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表紙「朝の三
み

多
た

気
け

の桜」三重県津市
奈良県との県境に位置する美

み

杉
すぎ

町
ちょう

の三多気の桜は、伊
勢本街道から真

しん

福
ぷく

院
いん

に通じる参道の桜並木である。桜の
トンネルが続く長

のどか

閑な山村の山道を登ると、山門にたどり
着く。そこから振り返ると、朝陽に照らされた三多気の桜
が、水が張られた田植え前の棚田に影を映していた。

表2「緑鮮やかな海苔ひび」
リアス式海岸が続く五

ご

ヶ
か

所
しょ

湾
わん

は、あおさ海苔の産地で
ある。厳冬期に育った海苔が、ひび（網）全体を覆い隠
すようにびっしりと付着していた。潮が引くと、まるで緑
の帯を敷き詰めたように海苔ひびが浅瀬一杯に浮き上が
り、海の青さと海苔ひびの鮮やかな緑が、漁村の風景を
一層印象的にする。� 撮影・解説／山梨勝弘
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田だ

惠け
い

敏び
ん

（
埼
玉
県
と
き
が
わ
町
・
光こ
う

明み
ょ
う

寺じ

）

「
知ち

恩お
ん

」

私
た
ち
は
、
誰
か
に
支
え
ら
れ
て
生
き
て
い
ま
す
。
な

か
に
は
、「
誰
に
頼
ら
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
」
と
思
っ

て
い
る
人
は
い
て
も
、
実
際
に
自
分
の
力
だ
け
で
生
き
て

い
け
る
人
な
ど
い
ま
せ
ん
。

自
分
が
い
ろ
い
ろ
な
人
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知

れ
ば
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
感
謝
の
心
が
現
れ
ま
す
。

自
分
が
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
「
お
か
げ
さ

ま
で
…
…
」
と
自
然
に
言
葉
が
出
て
く
る
、
心
豊
か
な
毎

日
を
送
り
続
け
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

唐
糸

太
刀
川

96 責了
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段
々
と
寒
さ
が
増
し

て
く
る
十
一
月
、
錦き

ん

秋し
ゅ
う

の
山
並
み
を
横
目
に
、

長
野
県
の
観
光
地
と
し

て
も
名
高
い
諏す

訪わ

湖こ

が

見
え
て
く
る
と
、
程
な

く
し
て
岡お

か

谷や

駅え
き

に
到
着

し
ま
し
た
。
今
回
訪
れ

る
照し

ょ
う

光こ
う

寺じ

は
岡
谷
市
の

中
心
地
に
建
つ
古
刹

で
、
岡
谷
駅
か
ら
徒
歩

四
分
と
い
う
目
と
鼻
の

先
に
あ
り
ま
す
。

県
道
前
、
照
光
寺
の

入
り
口
に
立
っ
て
参
道

を
見
上
げ
る
と
、
色
づ

く
紅
葉
や
銀
杏
の
木
々

が
連
な
り
、
奥
の
伽が

藍ら
ん

ま
で
続
き
ま
す
。
そ
の

石
段
を
上
が
る
と
す
ぐ

に
蚕さ

ん

霊れ
い

供く

養よ
う

塔と
う

が
見

え
、
こ
の
岡
谷
の
地
が

養よ
う

蚕さ
ん

の
盛
ん
な
地
域
で

あ
っ
た
こ
と
を
窺う

か
が

い
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
さ
ら
に
石
段
を

上
が
る
と
、
次
は
一
宇

の
お
堂
か
と
見
紛
う
よ

う
な
意い

匠し
ょ
う

を
凝こ

ら
し
た
水
屋
が
続
き
、
山
門
を
く
ぐ

る
前
か
ら
見
ど
こ
ろ
の
多
さ
に
驚
き
ま
す
。

諏
訪
湖
を
望
む
照
光
寺

「
城じ

ょ
う

向こ
う

山ざ
ん

」
の
山
号
が
書
か
れ
た
扁へ

ん

額が
く

の
山
門
を
く

ぐ
る
と
、
正
面
に
は
江
戸
時
代
に
再
建
さ
れ
た
照
光

寺
の
本
堂
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
雨
上
が
り
の

境け
い

内だ
い

は
、
紅
葉
し
た
木
々
の
雨
露
に
よ
り
、
そ
の
色

合
い
が
一
層
引
き
立
っ
て
い
ま
し
た
。

照
光
寺
は
、
開
創
の
記
録
が
焼
失
し
て
し
ま
い
、

そ
の
起
源
は
は
っ
き
り
と
分
か
ら
な
い
そ
う
で
す

が
、
創
建
当
時
の
ご
本
尊
さ
ま
で
あ
っ
た
薬や

く

師し

如に
ょ

来ら
い

を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
白は

く

鳳ほ
う

四
年
（
六
七
五
）
の
銘
が
あ

り
、『
延え

ん

喜ぎ

式し
き

』
の
中
に
も
こ
の
地
に
寺
院
が
創
建
さ

れ
て
い
た
記

載
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
約

一
三
〇
〇
年

の
歴
史
が
あ

る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
江
戸
期

に
は
、
常じ

ょ
う

法ほ
う

談だ
ん

林り
ん

所じ
ょ

と
い

わ
れ
る
学
問

寺
と
し
て
、

多
く
の
僧
侶

寛政 5年（1793）に建立された照光寺本堂。長い階段の参道を上がると、重厚な本堂が来山者を迎えてくれます。

智山寺院探訪

伊那諏訪八十八霊場十七番・十九番札所・諏訪三十三観音霊場三十一番札所
諏訪霊場百番札所（西十一番・西二十四番）・中部四十九薬師霊場三十一番札所

長野県岡
お か

谷
や

市
し

　城
じ ょ う

向
こ う

山
ざ ん

 照
し ょ う

光
こ う

寺
じ

本堂へと続く参道を登るだけでも、来山者の目を楽しませ
てくれます。
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を
指
導
・
育
成
す
る
寺
院
で
し
た
。
そ
し
て
近
代
化

の
波
に
よ
り
、
養
蚕
の
一
大
生
産
地
域
と
し
て
発
展

し
た
平ひ

ら

野の

村む
ら

（
岡
谷
市
の
前
身
）
の
中
心
的
な
寺
院
と

し
て
栄
え
、
現
在
に
至
り
ま
す
。

照
光
寺
は
、
眼
下
の
諏
訪
湖
の
遠
い
対
岸
に
位
置

す
る
高た

か

島し
ま

城じ
ょ
う

（
当
初
は
湖
城
で
し
た
）
か
ら
見
て
、
真
西

に
当
た
る
た
め
、「
城
向
山
」
と
い
う
山
号
が
つ
け
ら

れ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
諏
訪
の
城
下
町
か

ら
、
あ
た
か
も
西さ

い

方ほ
う

極ご
く

楽ら
く

浄じ
ょ
う

土ど

を
仰
ぐ
と
こ
ろ
に
照

光
寺
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
実
際
に
、
諏

訪
湖
を
は
さ
ん
で
東
西
に
高
島
城
と
照
光
寺
が
描
か

れ
た
古
図
面
を
見
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
思
い
を

強
く
し
ま
し
た
。

ま
た
照
光
寺
は
、
諏
訪
大
社
と
の
縁
も
深
く
、
か

つ
て
は
諏す

訪わ

下し
も

社し
ゃ

の
別べ

っ

当と
う

寺じ

（
神
社
を
統
括
す
る
寺
）
で

あ
っ
た
神じ

ん

宮ぐ
う

寺じ

の
一
等
末
寺
で
し
た
。
明
治
の
廃は

い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
く

で
神
宮
寺
は
廃
寺
と
な
り
ま
し
た
が
、
神
宮
寺

ゆ
か
り
の
貴
重
な
仏
像
や
宝
物
は
照
光
寺
に
移
管
さ

れ
、
そ
の
多
く
は
市
や
県
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
と
の
こ
と
で
す
。

学
問
寺
、
開
か
れ
た
お
寺
と
し
て

照
光
寺
は
常
法
談
林
所
と
い
う
格
式
の
学
問
寺
と

し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
近
代
に
な
る

と
僧
侶
だ
け
で
な
く
一
般
の
人
々
に
向
け
て
学
び
の

寺
と
し
て
そ
の
門
戸
を
広
げ
て
き
ま
し
た
。
釈し

ゃ
く

宗そ
う

演え
ん

や
徳と

く

富と
み

蘇そ

峰ほ
う

な
ど
、
往
時
講
演
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な

著
名
人
の
揮き

毫ご
う

が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
現
在
で
も
、
一
年
を
通
じ
て
定
期
的
な
行
事
を

は
じ
め
講
演
会
や
各
種
の
研
修
、
あ
る
い
は
寺
子
屋

な
ど
で
老
若
男
女
多
く
の
方
が
訪
れ
ま
す
。

「
先
代
の
宥
勝
長
老
が
住
職
就
任
時
に
始
め
た
照
光

寺
夏
期
講
座
と
い
う
文
化
講
演
会
や
写
経
、
あ
る
い

は
音
楽
や
狂
言
な
ど
を
楽
し
む
催
し
は
、
今
年
で

五
十
回
を
む
か
え
ま
し
た
」
と
宮み

や

坂さ
か

宥ゆ
う

洪こ
う

ご
住
職
は

お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
寺
院
は
地
域
に
お
い
て
学
び
の
場
、
心
の
拠
り
所

と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
私

は
現
在
兼
務
し
て
い
る
成な

り

田た

山さ
ん

蓮れ
ん

華げ

不ふ

動ど
う

院い
ん

の
住
職

に
な
っ
て
平
成
三
十
年
で
ち
ょ
う
ど
三
十
年
に
な
り

ま
す
。
そ
こ
で
最
初
の
数
年
間
、
年
中
毎
日
欠
か
さ

ず
護ご

摩ま

を
焚た

き
続
け
ま
し
た
。
檀
家
が
一
軒
も
な
く

寂
れ
た
お
寺
だ
っ
た
の
で
す
が
、
二
年
ほ
ど
で
境
内

一
帯
に
六
百
基
ほ
ど
の
玉
垣
、
八
十
数
本
も
の
近
衛

灯
籠
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
真し

ん

言ご
ん

（左）本堂のご本尊さま金剛界大
だい

日
にち

如
にょ

来
らい

（岡谷市文化財）。（右）本堂右手には、弘法
大師ご尊像が祀られるとともに、先代ご住職で、総

そう

本
ほん

山
ざん

智
ち

積
しゃく

院
いん

化
け

主
しゅ

であられた宮
みや

坂
さか

宥
ゆう

勝
しょう

猊
げい

下
か

のご供養が毎日なされています。 生糸を取るためには沢山の蚕が必要となるた
め、その蚕を供養する目的で蚕

さん

霊
れい

供
く

養
よう

塔
とう

が
建てられました。毎年4月29日は蚕霊供
養の法要が営まれ、多くの方で賑わいます。
� 写真提供／照光寺

諏
す

訪
わ

神
じん

社
じゃ

とのゆかりを示す照光寺の寺紋
「梶の葉紋」。境

けい

内
だい

の至る所でこの紋が見
られます。
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宗し
ゅ
う

智ち

山さ
ん

派は

の
研
究
機
関
で
あ
る
智ち

山さ
ん

伝で
ん

法ぼ
う

院い
ん

の
院

長
、
そ
し
て
国
際
奉
仕
団
体
で
あ
る
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ
の
地
区
ガ
バ
ナ
ー
な
ど
を
つ
と
め
て
い
ま
す

が
、
か
つ
て
毎
日
護
摩
を
焚
き
、
そ
の
つ
ど
お
参
り

の
方
々
に
法
話
を
聞
い
て
い
た
だ
い
た
経
験
の
お
か

げ
で
今
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
の
貴
重
な
お

言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

平
成
の
阿あ

　
み
　
だ

弥
陀
堂ど

う

照
光
寺
の
先
代
ご
住
職
は
、
真
言
宗
智
山
派
元
管

長
・
総
本
山
智
積
院
化
主
第
六
十
八
世
の
故
宮み

や

坂さ
か

宥ゆ
う

勝し
ょ
う

猊げ
い

下か

で
す
。
あ
る
檀
家
の
方
よ
り
照
光
寺
に
そ
の

ご
遺
徳
を
偲
ぶ
ご
尊
像
を
造ぞ

う

顕け
ん

し
て
ほ
し
い
と
の
こ

と
で
、
ご
寄
進
を
い
た
だ
い
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で

現
ご
住
職
の
発
願
に
よ
り
、
猊
下
の
ご
尊
像
と
併
せ

て
こ
の
際
、
他
に
例
が
な
い
智
積
院
第
一
世
の
玄げ

ん

宥ゆ
う

僧
正
の
ご
尊
像
の
二
体
を
奉
安
す
る
阿
弥
陀
堂
が
こ

の
ほ
ど
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

照
光
寺
の
山
号
「
城
向
山
」
す
な
わ
ち
「
城
が
向

か
う
山
」
に
ふ
さ
わ
し
い
西
方
浄
土
の
寺
と
し
て
阿

弥
陀
如
来
を
勧か

ん

請じ
ょ
う

し
た
い
と
、
ご
住
職
は
晋し

ん

山ざ
ん

以
来

考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
よ
う
や
く
実
現
し

た
と
の
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
お
話
を
う
か
が
う
と
、
宥
勝
貎
下
は
、
か

つ
て
諏
訪
湖
は
大だ

い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い

う
論
文
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
諏
訪
上
社
の
本ほ

ん

地じ

仏ぶ
つ

（
神
さ
ま
の
本
来
の
姿
）
は
普ふ

賢げ
ん

菩ぼ

薩さ
つ

、
下
社
の
本

地
仏
は
観か

ん

音の
ん

菩ぼ

薩さ
つ

な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
胎た

い

蔵ぞ
う

曼ま
ん

荼だ

羅ら

の
中ち

ゅ
う

台だ
い

八は
ち

葉よ
う

院い
ん

の
位
置
関
係
に
一
致
し
ま
す
。
で

は
、
中
尊
大
日
如
来
に
あ
た
る
諏
訪
湖
の
西
方
に
位

置
す
る
照
光
寺
は
ど
う
か
。
こ
こ
に
阿
弥
陀
如
来
が

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
お
堂
の
建
立
は
先
代
の
遺
志
で
も

あ
っ
た
と
、
ご
住
職
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
建
立
に

あ
た
っ
て
は
、
伝
統
的
な
技
法
を
踏
ま
え
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ

照
明
等
の
最
先
端
の
技
術
を
最
大
限
に
生
か
し
た
も

の
に
し
た
そ
う
で
す
。

仏
教
学
の
研
究
者
と
し
て
各
方
面
で
教き

ょ
う

鞭べ
ん

を
執
ら

れ
て
き
た
ご
住
職
は
、
最
後
に
「
仏
教
学
と
は
、

人
々
に
還
元
さ
れ
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
何

と
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
ろ
う
と
実
感
し
て
も
ら
え
る

研
究
を
し
て
い
き
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。
製
糸
業
で
一
大
発
展
を
遂
げ
た
地
域
を
見
守

り
、
学
問
寺
と
し
て
僧
俗
分
け
隔
て
な
く
学
び
の
場

を
提
供
し
続
け
る
照
光
寺
の
ご
住
職
の
お
っ
し
ゃ
る

お
言
葉
は
、
と
て
も
重
く
私
の
心
に
残
り
ま
し
た
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
倉
松
隆
嗣
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お寺の行事に参加しよう④
―両

りょう

祖
そ

大
だ い

師
し

を知り報
ほ う

恩
お ん

の祈りを捧げる―
特 集

真
しん

言
ごん

宗
しゅう

智
ち

山
さん

派
は

では、弘
こう

法
ぼう

大
だい

師
し

空
くう

海
かい

さま（右）を宗
しゅう

祖
そ

、興
こう

教
ぎょう

大
だい

師
し

覺
かく

鑁
ばん

さま（左）を中
ちゅう

興
こう

の祖として崇
あが

めています。どうぞ両祖大師のご宝号�
「南

な

無
む

大
だい

師
し

遍
へん

照
じょう

金
こん

剛
ごう

」「南
な

無
む

興
こう

教
ぎょう

大
だい

師
し

」をお唱えして、尊い教えを伝えたお二人のご恩に報い、手を合わせて祈りを捧げましょう。
� 弘法大師像（右）、興教大師像（左）　ともに総本山智積院蔵

み
な
さ
ま
は
菩ぼ

提だ
い

寺じ

に
お
参
り
さ
れ
た
と
き
、
中

央
の
ご
本
尊
さ
ま
の
両
脇
に
、
椅
子
に
座
ら
れ
た
僧そ

う

形ぎ
ょ
う

の
像
や
お
軸
を
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す

で
し
ょ
う
か
。
も
し
く
は
、
お
仏
壇
に
、
お
二
人
の

お
姿
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
お
宅
も
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
お
二
人
が
、
真し

ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

智ち

山さ
ん

派は

の
教
え
を
今
に

伝
え
た
両り

ょ
う

祖そ

大だ
い

師し

、
宗し

ゅ
う

祖そ

「
弘こ

う

法ぼ
う

大だ
い

師し

空く
う

海か
い

」
さ
ま

と
中ち

ゅ
う

興こ
う

の
祖
「
興こ

う

教ぎ
ょ
う

大だ
い

師し

覺か
く

鑁ば
ん

」
さ
ま
で
す
。
こ
の

お
二
人
の
お
名
前
は
ご
存
知
の
方
も
多
い
か
と
思
い

ま
す
が
、
こ
の
両
祖
大
師
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
今
を

生
き
る
私
た
ち
の
も
と
に
真
言
密
教
の
教
え
が
伝

わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

宗
祖
「
弘
法
大
師
空
海
」
さ
ま

お
大
師
さ
ま
の
名
で
親
し
ま
れ
る
弘
法
大
師
空
海

さ
ま
は
、
宝ほ

う

亀き

五
年
（
七
七
四
）
の
六
月
十
五
日

に
、
讃さ

ぬ
き岐

国の
く
に

屏び
ょ
う

風ぶ

ヶが

浦う
ら

（
現
在
の
香
川
県
善ぜ

ん

通つ
う

寺じ

市し

）

に
て
誕
生
さ
れ
ま
し
た
。
父
は
讃
岐
国
の
佐さ

伯え
き

氏し

、

母
は
阿あ

刀と

氏し

の
出
身
で
あ
り
、
幼
名
を
「
真ま

魚お

」
と

い
い
ま
し
た
。
非
常
に
聡
明
で
あ
っ
た
弘
法
大
師
空

海
さ
ま
は
、
十
八
才
で
大
学
へ
入
り
、
役
人
と
し
て

立
身
出
世
す
る
た
め
の
勉
学
に
励
み
ま
す
。
し
か

し
、
学
問
を
修
め
て
も
世
の
人
々
を
救
う
こ
と
は
で

き
な
い
と
感
じ
、
仏
教
へ
と
帰き

依え

す
る
の
で
す
。
修

行
を
重
ね
奈
良
の
久く

米め

寺で
ら

で
密
教
経
典
で
あ
る
『
大だ

い

日に
ち

経き
ょ
う

』
と
出
会
っ
た
も
の
の
、
当
時
の
日
本
に
は
そ
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の
教
え
を
授
け
て
く
れ
る
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
弘
法
大
師
空
海
さ
ま
は
、
師
を
求
め
て
唐
へ

と
渡
る
の
で
す
。
そ
し
て
長
安
（
西
安
）
の
青し

ょ
う

龍り
ゅ
う

寺じ

で
恵け

い

果か

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

と
い
う
師
と
出
会
い
、
わ
ず
か
二
年

足
ら
ず
で
密
教
の
奥
義
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
受
け
継

ぎ
ま
し
た
。
日
本
へ
と
帰
っ
た
弘
法
大
師
空
海
さ
ま

が
真
言
宗
を
開
宗
し
、
大
い
に
活
躍
さ
れ
、
そ
の
教

義
を
広
め
伝
え
た
の
で
す
。
そ
し
て
承じ

ょ
う

和わ

二
年

（
八
三
五
）
三
月
二
十
一
日
、
そ
の
生
涯
を
終
え
高
野

山
で
ご
入
定
す
る
（
永
遠
の
禅
定
に
入
る
）
の
で
す
。

中
興
の
祖
「
興
教
大
師
覺
鑁
」
さ
ま

私
た
ち
が
中
興
の
祖
と
仰
ぐ
興
教
大
師
覺
鑁
さ
ま

は
、
お
大
師
さ
ま
が
入
定
さ
れ
て
か
ら
お
よ
そ
三
百

年
ほ
ど
後
の
嘉か

保ほ
う

二
年
（
一
〇
九
五
）
六
月
十
七
日

に
、
肥ひ

前ぜ
ん

国の
く
に

藤ふ
じ

津つ
の

荘し
ょ
う

（
現
在
の
佐
賀
県
鹿か

島し
ま

市し

）
に
お

い
て
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
父
は
平た

い
ら
の

将ま
さ

門か
ど

の

血
筋
を
引
く
豪
族
で
あ
る
伊い

佐さ

平へ
い

次じ

兼か
ね

元も
と

で
、
幼
名

を
弥み

千ち

歳と
せ

麿ま
ろ

と
い
い
ま
し
た
。
幼
少
の
こ
ろ
に
、
尊

敬
す
る
父
を
叱し

っ

責せ
き

す
る
役
人
を
み
て
、
父
よ
り
も
高

貴
な
者
が
い
る
の
か
、
と
疑
問
を
も
ち
ま
す
。
そ
し

て
、
父
よ
り
も
領
主
が
偉
く
、
そ
の
領
主
よ
り
も
天

皇
、
さ
ら
に
天
皇
よ
り
も
大だ

い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

が
尊
い
と
知

り
、
仏
門
へ
と
進
む
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
十
六
歳

で
出
家
の
儀
式
で
あ
る
得と

く

度ど

を
し
た
興
教
大
師
覺
鑁

さ
ま
は
、
や
が
て
高
野
山
へ
と
上
り
ま
す
。
当
時
の

高
野
山
は
、
弘
法
大
師
空
海
さ
ま
の
ご
入
定
か
ら
時

が
過
ぎ
た
こ
と
も
あ
り
、
衰
退
の
一
途
を
た
ど
り
つ

つ
あ
り
ま
し
た
。
興
教
大
師
覺
鑁
さ
ま
は
そ
の
状
況

を
憂
い
、
弘
法
大
師
空
海
さ
ま
の
教
え
を
再
興
さ
せ

る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
を
行
い
ま
す
。
そ
し

て
、
つ
い
に
は
高
野
山
に
か
つ
て
の
活
力
を
取
り
戻

す
に
至
る
の
で
す
。
し
か
し
、
改
革
に
は
反
発
が
つ

き
ま
と
う
も
の
で
、
こ
の
改
革
を
快
く
思
わ
な
い
一

部
の
僧
侶
の
激
し
い
反
対
に
よ
り
高
野
山
か
ら
根ね

来ご
ろ

山さ
ん

へ
と
移
り
、
教
学
の
復
興
に
尽
力
し
ま
し
た
。
そ

し
て
康こ

う

治じ

二
年
（
一
一
四
四
）
十
二
月
十
二
日
に
ご

入
寂
さ
れ
た
の
で
す
。

両
祖
大
師
と
総
本
山
智
積
院

弘
法
大
師
空
海
さ
ま
の
教
え
は
、
興
教
大
師
覺
鑁

さ
ま
に
よ
っ
て
根
来
山
に
も
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
根
来
山
は
、
室
町
期
に
は
一い

ち

大だ
い

伽が

藍ら
ん

を
有
す
る

宗
教
都
市
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
多
く

の
寺
院
が
立
ち
並
び
、
後
の
真
言
宗
智
山
派
総
本
山

の
礎い

し
ず
え

と
な
る
智
積
院
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
学

僧
や
僧
兵
が
大
勢
暮
ら
し
、
勢
力
を
増
し
て
い
き
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
力
を
危き

惧ぐ

し
た
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

に

よ
っ
て
天て

ん

正し
ょ
う

十
三
年
（
一
五
八
五
）
に
焼
討
ち
に
遭あ

い
ま
す
。
智
積
院
の
住
職
で
あ
っ
た
玄げ

ん

宥ゆ
う

僧
正
は
そ

の
難
を
逃
れ
、
慶け

い

長ち
ょ
う

六
年
（
一
六
〇
一
）
に
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

か
ら
京
都
東
山
に
寺
領
を
賜た

ま
わ

り
、
智
積
院
は
現
在

に
至
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
、
私
た

ち
は
連れ

ん

綿め
ん

と
続
く
両
祖
大
師
の
教
え
を
今
も
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
こ
と
に
感
謝

し
、
両
祖
大
師
に
手
を
合
わ
せ
る
の
で
す
。

ご
宝
号
と
帰
依
の
心

南な

無む

大だ
い

師し

遍へ
ん

照じ
ょ
う

金こ
ん

剛ご
う

―
。
南な

無む

興こ
う

教ぎ
ょ
う

大だ
い

師し

―
。
私
た
ち
は
『
智ち

山さ
ん

勤ご
ん

行ぎ
ょ
う

式し
き

』
と
い
う
お
経
の

な
か
で
、
こ
の
ご
宝
号
を
お
唱
え
し
て
い
ま
す
。
弘

法
大
師
空
海
さ
ま
の
ご
宝
号
で
あ
る
「
南
無
大
師
遍

照
金
剛
」
の
遍
照
金
剛
と
は
、
こ
の
世
を
遍あ

ま
ね

く
照
ら

し
出
す
金
剛
の
よ
う
な
尊
い
存
在
、
つ
ま
り
大
日
如

来
を
指
し
、
密
教
の
正
当
な
後
継
者
と
な
っ
た
と
き

に
弘
法
大
師
空
海
さ
ま
が
恵
果
阿
闍
梨
か
ら
授
か
っ

た
お
名
前
で
す
。
両
祖
大
師
の
ご
宝
号
に
共
通
す
る

両祖大師のご誕生をお祝いする青葉まつりの法要で、金堂へ
と歩を進められる小

こ

峰
みね

一
いち

允
いん

猊
げい

下
か

。
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〝
南
無
〟
と
は
、
イ
ン
ド
の
古
い
言
葉
で
あ
る
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
〝
ナ
モ
〟
を
音
写
し
た
も
の
で
、

全
身
全
霊
を
も
っ
て
頼
り
と
し
、
お
す
が
り
す
る
帰

依
の
心
を
表
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
も
と
に
真
言

密
教
の
教
え
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
は
、
両
祖
大

師
の
功
績
に
よ
る
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ご
宝
号

を
お
唱
え
し
、
両
祖
大
師
に
ま
つ
わ
る
年
中
行
事
に

参
加
す
る
こ
と
で
、
お
二
人
へ
の
深
い
感
謝
と
、
帰

依
の
心
を
育
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

両
祖
大
師
の
年
中
行
事

今
回
取
り
上
げ
る
両
祖
大
師
の
報
恩
行
事
と
は
、

私
た
ち
の
教
え
を
開
宗
し
継
承
し
て
き
た
お
二
人
に

感
謝
し
、
そ
の
恩
に
報
い
る
行
事
の
こ
と
を
指
し
ま

す
。
両
祖
大
師
の
ご
生
誕
を
祝
う
「
青あ

お

葉ば

ま
つ

り
」、
興
教
大
師
覺
鑁
さ
ま
の
ご
入
寂
さ
れ
た
日
に

向
け
て
行
な
わ
れ
る
「
冬ふ

ゆ

報ほ
う

恩お
ん

講こ
う

」、
そ
し
て
弘
法

大
師
空
海
さ
ま
が
ご
入
定
さ
れ
た
日
に
勤
め
ら
れ
る

「
正し

ょ
う

御み

影え

供く

」
を
と
お
し
て
、
お
二
人
の
功
績
に
深

く
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
私
た
ち
が
受
け
継
い
で
き

た
教
え
を
見
つ
め
直
し
、
生
き
る
力
へ
と
繋
げ
て
い

た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ま
に
縁
の
あ
る
ご

寺
院
で
こ
の
報
恩
行
事
を
執
り
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
は
総
本
山
で
あ
る

智
積
院
で
ど
の
よ
う
な
報
恩
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い

る
か
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

青
葉
ま
つ
り

青
葉
ま
つ
り
は
六
月
十
五
日
、
両
祖
大
師
の
ご
生

誕
を
お
祝
い
す
る
た
め
に
営
ま
れ
る
行
事
で
す
（
弘

法
大
師
空
海
さ
ま
六
月
十
五
日
、
興
教
大
師
覺
鑁
さ
ま
六
月

十
七
日
）。
両
祖
大
師
の
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
六
月
の

中
頃
は
、
青
葉
の
美
し
い
時
節
で
あ
る
こ
と
か
ら
青

葉
ま
つ
り
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
智
積
院
の
青
葉
ま

つ
り
は
、
化
主
猊
下
を
中
心
と
し
た
お
練
り
行
列
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
美
し
い
雅
楽
の
し
ら
べ
と
と
も

に
、
本
坊
か
ら
化
主
猊
下
を
乗
せ
た
手た

輿ご
し

の
列
が
山

伏
の
先
導
の
も
と
進
ん
で
い
き
、
金こ

ん

堂ど
う

に
お
い
て
化

主
猊
下
大
導
師
の
も
と
法
要
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の

冬
ふゆ

報
ほう

恩
おん

講
こう

では、入り口の冠
かぶ

木
き

門
もん

から奥の密
みつ

厳
ごん

堂
どう

まで、いくつ
もの提灯が境内に連なり、凍てつく参道をやさしく照らします。

12月11日、密
みつ

厳
ごん

堂
どう

において、厳しい寒さのなか、ただひたすらに�
陀
ダ

羅
ラ

尼
ニ

という長い真言をお唱えする陀羅尼会が営まれます。

智積院の青葉まつりでは、境
けい

内
だい

で山
やま

伏
ぶし

による柴
さい

燈
とう

護
ご

摩
ま

が行なわれます。
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後
、
金
堂
の
前
に
あ
る
柴さ

い

燈と
う

護ご

摩ま

道
場
に
お
い
て
、

大お
お

峰み
ね

山さ
ん

で
の
修
行
を
終
え
た
僧
侶
と
修
験
者
ら
に

よ
っ
て
柴
燈
大
護
摩
供
法
要
が
行
わ
れ
ま
す
。
お
二

人
の
ご
生
誕
を
祝
う
法
要
の
ほ
か
に
も
、
名
勝
庭
園

の
無
料
拝
観
、
諸
堂
の
御
朱
印
巡
り
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
催
し
を
と
お
し
て
、
両
祖
大
師
に
親
し
ん
で
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

冬
報
恩
講

冬
報
恩
講
は
、
興
教
大
師
覺
鑁
さ
ま
が
ご
入
寂
さ

れ
た
十
二
月
十
二
日
を
期
し
て
行
わ
れ
る
報
恩
行
事

で
す
。
十
一
日
か
ら
十
二
日
の
間
に
行
わ
れ
る
三
つ

の
法
要
を
合
わ
せ
て
冬
報
恩
講
と
い
い
ま
す
。
十
一

日
の
「
出し

ゅ
っ

仕し

論ろ
ん

義ぎ

」
は
、
真
言
宗
の
教
義
に
つ
い
て

化
主
猊
下
よ
り
出
題
さ
れ
た
論
題
を
、
問
答
に
よ
っ

て
論
義
す
る
法
要
で
す
。『
大
日
経
疏
』
と
い
う
お

経
に
基
づ
い
て
出
題
さ
れ
る
論
題
は
、
真
言
宗
の
教

え
に
深
く
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
答
え
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
十
一
日
の
夕
方
か
ら
十
二
日
の
深
夜
に

か
け
て
行
わ
れ
る
「
陀だ

羅ら

尼に

会え

」
は
「
仏ぶ

っ

頂ち
ょ
う

尊そ
ん

勝し
ょ
う

陀だ

羅ら

尼に

」
と
い
う
長
い
真
言
を
、
興
教
大
師
覺
鑁
さ
ま

が
祀
ら
れ
る
密み

つ

厳ご
ん

堂ど
う

で
お
唱
え
し
ま
す
。
冬
の
冷
た

い
空
気
に
途
切
れ
る
こ
と
な
く
響
く
陀
羅
尼
に
、
荘

厳
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
、
冬
報
恩
講
を
締
め
く
く
る
十
二
日
に
行
わ
れ

る
法
要
が
「
御ご

法ほ
う

事じ

」
で
す
。
冬
報
恩
講
の
間
は
、

冠か
ぶ

木き

門も
ん

か
ら
金
堂
、
そ
し
て
密
厳
堂
へ
の
参
道
両
側

に
提
灯
が
提
げ
ら
れ
ま
す
。

正
御
影
供

弘
法
大
師
空
海
さ
ま
が
ご
入
定
さ
れ
た
三
月

二
十
一
日
に
行
わ
れ
る
の
が
「
正
御
影
供
」
で
、
弘

法
大
師
空
海
さ
ま
の
〝
御お

す
が
た影

〟
を
か
ざ
る
こ
と
か
ら

正
御
影
供
と
い
い
ま
す
。
こ
の
法
要
で
は
「
二に

箇か

法ほ
う

要よ
う

」
と
い
う
盛
大
な
法
要
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
声し

ょ
う

明み
ょ
う

と
い
う
雅み

や
び

や
か
な
お
経
の
旋
律
に
彩
ら
れ
た
こ
の

法
要
は
、
化
主
猊
下
ご
導
師
の
も
と
智
積
院
で
研
鑽

を
重
ね
た
修
行
僧
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
お

釈し
ゃ

迦か

さ
ま
の
生
ま
れ
た
イ
ン
ド
か
ら
唐
へ
と
渡
り
、

弘
法
大
師
空
海
さ
ま
に
よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ

た
声
明
。
そ
の
朗
々
と
し
た
響
き
は
、
真
言
密
教
の

み
教
え
と
と
も
に
興
教
大
師
覺
鑁
さ
ま
に
よ
っ
て
受

け
継
が
れ
、
今
日
に
脈
々
と
続
い
て
い
る
の
で
す
。

両
祖
大
師
の
年
中
行
事
に
参
加
し
よ
う

智
積
院
で
執
り
行
う
報
恩
行
事
は
、
多
く
の
僧
侶

が
出
仕
す
る
盛
大
な
も
の
で
あ
り
、
普
段
は
な
か
な

か
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
真
言
密
教
の
真
髄
が
垣か

い

間ま

見み

え
る
大
変
貴
重
な
機
会
で
す
。
皆
さ
ま
の
菩
提

寺
や
縁
の
あ
る
ご
寺
院
で
も
こ
の
報
恩
行
事
を
行
っ

て
い
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
両
祖
大
師
へ
の
感
謝

の
気
持
ち
を
新
た
に
し
、
今
日
ま
で
続
く
尊
い
教
え

に
親
し
ん
で
い
た
だ
き
、
ぜ
ひ
両
祖
大
師
の
年
中
行

事
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

�

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
中
嶋
亮
順
）

正
しょう

御
み

影
え

供
く

では、弘
こう

法
ぼう

大
だい

師
し

空
くう

海
かい

さまの大きな掛け軸（御
み

影
えい

）

をお祀
まつ

りします。

正御影供法要では、一人前の僧侶になるために、智山
専修学院で一年間学んだ多くの僧侶たちが、心を込めて
その役を勤めます。
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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
六
号
　
平
成
三
十
一
年
三
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
は
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
会
館
利
用

を
休
止
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま

で
以
上
に
快
適
に
ご
利
用
い
た
だ

け
る
宿
坊
と
な
る
よ
う
に
準
備
を

進
め
て
お
り
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
。

新
し
い
智
積
院
会
館
は
、2
0
2
0

年
春
頃
の
開
業
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。

愛
宕
薬
師
ご
縁
日（
毎
月
8
日
）

※
8
日
が
土
日
祝
の
際
は
第
一
金
曜
日

3
月
8
日（
金
）

4
月
8
日（
月
）

※
花
ま
つ
り
灌
仏
会
法
要 

11
時
30
分
よ
り

5
月
8
日（
水
）

や
す
ら
ぎ
寄
席

毎
月
第
3
木
曜
日
　
18
時
30
分
よ
り

（
3
月
21
日
は
祝
日
の
た
め
、
28
日
に
開
催
い

た
し
ま
す
）

於
　
本
堂（
木
戸
銭
千
五
百
円
）

3
月
28
日
　
談
志
一
門
会

4
月
18
日
　
三
遊
亭

5
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
）

3
月
5
日（
火
）※
夜
の
部
18
時
よ
り

4
月
23
日（
火
）　
5
月
28
日（
火
）

愛
宕
薬
師
フ
ォ
ー
ラ
ム

2
月
13
日（
水
）14
時
よ
り

「
日
本
の
妖
怪
と
神
仏
― 

 

妖
怪
文
化
に
み
る
日
本
人
の
宗
教
意
識
―
」

大
東
文
化
大
学
非
常
勤
講
師
／

 

今い
ま

井い

秀ひ
で

和か
ず

先
生

総本山智積院HP 智積院Facebook
http://www.chisan.or.jp/

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
　智積院を映す～心に残る春夏の景色～
☆撮影、応募期間
　2019年3月1日～2019年8月31日
※�詳しくは総本山智積院ホームページの「第3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。

http://www.chisan.or.jp/info/kontesuto03

第3回 智
ち

積
し ゃ く

院
い ん

写真コンテスト

写真は第1回写真コンテストの入選作品です
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