
て
ご
開
帳
し
て
お
り
ま
す
。

文
化
財
修
復
の
苦
労

寺
院
の
伽が

藍ら
ん

は
、
文
化
財
の
指
定
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
数
十
年
に
一
度
は
修
復
の
時
期
が
お
と
ず

れ
ま
す
。
瓦
屋
根
の
建
物
で
す
と
、
五
十
年
に
一
度

は
屋
根
の
葺ふ

き
替
え
が
必
要
で
す
（
檜ひ

わ
だ皮

や
杮こ

け
ら

で
葺
か

れ
た
建
物
は
、
も
っ
と
短
い
期
間
で
葺
き
替
え
ま
す
）。
ま

た
堂
塔
の
場
合
、
何
百
年
に
一
度
は
半
解
体
や
総
解

体
の
大
規
模
修
復
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
現
在
奈
良

の
薬や

く

師し

寺じ

の
東
塔
（
国
宝
）
は
十
数
年
の
歳
月
を
か

け
て
の
総
解
体
修
理
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
建
物
以
外
に
も
、
仏
像
・
お
軸
等
も
傷
み
が

目
立
つ
よ
う
に
な
れ
ば
修
復
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

や
は
り
、
後
世
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
、
一
定

の
品
質
を
保
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
当
山

に
も
、
堂
内
・
宝
蔵
内
・
寄
託
博
物
館
に
多
数
あ

り
、
順
次
修
復
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
終
着
点
は
な

く
、
終
わ
り
の
な
い
旅
を
続
け
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
す
。
お
寺
と
し
て
修
理
経
費
の
支
出
は
頭
痛
の
種

で
す
。

因ち
な

み
に
修
理
の
費
用
に
つ
い
て
で
す
が
、
国
宝
や

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
修
復
す
る

場
合
、
半
額
は
国
か
ら
補
助
さ
れ
ま
す
（
事
業
費
や

修
復
期
間
等
に
よ
り
多
少
の
増
額
は
あ
り
ま
す
）
が
、
残

り
は
所
有
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
未
指
定
の
も
の

は
更
に
負
担
が
多
く
な
り
、
何
と
い
っ
て
も
こ
の
点

が
寺
院
に
と
っ
て
大
問
題
で
す
。

文
化
財
調
査
・
記
録
の
必
要
性

古
い
寺
院
や
そ
の
関
連
の
場
所
に
は
、
い
ま
だ
調

査
が
終
わ
っ

て
い
な
い
文

化
財
が
多
数

あ
り
ま
す
。

ま
た
、
調
査

を
終
え
た
も

の
の
中
に

も
、
視
点
を

変
え
た
り
、

赤
外
線
カ
メ

ラ
・
Ｃ
Ｔ
ス

キ
ャ
ン
と

い
っ
た
最
新

の
機
器
を

使
っ
て
再
調

査
す
る
と
、

見
え
な
か
っ

た
図
様
が
見

『阿
あ

弥
み

陀
だ

浄
じょう

土
ど

曼
まん

荼
だ

羅
ら

図
ず

』の修復前と修復後の写真。修復中「軸
じく

木
ぎ

」から鎌倉
時代修復の年号や由緒書きが発見された。
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え
た
り
、
体
内
の
納
入
品
が
判
明
し
た
り
、
再
発
見

が
間
々
あ
り
ま
す
。
今
も
な
お
所
蔵
文
化
財
調
査
を

す
す
め
て
お
り
、
昨
今
そ
の
成
果
を
『
海
住
山
寺
の

美
術
』
と
い
う
冊
子
に
ま
と
め
、
写
真
・
解
説
付
の

現
代
版
財
産
目
録
と
し
て
整
理
い
た
し
ま
し
た
。
ま

た
数
年
前
よ
り
宗
立
の
大
正
大
学
調
査
団
に
よ
る
聖

教
・
経
典
類
の
調
査
を
行
い
、
所
蔵
目
録
の
作
成
を

進
め
て
い
ま
す
。

文
化
財
護
持
の
た
め
に
必
要
な
こ
と

日
々
の
護
持
に
も
苦
労
は
つ
き
も
の
で
す
。
最
近

世
間
を
騒
が
せ
た
文
化
財
に
液
体
を
か
け
る
、
傷
を

つ
け
る
と
い
う
犯
罪
も
発
生
し
て
お
り
ま
す
が
、
文

化
財
の
護
持
で
は
ま
ず
、
火
災
に
対
す
る
備
え
が
一

番
で
す
。
日
本
の
文
化
財
は
木
や
紙
で
で
き
た
も
の

が
多
く
、
火
災
に
は
最
も
神
経
を
す
り
減
ら
し
ま

す
。
寺
院
は
、
灯
明
や
ご
祈き

願が
ん

の
お
護
摩
な
ど
、
火

を
使
う
こ
と
も
多
い
で
す
し
、
夜
間
に
お
参
り
を
さ

れ
て
ロ
ー
ソ
ク
を
奉
納
し
、
点
灯
し
た
ま
ま
お
帰
り

に
な
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
お
参
り
の
方
の

お
気
持
ち
も
考
え
な
が
ら
文
化
財
の
防
火
に
努
め
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。

当
山
は
山
寺
で
す
の
で
、
火
災
報
知
機
以
外
に
放

水
銃
設
置
・
消
防
道
路
整
備
と
い
う
防
災
施
設
整
備

が
重
要
で
す
。
そ
の
一
端
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
国

宝
の
五
重
塔
を
火
災
か
ら
守
る
消
火
設
備
と
し
て
、

境
内
に
百
ｔ
程
度
の
貯
水
槽
を
設
け
、
各
所
に
配
管

し
、
万
が
一
の
時
に
は
五
重
塔
先
端
ま
で
放
水
で

き
る
設
備
で
す
。
大
型
ト
ラ
ッ
ク
並
み
の
エ
ン
ジ

ン
ポ
ン
プ
を
設
け
、
一
時
間
程
度
自
前
で
放
水
で

き
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
初
期
消
火

の
話
で
、
当
然
消
防
隊
の
到
着
を
待
つ
こ
と
に
な

り
ま
す
。
山さ

ん

麓ろ
く

か
ら
一
㎞
ほ
ど
離
れ
た
山
寺
の
た

め
、
か
つ
て
は
自
動
車
が
通
行
で
き
る
道
路
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
回
に
分
け
て
消
防
道
路
設

置
工
事
を
行
い
、
何
と
か
消
防
車
が
進
入
で
き
る

よ
う
に
し
ま
し
た
が
、
最
近
の
消
防
車
の
大
型
化

に
伴
い
、
現
在
も
防
災
道
路
の
延
長
と
改
良
工
事

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
設
置
だ
け
で
な

く
、
日
々
の
維
持
管
理
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

1月26日の『文化財防火デー』にともなう消防訓練の様子。万
が一に備え、総代さんや檀家さんにも参加してもらい消防署と放水
訓練を実施。同時に査察も行われます。

海
かい

住
じゅう

山
せん

寺
じ

の重要文化財『四
し

天
てん

王
のう

像
ぞう

』や、六
ろく

波
は

羅
ら

蜜
みつ

寺
じ

の重要文
化財『地

じ

蔵
ぞう

菩
ぼ

薩
さつ

』が東京国立博
物館の催しにて特別公開されます。
ご興味を持たれた方は足をお運び
ください。

興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」
東京国立博物館 平成館 特別展示室
2017年9月26日（火） ～ 2017年11月26日（日）
※詳しくは東京国立博物館のホームページをご覧ください

展覧会情報サイト  http://unkei2017.jp/
海住山寺ホームページ  http://www.kaijyusenji.jp/

（写真右）

海住山寺
国宝五重塔内陣

（写真左）

現光寺
十一面観音坐像

平成29年度
第53回京都非公開文化財特別公開
海住山寺  国宝五重塔内陣・奥の院十一面観音像・ 

法華経曼荼羅図・阿弥陀浄土曼荼羅等

現光寺 本尊十一面観音坐像・四天王像

2017年10月28日（土） ～ 2017年11月12日（日）
展覧会情報サイト   http://www.kobunka.com/

tokubetsu/
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文
化
財
所
蔵
寺
院
の
連
携

近
隣
の
京
都
の
南
部
地
域
に
は
、
多
く
の
文
化
財

を
有
す
る
寺
院
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
奈
良
に
隣
接

す
る
南
山
城
地
域
の
寺
院
が
集
ま
り
『
京き

ょ
う

都と 

南み
な
み

山や
ま

城し
ろ

古こ

寺じ

の
会
』
を
結
成
し
、
地
域
の
文
化
財
を
よ
り

多
く
の
方
に
認
識
し
て
い
た
だ
く
活
動
を
進
め
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
寺
院
の
中
に
は
、「
国
宝
」
七

件
・「
重
要
文
化
財
」
は
多
数
あ
り
、
真し

ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

智ち

山さ
ん

派は

の
観か

ん

音の
ん

寺じ

・
蟹か

に

満ま
ん

寺じ

・
神じ

ん

童ど
う

寺じ

・
現げ

ん

光こ
う

寺じ

・
笠か

さ

置ぎ

寺で
ら

も
多
く
の
文
化
財
を
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
保
護
と
公

開
に
積
極
的
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。

文
化
財
公
開
と
護
持
の
バ
ラ
ン
ス

多
く
の
方
々
に
、
文
化
財
の
す
ば
ら
し
さ
だ
け
で

な
く
、
修
復
の
意
義
な
ど
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
も

目
的
と
し
て
、
可
能
な
範
囲
で
文
化
財
の
公
開
を

行
っ
て
い
ま
す
。

昔
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
寺
院
で
、
ご
本
尊
さ
ま
の
お

姿
を
何
年
か
に
一
度
直
接
拝
む
こ
と
の
で
き
る
〝
ご

開
帳
〟
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
代
で
は
博
物
館

等
で
特
別
展
が
開
催
さ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
当
山
で

は
、
年
一
回
秋
に
国
宝
五
重
塔
開
扉
と
文
化
財
の
特

別
公
開
を
行
い
、
順
次
所
蔵
の
文
化
財
を
公
開
し

て
、
拝
観
料
な
ど
の
浄
財
に
よ
り
次
の
文
化
財
修
復

の
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

因
み
に
今
年
は
、
東
京
上
野
の
東
京
国
立
博
物
館

で
「
運う

ん

慶け
い

」
の
特
別
展
が
開
催
さ
れ
、
海
住
山
寺
国

宝
五
重
塔
奉
安
の
四
天
王
像
も
特
別
公
開
さ
れ
ま
す

（
八
頁
参
照
）。

こ
の
四
天
王
像
も
、
か
つ
て
は
土
蔵
の
中
で
バ
ラ

バ
ラ
の
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
を
修
復
し
、

平
成
に
な
っ
て
か
ら
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

た
も
の
で
す
。
小
さ
い
な
が
ら
も
、
鎌
倉
時
代
初
期

の
色
彩
が
色
濃
く
残
り
、
迫
力
あ
る
お
姿
を
さ
れ
て

い
ま
す
。

檀
信
徒
の
ご
協
力

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
防
災
道
路
は
、
寺
院
を
お
参

り
さ
れ
る
方
が
参
道
と
し
て
利
用
し
て
い
ま
す
。
文

化
庁
か
ら
は
、
防
災
道
路
と
寺
院
の
参
道
は
設
置
目

的
が
違
う
と
お
小
言
を
い
わ
れ
る
の
で
す
が
…
…
。

年
に
一
度
の
整
備
作
業
（
草
刈
・
清
掃
な
ど
）
に

は
、
多
く
の
檀
信
徒
の
方
々
が
ご
参
加
く
だ
さ
り
、

見
違
え
る
ほ
ど
道
路
を
き
れ
い
に
し
て
く
だ
さ
い
ま

す
。
こ
の
道
路
が
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
は

防
災
道
路
で
は
な
く
、
寺
院
へ
の
参
道
だ
か
ら
こ
そ

こ
の
よ
う
に
日
々
の
維
持
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、

住
職
と
文
化
庁
と
が
文
化
財
保
護
と
信
仰
の
狭
間
で

対
立
す
る
一
面
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
文
化
財
公
開
時
も
檀
信
徒
の
方
々
に
色
々
お

手
伝
い
い
た
だ
き
、
寺
院
の
宝
物
に
親
し
み
を
持
っ

て
い
た
だ
く
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

寺
院
の
伽
藍
を
護
持
し
て
い
く
こ
と
は
、
ど
ん
な

規
模
で
あ
っ
て
も
、
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
皆
さ
ま
の
菩
提
寺
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
を
機
に
、
文
化
財
保
護
と
寺
院
の
護
持
に
、
少
し

で
も
心
を
向
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。

赤外線で撮影すると、肉眼では見えない図様もはっきり写し出され
ます。� 写真提供／奈良国立博物館

仏
さ
ま
の
C
T
ス
キ
ャ
ン
画
像
。
内
部
の
納
入
品
が
よ
く
わ
か

り
ま
す
。�

写
真
提
供
／
京
都
国
立
博
物
館
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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

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

平
成
十
年
十
二
月
十
六
日
第
三
種
郵
便
物
認
可
「
生
き
る
力SH

IN
G

O
N

」
第
九
十
号
　
平
成
二
十
九
年
九
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（
本
体
九
三
円
）

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

愛あ
た

宕ご

薬や
く

師し

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

※
初
め
て
写
経
に
参
加
さ
れ
る
方
は
13
時
30
分

ま
で
に
受
付
に
お
越
し
く
だ
さ
い

9
月
8
日（
金
）　
10
月
6
日（
金
）

11
月
8
日（
水
）

や
す
ら
ぎ
寄
席

毎
月
第
3
木
曜
日
　
18
時
30
分
よ
り

・
恒
例 

抽
選
会
開
催

於
　
本
堂（
木
戸
銭
千
五
百
円
）

9
月
21
日
　
談
志
一
門
会

10
月
19
日
　
三
遊
亭

11
月
16
日
　
談
志
一
門
会

真
福
寺
阿あ

字じ

観か
ん

会え

昼
の
部
15
時
・
夜
の
部
19
時
よ
り

於
　
本
堂（
無
料
・
要
事
前
申
込
）

9
月
26
日（
火
）　
10
月
24
日（
火
）

11
月
28
日（
火
）

愛
宕
薬
師
フ
ォ
ー
ラ
ム（
無
料
）

10
月
13
日（
金
）14
時
よ
り

「
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
エ
ン
ブ
レ
ム
デ
ザ
イ
ン
が
で

き
る
ま
で
〜
ア
イ
デ
ア
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
る
〜
」

長
野
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
エ
ン
ブ
レ
ム
デ
ザ
イ
ン

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
／�

篠し
の

塚づ
か

正ま
さ

典の
り

先
生

写し
ゃ

経き
ょ
う

の
つ
ど
い

毎
月
21
日
　
13
時
よ
り

於
　
金
堂

納
経
料
　
千
円

智
積
院
阿あ

字じ

観か
ん

会え

14
時
よ
り（
受
付
13
時
よ
り
）

於
　
智
積
院
金
堂
地
下
ホ
ー
ル

（
参
加
灯
明
料
五
百
円
・
要
事
前
申
込
）

9
月
12
日（
火
）

10
月
12
日（
木
）

12
月
8
日（
金
）

http://www.chisan.or.jp 総本山智積院HP

宿
坊

智
積
院
会
館

宿
泊
料
金 

6
、
6
7
0
円

（
朝
食
・
灯
明
料
・
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

智
ち

積
しゃく

院
い ん

「観
か ん

月
げ つ

会
え

」のご案内

◆前売り券 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,700円
◆当日券 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,200円（枚数限定）
◆智積院会館宿泊パック .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,000円（枚数限定）
※但し一部屋２名以上でお願いします。
（通常の宿泊一泊朝食付６,６７０円に観月会チケットが含まれます）
※チケットは全て月見弁当・お茶付きです

詳細は総本山智積院ホームページをご覧ください
http：//www.chisan.or.jp/event/list/detail/

◆声明公演
◆ �瞑想体験
「月

が ち

輪
り ん

観
か ん

」

日 時：平成29年10月4日（水）中秋　18時より（17時開場・21時閉門）
  於  ：智積院講堂

◆お月見コンサート
C
カ ト レ ア

attleya�S
サ ク ソ フ ォ ン

axophone�Q
カ ル テ ッ ト

uartetto
�ソプラノサックス�本田千鈴
�アルトサックス� 西村琴乃
�テナーサックス� 西川静
�バリトンサックス� 亀井友恵

TEL 075-541-5363（智積院会館）

チケットお申し込み・お問い合わせ

チケットプログラム
第1部

第2部

C
カ ト レ ア

attleya�S
サ ク ソ フ ォ ン

axophone�
Q
カ ル テ ッ ト

uartetto

責了 　
90唐

糸
中
田
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