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表紙写真　奈良県上
かみ

北
きた

山
やま

村
むら

　「光射し込む道」
紀伊半島の東部、奈良県と三重県の境に位置する

標高1695メートルの大
おお

台
だい

ケ原は、山全体が国の特別
天然記念物に指定されていて、ハイキング感覚で気
軽に散策することができる山だ。夕刻、撮影を終え下
山途中、樹

じゅ

間
かん

から差し込む光が帰路を導いてくれた。

目次写真　奈良県上北山村　「大台ケ原の展望」
大台ケ原最大のポイントは深さ千メートルの谷底

に向かって突き出した岩
がん

塊
かい

の大
だい

蛇
じゃ

嵓
ぐら

で、まさに目が
眩
くら

むほどの絶景である。視界に飛び込んでくる断
だん

崖
がい

絶
ぜっ

壁
ぺき

に、思わず腰を落としての歩行になってしまっ
た。鎖

くさり

の柵
さく

の先端に立つと眼下に大蛇嵓、水平線に
目をやると紅葉越しに紀州の深い山並み、遥

はる

か西の
谷には微

かす

かに二本の滝筋も見られた。
� 撮影・解説／山梨勝弘
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河か
わ

田だ

雅が

常じ
ょ
う（

群
馬
県
甘か
ん

楽ら

町ま
ち・東と
う

學が
く

院い
ん

住
職
）

「
顕け

ん

徳と
く

」

会
話
を
し
て
い
る
だ
け
で
何
と
な
く
あ
り
が
た
く
、
明

る
い
心
に
し
て
く
れ
る
。
そ
ん
な
方
に
お
逢
い
し
た
経
験

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
方
は
仏
さ
ま
の
よ
う
な
心
で

日
々
過
ご
そ
う
と
心
掛
け
、
人
知
れ
ず
精
進
な
さ
っ
て
い

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
は
、
誰
も
が
大だ

い

慈じ

悲ひ

の
心
を
持
ち
、
仏
に

な
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
説
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

な
ら
ば
私
た
ち
も
内
な
る
大
慈
悲
の
心
に
し
た
が
い
、
言

動
や
精
神
を
正
し
、
徳
を
顕あ

ら
わ

せ
る
人
格
を
目
指
す
た
め
、

積せ
き

善ぜ
ん

の
く
ら
し
を
こ
こ
ろ
が
け
ま
し
ょ
う
。

唐
糸

太
刀
川

94 責了
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東
日
本
大
震
災
か
ら
七
年
。
復
興
支
援
と
し
て
福

島
県
い
わ
き
市
に
観
光
で
訪
れ
た
方
も
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
検
索
す
れ
ば

巨
大
レ
ジ
ャ
ー
施
設
や
、
演
歌
に
も
歌
わ
れ
た
「
塩

屋
崎
灯
台
」、「
吹
く
風
を
　
な
こ
そ
の
関
と
　
お
も

へ
ど
も
　
道
も
せ
に
ち
る
　
山
桜
か
な
（
源
義

家
）」
の
和
歌
に
も
詠
ま
れ
る
「
勿な

こ
そ来
の
関
」

な
ど
が
観
光
名
所
と
し
て
挙
が
っ
て
き
ま
す
。

ま
た
、
せ
っ
か
く
行
く
の
だ
か
ら
温
泉
で
ゆ
っ

く
り
し
た
い
と
い
う
方
に
は
「
三さ

箱は
こ

（
佐
波
古
）

の
湯
」
と
呼
ば
れ
、
日
本
の
三
古
泉
と
し
て
古

来
よ
り
文ぶ

ん

人じ
ん

墨ぼ
っ

客き
ゃ
く

の
来
遊
の
絶
え
な
い
「
い
わ

き
湯
本
温
泉
」
も
名
の
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
。
で
は
、
今
回
訪
れ
た
「
三さ

ん

箱そ
う

山
法
海

寺
勝
行
院
」
は
と
い
う
と
、
平
安
時
代
に
開
創

さ
れ
、
七
堂
伽
藍
が
立
ち
並
ぶ
寺
院
な
が
ら

も
、
観
光
地
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
多
く

あ
り
ま
せ
ん
。

常
磐
線
湯
本
駅
か
ら
十
分
ほ
ど
、
駅
前
通
り

を
抜
け
る
と
三
間
一
戸
の
壮
大
な
楼ろ

う

門も
ん

が
聳そ

び

え

ま
す
。
平
安
時
代
初
期
の
大だ

い

同ど
う

年
間
（
八
〇
六

─
八
〇
九
）
法
相
宗
の
高
僧
徳と

く

一い
つ

上
人
に
よ
っ

て
、
湯
本
宝
海
の
地（
現
在
地
の
北
西
）に
創
建
さ

れ
る
も
、湯
の
岳
の
土
砂
流
に
遭
い
埋
没
し
た

と
い
い
ま
す
。こ
れ
を
永え

い

正し
ょ
う

十
七
年
（
一
五
二
〇
）

円え
ん

鏡き
ょ
う

禅
師
が
現
在
の
地
、
三さ

函は
こ

に
再
建
し
、
今

に
及
ん
で
い
ま
す
。
境け

い

内だ
い

に
は
本
堂
、
釈し

ゃ

迦か

堂ど
う

、
三
重
塔
、
鐘し

ょ
う

楼ろ
う

堂ど
う

、
大
師
堂
、
聖
徳
太
子

堂
な
ど
の
堂
塔
に
加
え
て
、
千
体
地
蔵
尊
、
修
行
大

師
像
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
御
砂
場
、
客
殿
に
は
三さ

ん

渉し
ょ
う

園
と
呼
ば
れ
る
庭
園
が
続
い
て
い
ま
す
。「
か
つ
て
は

御
朱
印
十
石
を
拝
領
し
て
い
ま
し
た
が
、
火
災
や
戊

辰
戦
争
で
焼
失
後
、
歴
代
住
職
が
復
興
を
続
け
、
先

代
（
勝
行
院
第
三
十
八
世 

宗そ
う

親し
ん

大
僧
正
）
の
時
に
漸よ

う
や

く
こ

こ
ま
で
整
備
が
進
ん
だ
ん
で
す
よ
」
と
、
現
住
職
の

宗そ
う

融ゆ
う

僧
正
よ
り
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

楼
門
を
潜
る
と
す
ぐ
右
側
に
釈
迦
堂
、
そ
し
て
正

面
に
豪ご

う

壮そ
う

な
本
堂
が
見
え
ま
す
。
釈
迦
堂
は
前
述
の

円
鏡
禅
師
が
建
立
す
る
も
寛か

ん

政せ
い

十
年
（
一
七
九
八
）
に

火
災
に
遭あ

い
、
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
─
一
七
）
に
幻げ

ん

如じ
ょ

和
尚
が
再
興
し
た
も
の
。
釈
迦
堂
に
入
る
と
釈
迦
如

来
坐
像
（
県
指
定
重
要
文
化
財
／
像
高
八
五
セ
ン
チ
）
と
等

身
大
の
阿あ

難な
ん

・
迦か

葉し
ょ
う

の
両
尊
像
が
脇わ

き

侍じ

と
し
て
お
迎

え
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
釈
迦
像
は
両
袖

先
と
裳も

裾す
そ

を
幅
広
く
長
く
垂
れ
る
垂す

い

下か

様
式
が
特
徴

的
で
、
飛
天
透
か
し
彫
り
の
光
背
、
台
座
も
中
国
宋

勝
しょう

行
ぎょう

院
いん

本堂。昭和３７年落成。ご本尊さまは不
ふ

動
どう

明
みょう

王
おう

。通称「中の寺」、下の寺はすぐ近くの惣
そう

善
ぜん

寺
じ

（浄土宗）。上の寺については詳細不明である。

智山寺院探訪 福島八十八ヶ所霊場　第一番札所

福島県いわき市　三
さ ん

箱
そ う

山
ざ ん

 勝
し ょ う

行
ぎ ょ う

院
い ん

入
いり

母
も

屋
や

、八
はっ

脚
きゃく

楼
ろう

門
もん

。4体の仁
に

王
おう

像
ぞう

が収められている。真言宗智
山派元管長、総本山智積院化主第６８世宮

みや

坂
さか

宥
ゆう

勝
しょう

猊
げい

下
か

ご揮毫の
扁
へん

額
がく

「無量勝行超世間」が掲げられている。
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風
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。

勝
行
院
の
ご
本
尊
さ
ま
は
秘
仏
の
不ふ

動ど
う

明み
ょ
う

王お
う

で
、

古
文
書
に
よ
れ
ば
智ち

証し
ょ
う

大
師
円え

ん

珍ち
ん

（
八
一
四
─
八
九
一
）

の
御
作
と
記
さ
れ
、
平た

い
ら

藩は
ん 

内
藤
公
の
寄
進
に
よ
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
大
壇
は
お
護
摩
が
焚
け
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
節
分
に
は
多
く
の
御
札
が
ご
祈
祷
さ

れ
ま
す
。
ご
本
尊
さ
ま
を
お
祀
り
す
る
中
の
間
の
左

右
に
は
聖
観
音
、
十
一
面
観
音
が
祀
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
お
勤
め
を
す
る
壇
が
設
え
て
あ
り
ま
す
。

毎
朝
仏
さ
ま
に
お
膳
を
供
え
、
午
前
六
時
か
ら
ご
住

職
と
役
僧
の
方
で
お
勤
め
を
さ
れ
る
そ
う
で
、
お
香

を
焚
い
て
い
な
く
て
も
堂
内
か
ら
そ
の
香
り
が
立
ち

の
ぼ
り
、
仏
具
に
は
修
法
の
足
跡
と
も
い
え
る
使
い

込
ま
れ
た
く
す
み
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
祈
り
の
力

が
満
ち
満
ち
て
い
る
よ
う
で
自
然
と
手
が
合
わ
さ
り

ま
す
。

本
堂
の
左
奥
の
石
段
を
三
重
塔
に
向
か
っ
て
登
っ

て
い
く
途
中
に
鐘
楼
堂
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
鐘
は

「
し
あ
わ
せ
の
鐘
」
と
銘
打
た
れ
、
先
代
の
宗
親
大
僧

正
が
世
界
、
そ
し
て
宇
宙
の
す
べ
て
が
幸
せ
に
な
る

よ
う
に
、
と
の
願
い
を
込
め
て
建
て
ら
れ
た
も
の
だ

そ
う
で
す
。

鐘
楼
堂
か
ら
本
堂
を
眺
め
る
と
入
母
屋
屋
根
の
造

作
が
よ
く
見
て
と
れ
ま
す
（
P・5
右
上
写
真
）。

長
く
立
派
な
降く

だ
り

棟む
ね

、
切
妻
部
分
の
三
ツ
花
懸げ

魚ぎ
ょ

に

板い
た

蟇か
え
る

股ま
た

ま
で
意
匠
を
凝
ら
し
た
彫
刻
に
な
っ
て
い
ま

す
。
余
談
で
は
あ
り
ま
す
が
、
切
妻
の
合
掌
部
（
三
角

形
の
頂
点
）
を
「
拝お

が
み

」、
こ
こ
に
垂
れ
さ
げ
た
装
飾
的

彫
刻
を
「
懸

魚
」
と
い
い
ま

す
。
唐
招
提
寺

金
堂
や
東
大
寺

大
仏
殿
の
鴟し

尾び

も
火
除
け
の
ま

じ
な
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す

が
、
魚
が
屋
根

に
い
る
、
つ
ま

り
魚
が
い
る
水

中
で
は
火
事
が

起
き
な
い
、
と

い
う
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
懸
け
ら
れ
て
い
る

場
所
が
拝
と
い
う
の
は
建
築
の
妙
を
感
じ
ま
す
。

三
重
塔
は
昭
和
六
十
三
年
竣
工
、
総
高
十
四
メ
ー

ト
ル
、
胎た

い

蔵ぞ
う

界か
い

五
仏
が
入
仏
さ
れ
て
い
ま
す
。
完
工

か
ら
三
十
年
が
経
過
し
、
白
木
の
木
材
も
落
ち
着
い

4

（上）幻
げん

如
じょ

和尚が再興した釈
しゃ

迦
か

堂
どう

。勝行院が戊
ぼ

辰
しん

の役で焼失
したためこの釈迦堂を移し、一時勝行院の本堂とした。お堂
の左側には幻如和尚の供養塔があり、毎年 12月19日の幻
如忌に供養会が行われる。
（下）【中央】釈迦如来像は寄木造りの漆

しっ

箔
ぱく

。面貌は鼻すじ
がとおり、口元は引き締まる。迦

か

葉
しょう

【右】阿
あ

難
なん

【左】の両
像はいわき市指定有形文化財。天井には薄れてはいるが龍
が描かれている。

本堂内陣には技巧を凝らした仏具が並ぶ。水銀めっきを施し、魚
な

々
な

子
こ

鏨
たがね

で細粒の円形を密に陰刻して仕上
げた逸品。魚子打工の歴史は古く、天

てん

平
ぴょう

宝
ほう

字
じ

4 年（760年）の文献が初出である。
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た
雰
囲
気
に
な
っ
て
お
り
、
優ゆ

う

美び

端た
ん

厳げ
ん

と
い
う
言
葉

が
浮
か
び
ま
す
。
そ
し
て
金
色
の
五
仏
は
塔
を
守
る

本
尊
と
し
て
相
応
し
い
荘そ

う

厳ご
ん

さ
を
示
し
て
い
ま
す
。

頭
を
垂
れ
、
手
を
合
わ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る

そ
の
尊
容
は
、
真
言
教
主
た
る
光こ

う

明み
ょ
う

遍へ
ん

照じ
ょ
う

の
仏
徳
の

顕
現
だ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

境
内
の
取
材
を
終
え
、
改
め
て
ご
住
職
に
お
話
を

う
か
が
い
ま
し
た
。
現
在
四
名
の
役
僧
の
方
が
お
勤

め
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ご
住
職
自
ら
指
導
す
る
機
会

は
少
な
い
そ
う
で
す
。「
上
役
が
教
え
る
の
が
常
だ
け

れ
ど
も
、
下
は
上
役
の
仕
事
を
盗
ん
で
い
く
も
の
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
何
回
も
同
じ
失
敗
を
繰
り

返
す
と
…
…
」
と
の
言
葉
に
役
僧
さ
ん
も
苦
笑
い
で

す
。「
よ
く
や
っ
て
く
れ
て
ま
す
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
る

と
お
り
、
掃
除
の
行
き
届
い
た
境
内
は
砂
利
ま
で
き

れ
い
に
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
僧
侶
の
「
い
ろ
は
」

と
し
て
、
一
番
に
作さ

務む

（
掃
除
）
が
挙
げ
ら
れ
ま
す

が
、
こ
こ
ま
で
徹
底

さ
れ
て
い
る
お
寺
は

多
く
な
い
で
し
ょ

う
。
ご
住
職
の
「
役

僧
は
皆
、
自
分
の
お

寺
と
の
兼
業
だ
け
ど

も
、
一
般
職
に
就
い

た
ら
仏
さ
ま
に
仕
え

て
、
仏ぶ

っ

飯ぱ
ん

を
い
た
だ

く
と
い
う
意
識
が
薄

く
な
り
そ
う
で
。
で

き
る
だ
け
仏
さ
ま
の
近
く
に
い
て
も
ら
い
た
い
ん
で

す
」
と
の
言
葉
は
行
き
届
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

楼
門
を
出
て
ふ
と
目
線
を
上
げ
る
と
「
無
量
の
勝

行
、
世
間
を
超
え
た
り
」
と
書
か
れ
た
扁へ

ん

額が
く

に
気
づ

き
ま
し
た
。
勝
行
は
「
聖し

ょ
う

教ぎ
ょ
う

」
ま
た
は
「
正し

ょ
う

行ぎ
ょ
う

」
な

の
で
し
ょ
う
が
、
行
い
（
実
践
）
に
勝
る
も
の
は
な

い
、
そ
う
諭さ

と

さ
れ
て
お
寺
を
後
に
し
ま
し
た
。

（
文
／
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
・
島
玄
隆

写
真
／
清
水
健
）

三箱山 勝行院
〒972-8321  福島県いわき市常磐湯本町

三函303
電話　0246-43-2576
JR常磐線湯本駅より徒歩10分

ACCESS アクセス

勝行院

6

観音山公園
温泉神社

まこと幼稚園 常
磐
線

ホテル
リブマックス

湯本
湯本

三重塔内の胎蔵界五仏。如来に内在する理徳を示す。【中央】
胎蔵界大日如来【右前】宝

ほう

幢
とう

如来【左前】開
かい

敷
ふ

華
け

王
おう

如来【左
奥】無

む

量
りょう

寿
じゅ

如来【右奥】天
てん

鼓
く

雷
らい

音
おん

如来

山内清規。清規とは修行僧が守るべき生活規
則。先代宗親大僧正の御手彫り。

勝行院第 39世住職
楠
くすのき

宗
そう

融
ゆう

僧正
福島第一教区長として宗団を支
えながら、後進の育成にも力を
注いでおられます。

勝行院本堂の屋根、切妻部分の彫刻。本文にあるように意
匠を凝らした造りになっている。
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お寺の行事に参加しよう②
お釈迦さまの三大行事

―花まつり、成道会、常楽会―

特 集

桜が満開の4月8日。お釈迦さまのご生誕をお祝いする「花まつり」で賑
にぎわ

うお寺の様子。お釈迦さまの母摩
ま

耶
や

夫
ぶ

人
にん

は「右
のわき腹に白

びゃく

象
ぞう

が入る夢を見てお釈迦さまを身ごもった」という伝説から、境
けい

内
だい

に花
はな

御
み

堂
どう

を乗せた白象が飾られています。

「
人
生
と
は
苦
で
あ
る
」

仏
教
の
い
う
「
苦
」
と
は
「
思
い
通
り
に
な
ら
な

い
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。
苦
に
満
ち
た
こ
の
世
に

お
い
て
、
人
間
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
。
お
釈し

ゃ

迦か

さ

ま
は
そ
の
答
え
を
求
め
修
行
に
入
り
、
悟
り
を
開
か

れ
ま
す
。
そ
し
て「
苦
」を
完
全
に
解
決
し
た
安
楽
の

境
地「
涅ね

槃は
ん

」に
至
り
ま
す
。お
釈
迦
さ
ま
は
苦
の
世

界
か
ら
解げ

脱だ
つ

す
る
道
を
示
さ
れ
ま
し
た
。仏
教
と
は
、

人
々
が
真
に
幸
せ
に
生
き
る
た
め
の
教
え
な
の
で
す
。

そ
の
お
釈
迦
さ
ま
に
由
来
す
る
三
大
行
事
が
あ
り

ま
す
。
各
寺
院
で
開
催
さ
れ
る
行
事
は
、
お
釈
迦
さ

ま
の
ご
生
涯
と
密
接
に
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
三
大
行
事

①
花
ま
つ
り	

四
月
八
日	

ご
生
誕

②
成じ

ょ
う

道ど
う

会え	

十
二
月
八
日	

お
悟
り

③
常じ

ょ
う

楽ら
く

会え	

二
月
十
五
日	

ご
入に

ゅ
う

滅め
つ

ま
た
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
生
涯
に
は
、
特
筆
す
べ
き

八
つ
の
事
柄
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
八は

っ

相そ
う

成じ
ょ
う

道ど
う

」
と
い

い
ま
す
。

①
降ご

う

兜と

率そ
つ

　
②
托た

く

胎た
い

　
③
降ご

う

誕た
ん

　
④
出し

ゅ
っ
け家

⑤
降ご

う

魔ま

　
　
⑥
成
道
　
⑦
初し

ょ

転て
ん

法ぼ
う

輪り
ん

　
⑧
入
滅

で
は
三
大
行
事
と
こ
れ
ら
の
関
わ
り
を
み
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

※�

行
事
の
日
程
は
寺
院
に
よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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①
花
ま
つ
り
　
四
月
八
日

お
釈
迦
さ
ま
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る

前
、
兜と

率そ
つ

天て
ん

と
い
う
世
界
で
修
行
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
か
ら
六
本
の
牙
が
あ
る
白
象
に
ま

た
が
り
光
明
を
放
ち
な
が
ら
こ
の
世
へ
と
降
り

て
ま
い
り
ま
し
た
（
降
兜
率
）。
お
釈
迦
さ
ま
の

母
で
あ
る
摩ま

耶や

夫ぶ

人に
ん

は
、
白
象
が
右
脇
か
ら
胎

内
に
入
る
夢
を
見
て
身
ご
も
っ
た
と
さ
れ
ま
す

（
托
胎
）。

そ
の
後
、
摩
耶
夫
人
が
出
産
の
た
め
に
故
郷

へ
帰
る
途
中
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
で
無む

憂ゆ
う

樹じ
ゅ

と
い

う
木
の
枝
に
触
れ
た
と
き
、
右
脇
か
ら
お
釈
迦

さ
ま
が
誕
生
し
ま
す
（
降
誕
）。
直
後
に
東
西
南

北
の
四
方
に
七
歩
ず
つ
歩
き
、
右
手
で
天
を
、

左
手
で
地
を
指
し
「
天て

ん

上じ
ょ
う

天て
ん

下げ

唯ゆ
い

我が

独ど
く

尊そ
ん

」
と

宣
言
さ
れ
ま
し
た
。
す
る
と
、
お
釈
迦
さ
ま
の

誕
生
を
喜
び
、
四
天
王
・
帝た

い

釈し
ゃ
く

天て
ん

・
梵ぼ

ん

天て
ん

が
現

れ
て
お
釈
迦
さ
ま
に
侍じ

し
、
二
龍
王
が
清
浄
の

温
水
と
涼
水
を
お
釈
迦
さ
ま
に
灌そ

そ

い
だ
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
浄
水
は
「
甘か

ん

露ろ

の
法ほ

う

雨う

」
と
も
い
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
伝
説
か
ら
、
花
ま
つ
り
は
花は

な

御み

堂ど
う

を
設

置
し
、
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
時
の
姿
で
あ
る
誕た

ん

生じ
ょ
う

仏ぶ
つ

に
甘
茶
を
灌
ぎ
ま
す
。
な
お
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
は
美

し
い
花
園
で
あ
っ
た
こ
と
、
四
月
は
さ
ま
ざ
ま
な
花

が
咲
き
誇
る
季
節
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
花
ま
つ
り
」

と
呼
ば
れ
、
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
誕
生
を
祝
い
、
健
康

を
祈
る
季
節
の
行
事
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

②
成
道
会
　
十
二
月
八
日

お
釈
迦
さ
ま
は
王
家
に
生
ま
れ
、
何
不
自
由
な
く

育
ち
ま
し
た
が
、
人
生
に
対
し
て
深
い
悩
み
が
あ
り

ま
し
た
。「
い
く
ら
物
で
満
た
さ
れ
て
い
て
も
、
人

は
必
ず
年
老
い
、
病
気
に
な
り
、
最
後
に
は
死
を
迎

え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
誰
も
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
」。
そ
う
感
じ
た
お
釈
迦
さ
ま
は
、
解
決
の
道

花まつりでは、誕
たん

生
じょう

仏
ぶつ

を花
はな

御
み

堂
どう

にお祀
まつ

りし、甘茶をかけて供養します。経典には、誕生仏に香
こう

水
ずい

を灌
そそ

ぎ清める功
く

徳
どく

により、自分自身の垢
あか

を流し、現世では無
む

病
びょう

長
ちょう

寿
じゅ

、家族も安
あん

穏
のん

に生きることがで
きると説かれています。

成
じょう

道
どう

とは、修行の完成のことであり、お釈迦さまが仏
ぶっ

陀
だ

となられたことを意味します。写真は、お釈迦さまが数多くの悪魔の誘惑を退けて
成道する様子を表した降

ごう

魔
ま

成
じょう

道
どう

図
ず

� 写真提供／川崎大師平間寺
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を
求
め
て
二
十
九
歳
の
時
に
修
行
に
入
り
ま
す
（
出

家
）。そ

の
後
、
六
年
間
に
わ
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
苦
行
を

お
こ
な
い
ま
す
が
、
苦
行
で
は
真
の
悟
り
は
得
ら
れ

な
い
と
見
切
り
、
後
に
菩
提
樹
と
呼
ば
れ
る
木
の
下

で
瞑
想
に
入
り
ま
す
。
悟
り
に
近
い
こ
と
に
気
づ
い

た
悪
魔
が
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
妨
害
し
ま
す
が
、
お
釈

迦
さ
ま
は
強
い
意
志
に
よ
っ
て
悪
魔
を
退
け
（
降

魔
）、
悟
り
を
開
か
れ
ま
し
た
（
成
道
）。
こ
の
日
が

十
二
月
八
日
と
い
わ
れ
ま
す
。

当
初
、
お
釈
迦
さ
ま
は
悟
っ
た
喜
び
を
自
分
の
楽

し
み
と
さ
れ
、
説
法
す
る
こ
と
な
く
こ
の
世
を
去
ろ

う
と
し
ま
し
た
が
、
梵
天
（
イ
ン
ド
の
最
高
神
）
が
お

釈
迦
さ
ま
の
前
に
現
れ
、
人
々
に
説
法
を
す
る
こ
と

を
懇
願
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
お
釈
迦
さ
ま
は
説
法
す

る
こ
と
を
決
意
し
、
は
じ
め
に
か
つ
て
修
行
を
と
も

に
し
た
五
人
の
仲
間
に
教
え
を
説
か
れ
ま
し
た
（
初

転
法
輪
）。「
成
道
会
」
で
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
悟
り

を
開
か
れ
た
こ
と
を
お
祝
い
し
、
教
え
を
説
か
れ
た

こ
と
で
多
く
の
人
々
が
救
わ
れ
た
こ
と
に
深
い
感
謝

を
捧
げ
ま
す
。

釈
しゃ

迦
か

涅
ね

槃
はん

図
ず

　沙
さ

羅
ら

双
そう

樹
じゅ

の下、北枕で西を向いて亡くなられ（入滅）、そのことを菩薩、仏弟子、
天部をはじめ、あらゆる動物たちが嘆き悲しんでいます。あまりの悲しみに沙羅双樹の4本が枯れ
ている様子もわかります。� 智積院蔵

2月15日、総本山智積院では、上写真の釈迦涅槃図をお祀りし、常楽会を勤修しています。そ
こでお唱えされる声明は、鎌倉時代の響きを今に伝えるものといわれています。
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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
四
号
　
平
成
三
十
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

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

毎
月
12
日
　
14
時
よ
り（
受
付
13
時
よ
り
）

※
8
月
と
12
月
は
8
日
　
14
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
）

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
積
院
会
館
新
築
工
事
の
た
め
、

平
成
30
年
12
月
13
日（
木
）よ
り

宿
泊
利
用
並
び
に
館
内
利
用
を
休
止
い

た
し
ま
す
。

※�
工
事
中
は
ご
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す

が
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

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
7
日（
金
）

10
月
5
日（
金
）

11
月
8
日（
木
）

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
千
五
百
円
）

9
月
20
日
　
三
遊
亭

10
月
18
日
　
談
志
一
門
会

11
月
15
日
　
三
遊
亭

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
）

※
10
月
よ
り
夜
の
部
開
始
時
間
が
18
時
に
変
更

と
な
り
ま
す
。

9
月
25
日（
火
）　
10
月
23
日（
火
）

11
月
27
日（
火
）

愛
宕
薬
師
フ
ォ
ー
ラ
ム（
無
料
）

9
月
28
日（
金
）14
時
よ
り

「
手
を
合
わ
せ
る
と
」

�

京
都
府
立
医
科
大
学
名
誉
教
授
／

�

棚た
な

次つ
ぐ

　
正ま

さ

和か
ず

先
生

総本山智積院HP 智積院Facebook

智積院境内で撮影された
作品を募集します
みなさまのご応募
おまちしております

☆応募テーマ　�智
ち

積
しゃく

院
いん

の四季�
～写

うつ

しとる心の風
け し き

景～
☆撮影、応募期間
　平成30年9月1日～平成31年2月28日

※�詳しくは総本山智積院ホームページ「第2回智積院写真コ
ンテスト開催のお知らせ」をご覧ください。

第2回 智
ち

積
し ゃ く

院
い ん

写真コンテスト作品募集

http://www.chisan.or.jp/info/
kontesuto02

責了 　
94唐

糸
太
刀
川
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