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映
画
「
キ
ュ
ー
ポ
ラ
の
あ
る
街
」
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
ヒ
ロ
イ
ン
役
の
吉
永
小
百

合
さ
ん
が
大
人
気
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
作
品
で
す
。
昭
和
三
十
七
年
公
開
で
す
の

で
、
今
か
ら
五
十
九
年
も
前
の
こ
と
で
す
が
…
…
。
こ
の
映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
街
が
、

今
回
訪
れ
た
埼
玉
県
川
口
市
で
、
キ
ュ
ー
ポ
ラ
と
は
、
鋳い

物も
の

を
作
る
際
、
鉄
の
溶よ

う

解か
い

に
用

い
る
溶
解
炉
の
こ
と
で
す
。

江
戸
時
代
の
農
閑
期
、
副
業
と
し
て
日
用
品
や
農
具
、
梵ぼ

ん

鐘し
ょ
う

な
ど
寺
社
用
品
や
大
砲

な
ど
を
鋳ち

ゅ
う

造ぞ
う

し
た
こ
と
で
、
鋳
物
の
街
と
し
て
川
口
市
は
全
国
に
知
れ
わ
た
り
ま
す
。

学
習
院
大
学
の
旧
正
門
（
国
の
重
要
文
化
財
）
や
、
昭
和
三
十
九
年
に
開
催
さ
れ
た
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火
台
も
川
口
で
鋳
造
さ
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
昔
前
ま
で
川
口
駅
周

辺
に
は
鋳
物
工
場
が
点
在
し
、
キ
ュ
ー
ポ
ラ
の
煙
突
か
ら
出
る
煙
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
近
年
そ
の
面
影
は
な
く
な
り
、
煙
突
の
代
わ
り
に
タ
ワ
ー

マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
ち
並
ぶ
、
県
内
屈
指
の
大
都
市
へ
と
変
貌
し
て
い
ま
す
。

川
口
駅
か
ら
歩
い
て
十
分
程
。
川
口
駅
東
口
公
共
広
場
（
キ
ュ
ポ
・
ラ
広
場
）
に
あ
る

キ
ュ
ー
ポ
ラ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
眺
め
つ
つ
、
本
町
通
り
を
国
道
一
二
二
号
方
面
へ
と

向
か
い
、
川
口
郵
便
局
を
過
ぎ
、
国
道
手
前
を
左
折
す
る
と
、
正
面
右
手
に
「
真
言
宗

智
山
派
」、
左
手
に
「
宝
珠
山
地
蔵
院
錫
杖
寺
」
と
彫
ら
れ
た
石
の
門
柱
、
そ
の
奥
に

山
門
（
御お

成な
り

門も
ん

）
が
見
え
て
き
ま
す
。
訪
れ
た
の
は
五
月
中
旬
、
門
の
奥
に
は
木
々
の

緑
が
目ま

映ば
ゆ

く
、
お
そ
ら
く
本
堂
へ
と
続
く
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
石
段
が
見
え
る
の

み
。
境
内
は
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
門
を
く
ぐ
り
ま
し
た
。

第 35 世政雄大和尚により発願され、第 36 世俊則大和尚の代、昭和 50 年 10月10日落慶された鉄筋コンクリート2階建ての荘
厳なる本堂。
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ゃ
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菊
の
御
紋
が

門
を
く
ぐ
り
、
参
道
を
進
む
と
、
な
ぜ
こ
ん
な
大

き
な
建
物
が
見
え
な
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
ほ

ど
、
荘
厳
で
重
厚
な
本
堂
が
現
れ
ま
す
。
そ
し
て
本

堂
屋
根
正
面
の
鬼お

に

瓦が
わ
ら

に
は
金
色
に
輝
く
菊
の
御
紋
が

目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
す
。

錫
杖
寺
は
、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）、
行ぎ

ょ
う

基き

菩ぼ

薩さ
つ

に
よ
っ
て
開
山
さ
れ
た
と
伝
わ
り
、
鎌
倉
時
代
に
こ

の
地
に
再
び
草
庵
を
結
ん
だ
泉せ

ん

涌に
ゅ
う

寺じ

第
六
世
願が

ん

行ぎ
ょ
う

上し
ょ
う

人に
ん

（
憲け

ん

靜じ
ょ
う

）
が
中
興
開
山
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

室
町
時
代
に
は
、
智
山
派
の
法
流
の
源
で
も
あ
る

醍だ
い

醐ご

三さ
ん

宝ぼ
う

院い
ん

の
直じ

き

末ま
つ

寺じ

と
な
り
、
出
家
し
た
皇
族
が

入
寺
で
き
る
永え

い

代た
い

院い
ん

室し
つ

兼け
ん

帯た
い

寺
院
と
し
て
「
十
六
菊

の
御
紋
」
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
屋
根
の

鬼
瓦
に
菊
の
御
紋
が
輝
い
て
い
た
の
で
す
ね
。
そ
し

て
学
僧
育
成
の
場
で
あ
る
関
東
十
一
談だ

ん

林り
ん

の
一
つ
に

も
な
り
ま
す
。
弘
法
大
師
の
再
来
と
い
わ
れ
た
印い

ん

融ゆ
う

法ほ
う

印い
ん

も
錫
杖
寺
に
止
宿
し
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）

に
は
、
現
在
の
我
々
真
言
僧
侶
も
重
宝
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
『
諸し

ょ

尊そ
ん

表ひ
ょ
う

白は
く

抄し
ょ
う

』（
仏
さ
ま
を
讃
え
、
願

意
を
伝
え
る
文
）
を
錫
杖
寺
で
著
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
真
言
宗
関
東
七
ヶ
寺
の
一

つ
に
か
ぞ
え
ら
れ
、
五
十
三
ヶ
寺
も
の
末
寺
を
擁

し
、
菊
の
御
紋
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
格
式
高
き

由
緒
あ
る
寺
院
と
し
て
隆
盛
し
ま
す
。

葵
の
御
紋
も

菊
の
御
紋
の
鬼
瓦
の
下
、
錺か

ざ
り

金か
な

具ぐ

に
は
葵
の
御
紋

が
こ
れ
ま
た
金
色
に
光
っ
て
い
ま
す
。
葵
の
御
紋
と

い
っ
た
ら
徳
川
家
で
す
よ
ね
。

徳
川
家
と
の
ご
縁
は
、
家
康
の
七
回
忌
に
当
た
る

元
和
八
年
（
一
六
二
二
）、
二
代
将
軍
秀
忠
が
日
光
参

詣
の
折
、
錫
杖
寺
で
休
息
を
と
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま

る
そ
う
で
す
。
三
代
家
光
の
代
に
は
、
御
朱
印
二
十

石
を
賜
り
、
さ
ら
に
寄
進
を
受
け
御
成
門
と
御ご

座ざ

所し
ょ

が
建
立
さ
れ
ま
す
。
御
成
門
は
俗
に
「
あ
か
ず
の

門
」
と
い
わ
れ
、
将
軍
家
お
成
り
の
時
に
し
か
開
門

さ
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
五
代
綱
吉
の
代
に
は
、

錫
杖
寺
住
職
が
年
頭
に
将
軍
に
独ど

く

礼れ
い

す
る
栄
誉
を
与

え
ら
れ
ま
す
。
八
代
吉
宗
の
代
に
は
鷹
狩
り
の
際
の

御ご

膳ぜ
ん

所し
ょ

に
定
め
ら
れ
ま
す
。
九
代
家
重
か
ら
は
、
吉

宗
の
追
善
供
養
を
命
じ
ら
れ
、
以
降
歴
代
将
軍
の
追

善
供
養
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
嘉
永
五
年

（
一
八
五
二
）、
川
口
は
大
火
に
遭
い
、
錫
杖
寺
の
堂

宇
は
焼
き
尽
く
さ
れ
ま
す
。
錫
杖
寺
の
焼
失
を
惜
し

ん
だ
十
三
代
家
定
は
、
品
川
御ご

殿て
ん

山や
ま

の
館
を
下か

賜し

し
、
錫
杖
寺
を
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
十
三
代
家
定
・
十
四
代
家
茂
と
二
代
に
わ

た
っ
て
大
奥
最
後
の
御お

年と
し

寄よ
り

を
つ
と
め
た
瀧た

き

山や
ま

が
こ

こ
錫
杖
寺
に
埋
葬
さ
れ
て
い
ま
す
（
本
誌
五
十
三
号

「
寺
院
歴
史
散
歩
」
に
掲
載
）。

こ
の
よ
う
に
徳
川
家
と
の
関
係
は
深
く
、
随
所
に

葵
の
御
紋
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①�本堂内陣　葵の御紋の入った水引（内塵と外陣を区切る欄間に懸けられ金襴の布製の荘厳具）は、瀧山家
より寄進されたもの。内陣の両側の壁に掛けられている両部曼荼羅は刺繍で描かれた貴重なもの。
②�ご本尊延命地蔵菩薩。お前立には金剛界大日如来。昔は秘仏として厨子が閉じられていましたが、
現在は御開帳されており、そのお姿を拝見しながら参拝できます。厨子には十六菊の御紋があります。
③本堂正面屋根の鬼瓦には十六菊の御紋、錺金具には葵の御紋が輝きます。

① ②

③
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お
地
蔵
さ
ま
た
ち

お
地
蔵
さ
ま
は
、
よ
く
右
手
に

錫
杖
、
左
手
に
宝
珠
を
持
つ
姿
で

表
さ
れ
ま
す
。
錫
杖
寺
の
山
号
は

宝
珠
山
、
院
号
は
地
蔵
院
と
す
べ

て
お
地
蔵
さ
ま
に
縁
が
あ
り
、
多

く
の
お
地
蔵
さ
ま
に
お
会
い
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
堂
の
ご
本

尊
は
秘
仏
で
あ
っ
た
行
基
菩
薩
作

と
伝
わ
る
延
命
地
蔵
菩
薩
。
地
蔵

堂
の
ご
本
尊
は
石
彫
坐
像
の
お
地

蔵
さ
ま
、
地
蔵
堂
前
に
は
八
面
塔

が
建
ち
、
そ
の
六
面
に
は
六
地
蔵

が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
堂
手
前

に
は
十
三
仏
の
銅
像
が
祀

ら
れ
、
そ
の
中
に
は
も
ち

ろ
ん
お
地
蔵
さ
ま
も
鎮
座

さ
れ
て
い
ま
す
。
参
道
左

手
の
小
堂
に
は
、
鋳
物
坐

像
の
何
と
も
い
え
な
い
お

顔
を
さ
れ
て
い
る
青
山
地

蔵
尊
。
頭
を
な
で
る
こ
と

の
で
き
る
か
わ
ぐ
ち
地
蔵

な
ど
な
ど
。

錫
杖
は
、
苦
し
ん
で
い

る
人
々
を
救
う
た
め
、
世

間
を
絶
え
間
な
く
歩
く
た

め
の
杖
で
、
そ
の
清
ら
か
な
錫
の
音
で
厄
災
を
祓
っ

て
く
れ
ま
す
。
宝
珠
は
、
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
宝

物
で
す
。
ま
さ
に
錫
杖
寺
の
お
地
蔵
さ
ま
た
ち
は
、

わ
た
し
た
ち
を
苦
し
み
か
ら
救
っ
て
く
だ
さ
り
、
幸

せ
へ
と
導
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

将
軍
さ
ま
し
か
通
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
最
近
ま

で
あ
か
ず
の
門
で
あ
っ
た
御
成
門
。
そ
し
て
最
近
ま

で
秘
仏
と
し
て
厨
子
の
扉
が
閉
じ
ら
れ
て
い
た
ご
本

尊
延
命
地
蔵
菩
薩
。
俊し

ゅ
ん

裕ゆ
う

住
職
の
「
檀
信
徒
に
親
し

ま
れ
る
、
開
か
れ
た
お
寺
を
」
と
い
う
思
い
の
も

と
、
今
は
御
成
門
も
ご
本
尊
さ
ま
の
厨
子
も
、
日
々

開
か
れ
て
い
ま
す
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
上
村
正
健

撮
影
／
竹
本
り
か
）

宝珠山地蔵院 錫杖寺
HP　http://www.shakujyoji.com
〒332-0012　埼玉県川口市本町2-4-37
Tel　048-222-2046
電車で　JR京浜東北線	 川口駅から徒歩10分
　　　　埼玉高速鉄道	 川口元郷駅から徒歩7分
車で　東北自動車道　浦和ICより約30分
　　　首都高速道路　鹿浜出口より約20分
　　　　　　　　　　板橋本町より約30分

ACCESS	アクセス

122

京
浜
東
北
線

京
浜
東
北
線 埼

玉
高
速
鉄
道

埼
玉
高
速
鉄
道

川口駅川口駅

川口市役所●川口市役所●

川口神社●川口神社●
川口郵便局

●
川口郵便局

●

川口工業
総合病院●
川口工業
総合病院●

　川口元郷一
●郵便局
　川口元郷一
●郵便局錫杖寺
川口元郷川口元郷

智山寺院探訪
スライドショー
掲載しきれなかった
写真や見どころを動
画で紹介しています

④�地蔵堂では、お正月や節分、毎月24日のお地蔵さまのご縁日に護摩法要が行われます。四代将軍家綱の病気平癒も行われました。
⑤�将軍さまがお成りの時しか開かなかった御成門。川口の大火で焼失してしまい、現在の門は宇都宮城の城門を移築したもの。柱や
扉には刀傷が残り、歴史的にも貴重な門。

⑥�本堂両脇にある葵の御紋の天水鉢。昭和 39 年の東京オリンピックで聖火台を造った鈴木文吾氏の作
⑦�第 37 世江

え

連
づれ

俊
しゅん

裕
ゆう

住職（右）と俊
しゅん

隆
りゅう

副住職（左）
　�総本山智積院の責任役員でもある住職・副住職ともに、まさにお地蔵さまのようなお顔立ち。お地蔵さまのような優しいお心で参詣者
を包み込んでくださいます。

④ ⑤

⑥ ⑦
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「
知ち

足そ
く

」

本
能
に
任
せ
て
絶
え
ず
欲
し
い
も
の
を
求
め
る
心

に
、
安
心
は
訪
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
念
願
の
も
の
を

手
に
入
れ
て
も
、
新
た
な
る
欲
望
が
尽
き
な
い
の
は
人

の
性さ

が

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

昨
今
の
国
際
目
標
と
し
て
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
s
（
持
続
可
能
な
開

発
目
標
）」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。「
こ
れ
で
十
分
で
す
」
と
い
う
多
く
を
求
め
な

い
〝
足
る
を
知
る
心
〟
に
よ
っ
て
、
人
は
幸
せ
を
実
感

で
き
る
と
い
う
教
え
に
深
く
通
じ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

先
ず
は
足
る
を
知
る
こ
と
か
ら
世
界
の
人
々
と
心
を

共
に
し
、
幸
福
な
世
の
中
が
い
つ
ま
で
も
持
続
可
能
で

あ
り
ま
す
よ
う
お
祈
り
し
ま
し
ょ
う
。

大
お お

森
も り

 真
し ん

成
せ い

（ 愛媛県伊予市 
稱
しょう

名
みょう

寺
じ

住職）
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変
わ
ら
ぬ
ご
先
祖
さ
ま
へ
の
想
い

道
ば
た
に
咲
く
彼
岸
花
を
見
か
け
る
と
、「
も
う

秋
の
お
彼
岸
か
」
と
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
た
経
験
が

あ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

誰
に
い
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
し
て
や
暦
を
確

認
す
る
で
も
な
く
、
毎
年
同
じ
よ
う
な
時
期
に
咲
く

彼
岸
花
。
次
々
と
変
わ
り
ゆ
く
世
の
中
を
尻
目
に
、

変
わ
ら
ぬ
姿
で
繰
り
返
し
咲
き
続
け
る
様
子
を
み
る

と
、
芯
を
貫
く
強
さ
と
い
う
か
、
何
か
大
切
な
こ
と

を
教
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

私
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
わ
っ
て
も
、
ご
先

祖
さ
ま
の
お
か
げ
で
今
こ
の
命
が
あ
る
事
実
は
変
わ

り
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
昼
と
夜
の
時
間
が
等
し
く

な
る
お
彼
岸
の
お
中
日
は
、
ご
先
祖
さ
ま
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
仏
さ
ま
の
世
界
と
、
私
た
ち
の
い
る
こ
の
世

と
が
い
ち
ば
ん
近
づ
く
日
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
き
っ
と
ご
先
祖
さ
ま
へ
の
想
い
も
、
よ
り
強
く

お
届
け
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
お
墓

参
り
や
彼
岸
法
要
へ
の
参
列
、
お
塔
婆
を
建
て
る
な

ど
を
し
て
、
私
た
ち
へ
命
を
つ
な
い
で
く
だ
さ
っ
た

ご
先
祖
さ
ま
に
対
し
て
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず

に
、
お
彼
岸
の
期
間
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

感
謝
し
唱
え
る
ご
宝ほ

う

号ご
う

「
ご
宝
号
」
と
は
、
仏
さ
ま
や
高
僧
の
お
名
前

を
、
敬
意
を
込
め
て
お
唱
え
す
る
も
の
で
す
。
そ
し

「生きる力」とお大師さま
―ご宝号と祈り―

群生する彼岸花。土の中で球根が株分けして繁殖するため、同じ地域に咲く彼岸花たちは同じ遺伝子を持ち、開花時期や花の大きさ
や色などが似通ったものになるといいます。遺伝子を受け継ぐ、ご先祖さまと私たちのようですね。�
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て
、
ご
宝
号
を
お
唱
え
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く

の
功
徳
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
た
ち
真

言
宗
智
山
派
で
は
、
彼
岸
会
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま

な
法
要
で
必
ず
お
唱
え
し
て
い
ま
す
。
難
し
い
経
文

で
は
な
い
の
で
、
お
名
前
を
呼
び
か
け
る
よ
う
な
、

ど
な
た
に
も
親
し
み
や
す
く
お
唱
え
し
や
す
い
と
い

う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
数
あ
る
ご
宝
号
の
中
で
も
私

た
ち
が
特
に
大
切
に
お
唱
え
し
て
い
る
の
が
、
私
た

ち
が
親
し
み
と
尊
敬
の
意
味
を
込
め
て
「
お
大
師
さ

ま
」
と
お
呼
び
し
て
い
る
宗
祖
弘
法
大
師
空
海
さ
ま

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

」
で
す
。

こ
の
ご
宝
号
の
先
頭
に
あ
る
「
南
無
」
と
い
う
言

葉
は
、「
心
か
ら
敬
い
、
信
じ
、
委
ね
ま
す
」
と
い

う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
真
言
宗
の
教
え
を
今
に
伝

え
、
日
々
見
守
っ
て
く
だ
さ
る
お
大
師
さ
ま
へ
の
感

謝
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
教
え
を
信
じ
、
迷
わ
ず
実

践
す
る
と
い
う
約
束
の
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
の
願
い

「�

虚こ

空く
う

尽
き
、
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

尽
き
、

　
　
　
　
涅ね

槃は
ん

尽
き
な
ば
、

�

我
が
願
い
も
尽
き
な
ん
」

こ
の
句
は
お
大
師
さ
ま
が
晩
年
、
高
野
山
で
執
り

行
わ
れ
た
「
万ま

ん

灯と
う

万ま
ん

華げ

会え

」
と
い
う
大だ

い

法ほ
う

会え

で
読
ま

れ
た
願が

ん

文も
ん

の
一
部
で
す
。
す
べ
て
の
存
在
が
苦
し
み

か
ら
抜
け
出
し
、
安
ら
か
な
仏
さ
ま
の
世
界
へ
と
旅

立
つ
と
き
が
来
る
ま
で
、
私
の
願
い
は
尽
き
ま
せ

ん
。
と
い
う
、
人
々
を
幸
せ
に
導
き
た
い
と
い
う
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
大
師
さ
ま
は
承
和
二

年
（
八
三
五
）
の
三
月
二
十
一
日
に
高
野
山
奥お

く

之の

院い
ん

に

て
ご
入に

ゅ
う

定じ
ょ
う

（
永
遠
の
禅ぜ

ん

定じ
ょ
う

・
瞑
想
に
入
ら
れ
る
こ
と
）
さ
れ

て
か
ら
今
こ
の
瞬
間
も
、
私
た
ち
の
平
穏
な
暮
ら
し

と
幸
せ
を
願
い
、
祈
り
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

大
切
な
誰
か
の
た
め
に
祈
り
を
捧
げ
る
と
き
、
亡

き
人
の
ご
冥
福
を
祈
る
と
き
、
自
身
の
穏
や
か
な
暮

ら
し
を
願
う
と
き
、
お
大
師
さ
ま
を
心
に
思
い
浮
か

べ
、
ご
宝
号
を
一
心
に
お
唱
え
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
ご

宝
号
は
私
た
ち
の
祈
り
や
願
い
と
と
も
に
お
大
師
さ

ま
の
元
へ
と
届
く
こ
と
で
供
養
と
な
り
、
功
徳
を
授

け
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

お大師さまのご宝号を背負い、お大師さまとともに祈るお遍路。
道中でも、お大師さまはいつでも寄り添ってくださいます。

ご宝号の意味　仏事がわかるリーフレットVol.9「両祖大師と
ご宝号」から抜粋。ご宝号は感謝し敬う心を表しています。

弘法大師　御影� 智積院蔵

ご宝号の意味　仏事がわかるリーフレットVol.9「両祖大師と
ご宝号」から抜粋。ご宝号は感謝し敬う心を表しています。
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祈
る
と
い
う
こ
と

前
号
（
一
〇
五
号
）
で
は
、「
同ど

う

行ぎ
ょ
う

二に

人に
ん

」
に
つ
い

て
お
話
を
し
ま
し
た
が
、「
お
大
師
さ
ま
が
い
つ
で

も
側
に
お
い
で
に
な
り
、
見
守
っ
て
く
だ
さ
る
」
そ

う
強
く
信
じ
れ
ば
信
じ
る
ほ
ど
、
そ
の
実
感
は
増
し

て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
見
守
ら
れ
て
い
る
、
祈

ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
実
感
は
日
々
の
生
活
に
や
す

ら
ぎ
を
も
た
ら
す
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
祈
り
は
自
身
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
他
者

に
向
け
て
行
う
こ
と
も
大
切
で
す
。
誰
か
の
た
め
に

祈
る
と
い
う
行
為
は
、
仏
さ
ま
の
教
え
の
基
本
と
な

る
「
利り

他た

行ぎ
ょ
う

」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
お
大
師
さ
ま
は

『
秘ひ

蔵ぞ
う

宝ほ
う

鑰や
く

』
と
い
う
著
作
の
中
で
こ
の
よ
う
に

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

「�

菩ぼ

薩さ
つ

の
用よ

う

心じ
ん

は
、
皆
慈じ

悲ひ

を
以
っ
て

�

本も
と
い

と
し
、
利
他
を
以
っ
て
先
と
す
」

こ
れ
は
、
慈
し
み
の
心
を
根
本
と
し
、
ま
ず
は
自

分
よ
り
他
人
を
思
い
や
っ
て
行
動
す
る
の
が
仏
さ
ま

の
心
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
で
し
ょ

う
か
。
大
き
な
感
謝
に
包
ま
れ
た
と
き
や
、
辛
く
哀

し
い
気
持
ち
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と

き
、
心
が
大
き
く
動
か
さ
れ
、
自
然
と
手
を
合
わ
せ

て
祈
っ
た
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。「
祈

る
こ
と
し
か
で
き
な
い
」
と
い
っ
た
言
葉
を
耳
に
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
、
祈
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
す
。

す
べ
て
の
人
々
が
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
い

う
気
持
ち
で
祈
る
こ
と
は
、
菩
提
寺
な
ど
で
執
り
行

わ
れ
る
多
く
の
法
要
の
基
本
に
あ
り
ま
す
。
い
つ
も

見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
仏
さ
ま
、
お
大
師
さ

ま
、
ご
先
祖
さ
ま
の
功
徳
が
す
べ
て
の
も
の
に
い
き

わ
た
り
、
幸
せ
に
な
る
こ
と
を
願
う
の
で
す
。
そ
こ

で
ご
宝
号
を
お
唱
え
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
意
義

は
さ
ら
に
増
す
こ
と
で
し
ょ
う
。

誰
か
を
想
う
気
持
ち
が
強
く
表
れ
た
と
き
に
、
私

た
ち
は
祈
り
ま
す
。
こ
の
祈
り
の
心
こ
そ
が
、
私
た

ち
が
持
ち
合
わ
せ
る
仏
さ
ま
の
性
質
の
ひ
と
つ
な
の

で
す
。

ご
宝
号
と
祈
り
の
実
践

仏
さ
ま
の
教
え
の
実
践
と
し
て
、
ご
宝
号
を
お
唱

え
す
る
機
会
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
ま
す
。
ご
自
宅
の

お
仏
壇
で
、
ご
法
事
で
僧
侶
と
一
緒
に
、
菩
提
寺
へ

お
参
り
の
際
に
ご
本
尊
さ
ま
の
ご
真
言
と
と
も
に

…
…
。
ま
た
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
の
お
遍
路
を
は
じ

め
、
お
大
師
さ
ま
ゆ
か
り
の
寺
院
や
土
地
を
め
ぐ

り
、
各
地
で
ご
宝
号
を
お
唱
え
す
る
と
、
よ
り
身
近

に
お
大
師
さ
ま
を
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
仏

さ
ま
に
見
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
、
祈
り
や
願

い
を
込
め
て
ご
宝
号
を
お
唱
え
す
る
こ
と
は
、
私
た

ち
の
心
を
豊
か
に
し
ま
す
。

ま
ず
は
手
を
合
わ
せ
、
心
を
落
ち
着
か
せ
、「
南

無
大
師
遍
照
金
剛
」
と
胸
の
中
で
お
唱
え
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
自
然
と
感
謝
の
気
持
ち
が
芽
生
え
、
心
が

あ
た
た
か
く
な
っ
て
き
ま
せ
ん
か
？　
あ
な
た
が
祈

る
そ
の
姿
は
、
ど
ん
な
時
代
に
も
変
わ
る
こ
と
な
く

引
き
継
が
れ
、
た
く
さ
ん
の
人
々
の
幸
せ
に
貢
献
す

る
こ
と
と
な
る
で
し
ょ
う
。

来
た
る
令
和
五
年
に
は
、
お
大
師
さ
ま
が
誕
生
さ

れ
て
か
ら
一
二
五
〇
年
と
い
う
記
念
の
年
を
迎
え
ま

す
。
私
た
ち
の
幸
せ
を
、
今
こ
の
瞬
間
も
お
祈
り
く

だ
さ
っ
て
い
る

お
大
師
さ
ま
に

感
謝
を
捧
げ
、

お
大
師
さ
ま
と

な　
　
　

 

む　
　

 

だ　

い　
　

 

し　
　

 
へ　

ん　

  

じ
ょ
う　

 

こ　

ん　

ご　

う
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　―お大師さまカルタ―（川﨑一洸・三船毅志）........................26

「ウェルビーイング」心豊かに生きる（渡邊淳司） ......................28
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　 .......................................................................................................30
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同
じ
よ
う
に
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
安
ら
か
な

る
心
で
い
ら
れ
る
よ
う
祈
り
ま
し
ょ
う
。

祈
り
、
祈
ら
れ
、
感
謝
の
心
で
繰
り
返
し
「
南
無

大
師
遍
照
金
剛
」
と
お
唱
え
す
れ
ば
、
き
っ
と
自
身

の
内
の
お
大
師
さ
ま
に
気
づ
き
、「
生
き
る
力
」
を

実
感
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
池
田
裕
憲
）
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闇夜に光るツキヨタケ
山形県

ブナの枯れ木に群生するツキヨ
タケは、ひだに発光成分を有して
いて、夜になると怪しげに浮かび
上がってくる。昼間に見ると綺麗
なクリーム色のキノコだが、中毒
症状を引き起こす毒キノコである
ため、決して食べてはいけない。

P5 中
な か

津
つ

川
が わ

渓谷
福島県

裏
うら

磐
ばん

梯
だい

の秋
あき

元
もと

湖
こ

に流れ込む
中津川の流れによって削られ
た中津川渓谷は、紅葉の名所
ではあるが、なかなか訪れら
れないでいた。やっと自分の
撮影スケジュールと見頃が合
致した渓谷は、清らかな水と
彩錦に包まれていた。

撮影・解説／縄手英樹※105号表紙写真に掲載された「伊良部島の三角点」は、現在立ち入り禁止となっています。



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
一
〇
六
号
　
令
和
三
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（
税
込
）

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

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

写し
ゃ

経き
ょ
う

の
つ
ど
い

毎
月
21
日
　
13
時
よ
り

於
　
智
積
院
会
館
大
広
間

（
納
経
料
千
円
・
要
事
前
申
込 

定
員
50
名
）

智
積
院
阿あ

字じ

観か
ん

会え

毎
月
12
日

午
前
の
部 

11
時
よ
り（
受
付
10
時
30
分
よ
り
）

午
後
の
部 

14
時
よ
り（
受
付
13
時
30
分
よ
り
）

※
8
月
と
12
月
は
8
日

於
　
智
積
院
講
堂

（
参
加
灯
明
料
五
百
円
・

�

要
事
前
申
込 

定
員
15
名
）

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

・
大
護
摩
供
法
要
　
12
時
よ
り

・
写
経
会（
納
経
料
千
円
）　
14
時
よ
り

9
月
8
日（
水
）

10
月
8
日（
金
）

11
月
8
日（
月
）

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
16
日
　
　
談
志
一
門
会

10
月
21
日
　
　
三
遊
亭

11
月
18
日
　
　
談
志
一
門
会

真
福
寺
阿あ

字じ

観か
ん

会え

昼
の
部
15
時
よ
り

※
夜
の
部
は
当
面
の
間
中
止
に
し
ま
す
。

於
　
本
堂（
無
料
・
要
事
前
申
込
　
定
員
10
名
）

9
月
27
日（
月
）

10
月
26
日（
火
）

11
月
30
日（
火
）

愛
宕
薬
師
フ
ォ
ー
ラ
ム

11
月
4
日（
木
）14
時
よ
り

（
無
料
・
要
事
前
申
込
）

「
不
安
を
克
服
す
る
生
き
方
と
は

	

～
承
認
不
安
と
現
代
人
の
社
会
背
景
～
」

大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究

セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
／
山や
ま
竹た

け	

伸し
ん
二じ

先
生

※�ご案内の行事は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、延期または中止となる可
能性がございます。参加を希望する際は、必ず、記載の連絡先へお問い合わせください。

宿
坊 

智
積
院
会
館

一
泊
朝
食
付
き
プ
ラ
ン

　
　
　
　
　

8
、3
0
0
円
か
ら

（
宿
泊
税
・
消
費
税
込
／

夕
食
別
途 

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
3
年
9
月

現
在
、
令
和
4
年
3
月
分
ま
で
の
ご
予
約

を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

※�

ご
予
約
は
智
積
院
会
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
左
記
Q
R
コ
ー
ド
）か
ら
も
で
き
ま
す
。

※�

G
o�

T
o
ト
ラ
ベ
ル
事
業
者
に
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
電
話
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

宿坊智積院
会館HP

Instagram

総本山智積院 宿坊智積院会館

Facebook

総本山智積院

檀信徒向け出版物のご案内

「お彼岸とお墓参り」 「お塔婆ってなに？」

真言宗智山派では、檀信徒の皆さまに向けた
リーフレットを発行しております。

三つ折りリーフレット　1部30円
お塔婆の起源やお塔婆に書かれている内容を
わかりやすく解説しています。

真言宗智山派　宗務出張所出版係
電話 03-3431-7828
FAX 03-3431-0203

ここで紹介したリーフレット以外にも、写経用紙や
御詠歌用品などさまざまなものを取り扱っておりま
す。詳しくは総本山智積院ホームページ内「出版物の
ご案内」をご覧ください。

三つ折りリーフレット
1部30円
お彼岸の意味やお墓参
りの大切さをわかりや
すく解説しています。

仏事がわかるリーフレット07 仏事がわかるリーフレット08 

ご注文・お問合せ

真言宗智山派
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