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福
島
駅
で
切
り
離
さ
れ
た
、
真
新
し
い
山
形
新
幹
線
の
車
両
が
進

む
沿
線
は
、
瑞
々
し
い
新
芽
が
芽
吹
い
た
ば
か
り
の
木
々
が
立
ち
並

ん
で
い
ま
す
。
線
路
脇
の
田
ん
ぼ
に
は
ま
だ
水
も
張
っ
て
い
な
い
状

況
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
直
前
。
前
日
に
天
気
予
報
を
見
る
と
、

山
形
県
は
二
十
八
度
予
想
。
四
月
で
夏
日
と
な
っ
て
は
着
る
も
の
に

困
る
の
が
今
の
日
本
の
春
。

日
本
で
も
有
数
の
ワ
イ
ン
の
産
地
で
あ
る
山
形
県
高
畠
町
。
案
の

定
、
高
畠
駅
を
降
り
る
と
汗
ば
む
陽
気
に
、
上
着
は
要
ら
な
か
っ
た

と
後
悔
し
ま
し
た
。

駅
か
ら
タ
ク
シ
ー
で
約
十
分
。
山
の
麓
に
佇
む
東
北
有
数
の
古

刹
、
亀
岡
文
殊
大
聖
寺
に
到
着
し
ま
し
た
。
大
聖
寺
は
亀
岡
文
殊
の

別
当
と
し
て
そ
の
諸
堂
を
維
持
管
理
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
心
と
な

る
の
が
文
殊
堂
で
す
。
亀
岡
文
殊
は
、
そ
の
後
ろ
に
文
殊
山
を
従
え

る
修
験
の
道
場
で
も
あ
っ
た
そ
う
で
、
山
全
体
が
霊
場
と
も
い
え

る
、
自
然
豊
か
な
境
内
と
な
っ
て
い
ま
す
。

山
門
か
ら
文
殊
堂
ま
で
山
の
上
に
向
っ
て
参
道
が
伸
び
て
お
り
、

樹
齢
四
百
年
と
い
わ
れ
る
杉
の
木
々
や
石
造
り
の
灯
籠
、
羅
漢
像
な

ど
が
、
文
殊
堂
に
向
う
参
道
の
両
脇
に
連
な
り
ま
す
。
途
中
、
口
漱

亀岡文殊堂は、平安神宮や築地本願寺を設計したことでも有名な、山形県米沢市出身の伊東忠太の作。参道を登った先にこの重
厚なお堂が姿を現すと、疲れも自然と癒えます。
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ぎ
の
手
水
屋
、
鐘
楼
を
通
り
、
や
っ
と
の
思
い
で
最

後
の
階
段
を
上
が
る
と
、
目
の
前
に
大
き
な
お
堂
が

姿
を
現
し
ま
す
。
山
形
県
米
沢
市
出
身
の
建
築
家
、

伊
東
忠
太
作
の
こ
の
文
殊
堂
は
、
日
差
し
眩
し
い
新

緑
の
木
々
の
中
、
静
か
な
佇
ま
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。

文
殊
堂
の
ご
本
尊
文
殊
菩
薩
は
、
今
か
ら
約

千
四
百
八
十
年
前
に
唐
の
五
台
山
か
ら
伊
勢
国
神
路

山
に
請
来
し
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
後
約
千
二
百
年
前

に
奈
良
の
僧
侶
徳
一
に
よ
り
こ
の
地
に
伝
わ
り
、
亀

岡
文
殊
が
開
山
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
秘
仏
で
す
の

で
ご
尊
顔
を
拝
す
こ
と
は
か
な
い
ま
せ
ん
が
、
京
都

天
橋
立
の
智
恩
寺
、
奈
良
の
安
倍
文
殊
院
と
と
も

に
、日
本
三
文
殊
と
い
わ
れ
、古
来
よ
り
信
仰
を
集
め

て
き
ま
し
た
。
特
に
お
正
月
の
初
詣
や
十
二
年
に
一

度
の
御
開
帳
の
時
は
、
多
く
の
人
々
が
参
拝
し
ま
す
。

文
殊
菩
薩
は
知
恵
の
仏
さ
ま
と
い
わ
れ
る
の
で
、

受
験
を
控
え
る
学
生
さ
ん
た
ち
が
、
数
多
く
合
格
祈

願
に
訪
れ
ま
す
。
昨
年
か
ら
参
道
の
中
央
に
も
手
す

り
が
増
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
特
に
冬
場
合
格

祈
願
の
方
々
が
凍
っ
た
雪
で
足
を
滑
ら
せ
な
い
よ

う
、
し
っ
か
り
と
合
格
を
掴
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に

設
置
さ
れ
ま
し
た
。

午
後
一
時
の
待
ち
合
わ
せ
と
い
う
こ
と
で
文
殊
堂

に
う
か
が
う
と
、
ち
ょ
う
ど
副
住
職
の
青
山
和
英
師

に
よ
る
ご
祈
願
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
和
英
師

は
、
現
住
職
の
青
山
東
祐
師
を
手
伝
う
た
め
、
昨
年

か
ら
一
年
間
、
僧
侶
に
な
る
た
め
に
京
都
総
本
山
智

積
院
の
専
修
学
院
に
て
修
行
を
重
ね
、
こ
の
四
月
に

戻
っ
た
ば
か
り
。
な
ん
と
こ
の
ご
祈
願
が
帰
山
後
初

め
て
の
ご
修
行
と
い
う
機
会
に
参
拝
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
初
々
し
く
も
緊
張
感
の
漂
う
修
法
と
太

鼓
の
音
に
、
真
言
密
教
の
法
灯
が
引
き
継
が
れ
て
い

く
瞬
間
を
見
た
、
大
変
貴
重
な
ご
祈
願
で
し
た
。

文
殊
堂
の
裏
手
に
は
山
形
県
の
湧
水
百
選
に
も
選

ば
れ
て
い
る
「
知
恵
の
水
」
が
湧
き
出
て
お
り
、
初

夏
の
よ
う
な
日
差
し
の
な
か
を
歩
い
て
き
た
人
々
の

喉
を
潤
し
て
い
ま
し
た
。

文
殊
堂
向
か
っ
て
右
横
に
は
、
縁
結
び
観
音
堂
が

あ
り
、
お
参
り
を
す
る
と
西
国
三
十
三
観
音
を
お
参

り
し
た
の
と
同
じ
ご
利
益
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
の
お
堂
の
周
り
に
は
、
所
願
成
就
の
御
礼

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
図
柄
の
絵
馬
が
飾
ら
れ
て
い
ま

す
。
中
に
は
百
年
を
超
え
る
古
い
も
の
も
見
ら
れ
、

そ
の
図
柄
は
、
当
時
の
風
習
や
昔
話
、
こ
の
地
で
発

展
し
た
養
蚕
や
裁
縫
な
ど
、
生
活
の
様
子
を
今
に
伝

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
亀
岡
文
殊
が
地
域
の
人
々

に
慕
わ
れ
、
皆
の
生
活
環
境
と
密
接
に
関
わ
っ
て
き

た
証
で
も
あ
り
ま
す
。

1�山門から延びる長い参道は、文殊さまのご
利益にあずかるため古来より多くの人々が
ここを通ってきました。仏さまへとつなが
る道はたとえ困難であっても、そのご利益
の大きさが人々の足を前に進めるのです。

2�一年間の本山の修行を終え、お寺に戻った
ばかりの副住職青山和英師により、ご祈願
が勤められました。

3文殊山より湧き出す「知恵の水」。
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参
道
の
途
中
に
あ
る
鐘
楼
は
、
こ
の
地
で
即
身
仏

と
な
っ
た
と
伝
わ
る
僧
侶
待た

い

定じ
ょ
う

坊ぼ
う

が
、
各
地
を
勧
進

し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
鐘
楼

に
即
身
仏
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
伝
わ
っ
て
い
ま
し

た
が
、
残
念
な
が
ら
以
前
調
査
を
し
た
際
に
は
即
身

仏
は
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
即
身
仏
を
模
し
た
尊
像
と

思
わ
れ
る
お
像
が
今
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

和
英
師
は「
昨
年
、弘
法
大
師
ご
誕
生
千
二
百
五
十

年
を
お
迎
え
し
た
総
本
山
智
積
院
で
修
行
す
る
中

で
、
多
く
の
檀
信
徒
と
接
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
。

そ
し
て
智
積
院
に
足
を
運
ぶ
人
々
の
信
仰
心
に
触

れ
、
山
形
に
戻
っ
た
ら
、
お
寺
に
足
を
お
運
び
い
た

だ
く
人
々
の
信
仰
心
に
応
え
た
い
と
い
う
思
い
を
強

く
持
ち
ま
し
た
」
と
い
い
ま
す
。
さ
ら
に
、「
こ
の

自
然
豊
か
で
長
い
歴
史
を
紡
い
で
き
た
亀
岡
文
殊

は
、
知
恵
の
仏
さ
ま
と
し
て
多
く
の
若
い
受
験
生

が
お
参
り
さ
れ
、
そ
こ
に
は
親
御
さ
ん
や
祖
父
母

も
一
緒
に
お
参
り
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
仏
さ
ま

の
知
恵
（
智
慧
）
と
は
本
来
勉
学
だ
け
で
な
く
、
よ

り
よ
く
生
き
る
た
め
の
知
恵
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、

若
い
方
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
々
の
幸
せ
の

た
め
に
祈
念
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と

の
力
強
い
お
言
葉
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

麓
の
山
門
か
ら
文
殊
堂
ま
で
は
、
長
い
参
道
が

続
き
ま
す
。
夏
日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
日
も
息
を
切
ら
せ
て
手
す
り
に
摑
ま
り
な
が

ら
、
多
く
の
人
々
が
文
殊
堂
を
目
指
し
て
い
ま
し

た
。
進
む
先
に
あ
る
ご
利
益
を
求
め
て
、
一
心
に

文
殊
堂
を
目
指
す
参
詣
者
に
と
っ
て
、
こ
の
自
然
と

歴
史
に
育
ま
れ
た
境
内
を
貫
く
参
道
こ
そ
が
仏
へ
の

道
と
な
り
、
自
然
と
歩
を
前
へ
と
進
め
て
く
れ
ま

す
。
そ
し
て
最
後
に
現
れ
る
文
殊
堂
。
そ
の
参
拝
の

体
験
こ
そ
が
、
心
が
洗
わ
れ
る
ご
利
益
と
な
り
、

清
々
し
い
気
持
ち
で
満
た
さ
れ
る
の
で
す
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
倉
松
隆
嗣

撮
影
／
小
川 

洋
）
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4�縁結び観音堂　山形県は明治期におこった廃仏毀釈が激しかったそうで、破
壊を免れた地域の仏像が集まり、このお堂に祀られています。

5�観音堂の周りには、当時の習俗を物語るたくさんの絵馬が奉納されています。
この絵馬は大正期に奉納されたもので、竹久夢二の美人画のように、レトロ
モダンな衣装が見て取れます。

6�見事な意匠の鐘楼。強度の問題で、肝
心の梵鐘自体は麓の大聖寺境内に移動
していますが、この造りに思わず見上
げずにはいられません。

7�にこやかな笑みを浮か
べる副住職の青山和英
師。インタビューをし
た際、次世代を担う僧
侶としての意気込みを
語っていた姿がとても
頼もしく印象的でした。
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今日の法語   「応
お う

病
びょう

与
よ

薬
や く

」 
（病に応じて薬を与える）

法語解説

久
く

志
し

 卓
たく

豊
ほう

（北海道旭川市 眞久寺住職）

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）

お
釈
迦
さ
ま
は
、
迷
え
る
者
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力

や
状
況
を
見
極
め
て
、
そ
の
人
に
合
わ
せ
た
教
え
を
説

い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
、
医
師
が
患
者
の
症

状
に
応
じ
て
薬
を
処
方
す
る
こ
と
に
喩
え
て
、「
応
病
与

薬
（
病
に
応
じ
て
薬
を
与
え
る
）」
と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
お
釈
迦
さ
ま
は
「
も
し
あ
な
た
が
与
え
ら
れ

た
薬
を
き
ち
ん
と
服
用
せ
ず
に
不
利
益
を
被
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
医
師
の
責
任
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
も

説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
も
、
聞
く

だ
け
で
は
な
く
、
き
ち
ん
と
実
践
す
る
こ
と
が
大
切
な

の
で
す
ね
。
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こ
の
世
で
の
成
仏
っ
て
可
能
な
の
？

真
言
宗
の
特
色
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
　「生
き

る
力
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
Ｎ
」
読
者
の
皆
さ
ま
に
は
簡
単

な
問
い
で
す
ね
。
そ
う
、「
即そ

く

身し
ん

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

」
で
す
。
お

大
師
さ
ま
（
弘
法
大
師
空
海
さ
ま
）
は
、「
身
に
即
し

て
仏
と
成
る
」、「
こ
の
身
こ
の
ま
ま
仏
と
な
れ
る
」

と
お
説
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
世
で
の
成
仏
な
ん
て
無
理
で
し
ょ
。
と
思
わ

れ
ま
す
が
、
実
は
な
れ
る
ん
で
す
ね
。
お
大
師
さ
ま

が
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

三
百
六
十
五
日
二
十
四
時
間
、
永
遠
に
仏
と
な
る

こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
が
、
仏
と
な
れ
る
瞬

間
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。

成
仏
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
？

お
大
師
さ
ま
は
「
三さ

ん

密み
つ

行ぎ
ょ
う

」
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
成
仏
で
き
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
三
密
と
い
う

の
は
皆
さ
ま
ご
存
じ
の
密
閉
・
密
集
・
密
接
（
懐
か

し
い
で
す
ね
）
の
こ
と
で
は
な
く
、
身し

ん

密み
つ

（
か
ら
だ
）・

口く

密み
つ

（
こ
と
ば
）・
意い

密み
つ

（
こ
こ
ろ
）
と
い
う
三
つ
の

行
い
の
こ
と
で
す
。
仏
教
に
お
い
て
、
私
た
ち
迷
っ

て
い
る
も
の
の
身
・
口
・
意
の
行
い
を
「
三さ

ん

業ご
う

」
と

い
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
仏
さ
ま
の
身
・
口
・
意
の

行
い
を
「
三
密
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
行
い

を
私
た
ち
も
仏
さ
ま
と
同
じ
よ
う
に
行
う
こ
と
が
で

き
れ
ば
、「
三
業
」
が
「
三
密
」
と
な
り
、
す
な
わ

「生きる力」とお大師さま
「阿

あ

字
じ

観
か ん

」
真言宗の根本教典『大日経』や『金剛頂経』に阿字観の典拠はありますが、阿字観についての次第は、お大師さまが口述したものを、弟
子の実

じち

慧
え

が書きとどめた『阿
あ

字
じ

観
かん

用
よう

心
じん

口
く

決
けつ

』が最初のものとなります。阿字観はお大師さまが作られた、日本で生まれた瞑想法です。
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ち
仏
さ
ま
と
一
緒
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、

成
仏
し
た
状
態
と
な
る
の
で
す
。

お
経
を
お
唱
え
す
る
こ
と
も
三
密
行
？

毎
日
お
仏
壇
で
『
智
山
勤
行
式
』
や
お
経
を
お
唱

え
し
て
い
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
、
皆

さ
ま
実
は
仏
さ
ま
と
な
ら
れ
て
る
ん
で
す
よ
。
自
分

が
仏
さ
ま
と
な
っ
て
い
た
な
ん
て
思
っ
て
い
な
い
で

し
ょ
う
。
で
も
、
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。
な
っ
て
い

る
ん
で
す
。

ま
ず
、「
身
」
の
行
い
で
す
が
、
お
仏
壇
の
前
で

は
き
ち
ん
と
座
ら
れ
合
掌
し
ま
す
よ
ね
。
そ
し
て
、

背
筋
を
伸
ば
し
、
き
ち
ん
と
し
た
姿
勢
を
取
り
ま
す

よ
ね
。
だ
ら
し
な
い
姿
勢
で
お
唱
え
す
る
こ
と
は
な

い
で
す
よ
ね
。
こ
れ
が
「
身
」
の
行
い
で
す
。

次
に
「
口
」
の
行
い
で
す
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん

『
智
山
勤
行
式
』
や
ご
真
言
を
声
を
出
し
て
お
唱
え

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
皆
さ
ま
、
お
経
の
本
は

持
っ
て
お
唱
え
し
て
い
ま
す
か
？
　
お
経
は
暗
記
し

て
い
る
か
ら
持
た
な
く
て
も
大
丈
夫
。
合
掌
し
て
唱

え
て
い
ま
す
。
と
い
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
お
経
を
お
唱
え
す
る
こ
と
を
「
読
経
」
と
い
い

ま
す
よ
ね
。
読
む
経
と
書
き
ま
す
よ
う
に
、
暗
記
さ

れ
て
い
て
も
経
本
は
持
っ
て
い
た
だ
き
、
読
み
な
が

ら
お
唱
え
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
お
大
師
さ
ま
の
教
え
の
中
に
「
一
字

に
千
理
を
含
み
」
と
で
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
真
言
や

梵
字
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
梵
字
を
漢
訳
し
た
も
の

が
今
私
た
ち
の
お
唱
え
し
て
い
る
お
経
で
す
。
お
経

に
書
か
れ
て
い
る
一
文
字
一
文
字
に
は
千
も
の
道
理

が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
お
経
の
一
文
字
一

文
字
が
仏
さ
ま
な
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
経
本
は
き

ち
ん
と
持
っ
て
い
た
だ
い
て
、
一
文
字
一
文
字
の
仏

さ
ま
と
対
峙
し
な
が
ら
お
唱
え
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
意
」
の
行
い
で
す
が
、
意
と
は
「
意
中

の
人
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
心
と
い

う
こ
と
で
す
。
心
の
中
で
意
中
の
人
を
思
う
よ
う

に
、
仏
さ
ま
を
思
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
お
仏
壇
で
お
経
を
お
唱
え
さ
れ
て

い
る
（
口
の
行
い
）
と
き
は
、
身
を
正
し
て
坐
し
（
身

の
行
い
）、
心
に
仏
さ
ま
や
亡
き
人
、
ご
先
祖
さ
ま
を

思
っ
て
い
ま
す
の
で
（
意
の
行
い
）、
三
密
行
が
行
わ

れ
て
い
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
瞬
間
は
皆
さ

ま
仏
さ
ま
と
な
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

心
の
行
い
は
難
し
い

私
た
ち
僧
侶
（
私
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
で
も
、

お
経
を
お
唱
え
し
な
が
ら
、
実
は
全
然
関
係
な
い
こ

と
を
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
た
ま
に
あ
り
ま
す
。

「
こ
の
あ
と
何
し
よ
う
、
何
食
べ
よ
う
」と
か
。
心
を

整
え
る
こ
と
は
本
当
に
難
し
い
で
す
。し
か
し
、仏
さ

ま
と
向
き
合
っ
て
い
る
と
き
に
、
雑
念
が
思
い
浮
か

ん
で
し
ま
っ
た
と
き
は
仏
さ
ま
が
そ
の
こ
と
を
思
っ

て
も
い
い
よ
と
い
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
ん
だ
と
私

は
と
ら
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
気
づ
く
時
が
き
ま

す
。
あ
ー
、
今
全
然
関
係
な
い
こ
と
を
思
っ
て
る

と
。
気
づ
け
ば
し
め
た
も
の
で
、
今
考
え
る
こ
と
で

は
な
い
と
、
仏
さ
ま
を
思
う
こ
と
に
戻
っ
て
い
ま
す
。

三密行とは、身体と言葉と心によって行われる行為

身密（印契）

口密（真言）

意密（観想）

身体的活動

言語的活動

精神的活動

身を整え合掌する

お経・真言を唱える

心に仏さまを感じる

阿字観 … ご本尊さまと一体となる（即身成仏）ことを目指す修行

私たちの身・口・意の行いと、
仏さまの身密・口密・意密が一体となることにより、

即身成仏するのです。
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阿
字
観
と
は

さ
て
、
本
題
の
阿
字
観
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し

ま
す
。
読
経
は
三
密
の
中
で
は
特
に
「
口
」
の
行
い

（
お
唱
え
す
る
）
が
中
心
と
な
り
、「
意
」
の
行
い
は

難
し
い
と
書
き
ま
し
た
が
、
阿
字
観
は
特
に
「
意
」

の
行
い
を
中
心
と
し
た
修
行
で
す
。

阿
字
観
は
、
お
大
師
さ
ま
が
お
説
き
に
な
ら
れ
た

真
言
宗
特
有
の
瞑
想
修
行
で
す
。
姿
勢
や
呼
吸
を
調

え
、
心
を
あ
る
が
ま
ま
に
み
つ
め
、
私
た
ち
が
本
来

具
わ
っ
て
い
る
仏
さ
ま
の
性
質
に
気
づ
き
、
自
分
と

仏
さ
ま
を
一
体
に
感
じ
、
そ
の
清
ら
か
さ
を
全
身
で

味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
、
ま
さ
に
「
即
身
成
仏
」
を

体
験
で
き
る
修
行
で
す
。

ご
本
尊
さ
ま
の
「
阿
字
」
は
、
す
べ
て
の
存
在
の

根
源
で
、
真
言
宗
の
根
本
の
仏
さ
ま
で
あ
る
大だ

い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

さ
ま
で
す
。
私
た
ち
が
生
活
し
て
い
る
こ
の
空
間

も
、
私
た
ち
自
身
も
大
日
如
来
さ
ま

の
一
部
で
あ
り
、
互
い
に
境
界
な
く

通
じ
合
う
〝
大
い
な
る
い
の
ち
〟
の

中
で
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

〝
大
い
な
る
い
の
ち
〟
そ
の
も
の
が

「
阿
字
」
の
一
字
に
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

「
意
」
の
行
い
が
中
心
と
な
る
と

い
い
ま
し
た
が
、
阿
字
観
会
に
参
加

さ
れ
ま
す
と
、
指
導
僧
よ
り
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
入
り
ま
す
。
ナ
レ
ー
シ
ョ

ン
ど
お
り
に
心
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ

て
い
け
ば
よ
い
の
で
す
。

阿
字
観
を
修
し

「
即
身
成
仏
」
を
体
験
し
よ
う

足
は
半は

ん

跏か

座ざ

を
組
み
、
手
に
印
を
結
び
、
正
し
い

姿
勢
を
と
る
「
身
」
の
行
い
。
そ
し
て
口
で
実
際
に

ア
と
い
う
声
を
出
す
「
口
」
の
行
い
。
た
だ
し
、
総

本
山
智
積
院
や
別
院
真
福
寺
の
阿
字
観
会
で
は
声
を

出
し
ま
せ
ん
。
声
を
出
さ
な
い
と
「
口
」
の
行
い
に

な
ら
な
い
の
で
は
？
　
と
思
わ
れ
ま
す
よ
ね
。
座
禅

や
ヨ
ガ
、
気
功
や
太
極
拳
な
ど
は
鼻
呼
吸
を
行
い
、

鼻
か
ら
息
を
吸
っ
て
鼻
か
ら
息
を
出
し
ま
す
。
し
か

し
、
阿
字
観
で
は
鼻
か
ら
吸
っ
て
口
か
ら
息
を
吐
き

出
し
ま
す
。
実
際
に
声
を
出
さ
な
く
て
も
口
を
と
お

し
て
身
体
の
中
か
ら
阿
字
を
出
し
て
い
き
ま
す
の
で
、

「
口
」
の
行
い
と
な
り
ま
す
。

呼
吸
は
吸
う
方
か
ら
始
ま
る
？
　
吐
く
方
か
ら
？
　

吸
わ
な
け
れ
ば
吐
け
な
い
の
で
、
吸
う
方
か
ら
始
ま

る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
阿
字
観
で
は
吐
く
方
か
ら
始

め
ま
す
。
こ
れ
は
、
吸
う
と
き
と
い
う
の
は
力
が

入
っ
て
身
体
が
力
み
ま
す
。
逆
に
吐
く
と
き
に
は
脱

力
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
か
ら
な
ん
で
す
。「
ふ
～
っ
」

と
長
く
息
を
吐
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
不
思
議
と
心

が
落
ち
着
き
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
心
を
落
ち
着
か
す

吐
く
息
か
ら
呼
吸
を
始
め
ま
す
。
ま
た
、
呼
吸
と
い

う
言
葉
も
呼
気
と
吸
気
が
合
わ
さ
っ
た
言
葉
で
す
の

で
、
呼
気
（
吐
く
息
）
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
心
の
中
で
お
月
さ
ま
や
阿
字
を
思
い
描

阿字観本尊
（阿字・月輪・蓮華が描かれている）

身・口・意の三密を整え、阿字観や読経をすることで
仏さまとひとつとなり、その瞬間は即身成仏しています。
� （イラスト／松永�優）

意口

身
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き
、
仏
さ
ま
と
一
体
と
な
る
「
意
」
の
行
い
を
し
ま

す
。
正
に
身
・
口
・
意
を
行
う
三
密
行
な
の
で
す
。

何
度
も
い
い
ま
す
が
、
三
密
が
調
っ
た
そ
の
瞬
間
は

仏
さ
ま
と
一
緒
の
状
態
で
す
。
す
な
わ
ち
そ
の
瞬
間

は
即
身
成
仏
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。

お
大
師
さ
ま
が
お
説
き
に
な
ら
れ
た「
阿
字
観
」を

修
し
て
い
た
だ
き
、
満
月
の
よ
う
に
清
く
お
お
ら
か

な
心
を
得
て
、
ご
自
身
の
内
の
仏
さ
ま
と
一
体
と
な

り
、
安
ら
か
な
気
持
ち
で
日
々
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
こ
の
後
し
ば
し
の
間
、
皆
さ
ま
方
に
は

仏
さ
ま
と
な
っ
て
「
即
身
成
仏
」
を
体
験
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
総
本
山
智
積
院
や
別
院
真

福
寺
、
お
近
く
の
阿
字
観
会
を
開
催
さ
れ
て
い
る
ご

寺
院
へ
是
非
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

（
智
山
教
化
セ
ン
タ
ー
所
員
／
上
村
正
健
）

※
総
本
山
智
積
院
・
別
院
真
福
寺
、
本
宗
寺
院
で
開
催
さ
れ

て
い
る
阿
字
観
会
に
つ
い
て
は
、
左
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ

り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

https://chisan.
or.jp/experience/
ajikan/ 
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表 紙
紅葉と冠雪の富士山
山梨県

富士五湖の一つ精進湖には何
本かのモミジの木が点在してい
る。どの木も綺麗に色づき、絵
になる木を撮影しながらアング
ルを探す。澄んだ空気と秋晴れ
の空。富士山も数日前に冠雪が
増し美しい姿を1日見ることが
できた。

P5 水辺の秋
愛知県

愛知県紅葉の名所、香
こう

嵐
らん

渓
けい

では毎年多くの観光客で賑わ
う。巴川が作る渓谷で赤い橋
と紅く色づく約4000本もの
モミジが見る人を魅了する。
混雑を避けるため早朝から撮
影。まだ日陰の河岸、紅葉す
る山肌に陽があたり水面にそ
の色が写り込む。

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SH

IN
G

O
N

」
第
一
一
八
号
　令
和
六
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
／
三
神
栄
法

　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

三校
　

118唐
糸

太
刀
川

平
成
十
年
十
二
月
十
六
日
第
三
種
郵
便
物
認
可
　第
一
一
八
号
　令
和
六
年
九
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

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
30
分
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
）

運う
ん

敞し
ょ
う

僧
正
忌

9
月
10
日（
火
）
　9
時
よ
り（
参
拝
無
料
）

戦
没
者
慰
霊
法
要

10
月
3
日（
木
）
　10
時
よ
り（
参
拝
無
料
）

玄げ
ん

宥ゆ
う

僧
正
忌

10
月
4
日（
金
）

　10
時
よ
り（
参
拝
無
料
）

愛
宕
薬
師
ご
縁
日

9
月
6
日（
金
）

10
月
8
日（
火
）

11
月
8
日（
金
）

各
日
と
も
12
時
よ
り

や
す
ら
ぎ
寄
席

9
月
19
日（
木
）
　
　三
遊
亭

10
月
17
日（
木
）
　
　談
志
一
門
会

11
月
21
日（
木
）
　
　三
遊
亭

各
日
と
も
18
時
30
分
よ
り

真
福
寺
阿
字
観
会

9
月
24
日（
火
）

10
月
22
日（
火
）

11
月
26
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
6
年
8
月

現
在
、
令
和
7
年
2
月
ま
で
の
ご
予
約
を

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

　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

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




