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お
寺
巡
り
を
さ
ら
に
愉
し
む
！

仏
像
の
見
方   

基
本
の「
き
」

お
寺
巡
り
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
が
仏
像
拝
観
。
や
さ

し
い
お
顔
や
恐
い
表
情
、
顔
や
腕
が
い
く
つ
も
あ
る

像
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
子
ど
も
を
思
わ
せ
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。
仏
像
の
種
類
や
歴
史
を
知
れ
ば
、お

寺
巡
り
が
も
っ
と
愉
し
く
な
り
ま
す
。

　
仏
教
も
ご
く
始
め
の
頃
は
仏
像
を
造
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
お
釈
迦
様
の
姿
を
彫
像
に
す
る
の

は
畏お
そ

れ
多
い
こ
と
と
思
わ
れ
た
の
で
す
。
し
か

し
、
仏
教
が
庶
民
に
も
広
ま
る
の
に
つ
れ
て
仏

像
が
造
ら
れ
、
礼
拝
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
極
楽
浄
土
へ
迎
え
入
れ
て
く
れ
る
阿

弥
陀
如
来
、
心
身
の
病
を
除
い
て
く
れ
る
薬
師

如
来
な
ど
、
仏
教
の
救
い
を
具
体
的
に
示
す
仏

様
の
像
も
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
イ

ン
ド
古
来
の
神
々
も
仏
教
を
守
る
仏
と
し
て
信

仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
仏
像
の
仲
間
入
り
を

し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
密
教
が
説
か
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
す
さ
ま
じ
い
怒
り
や
神
通
力
で
悪

や
煩
悩
を
打
ち
砕
く
明
王
の
像
も
現
れ
ま
し
た
。

　
仏
像
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
き

ま
し
た
。
飛
鳥
時
代
は
神
秘
的
な
ア
ー
モ
ン
ド

形
の
目
が
特
徴
で
す
。
奈
良
時
代
は
自
然
な
写

実
、
平
安
時
代
は
貴
族
好
み
の
穏
や
か
で
円
満

な
姿
。
そ
し
て
、
運
慶
が
活
躍
し
た
鎌
倉
時
代

は
、力
強
く
迫
力
あ
る
像
が
造
ら
れ
ま
し
た
。こ

の
よ
う
に
仏
像
は
、
時
代
ご
と
の
願
い
の
あ
り

方
を
そ
の
姿
に
表
し
て
き
ま
し
た
。

仏
像
と
は
何
か

【仏像の特徴】

如来

明王

菩薩

天

【仏像の種類】

如来（仏・仏陀）は悟り
を開き煩悩を断ってい
るので装飾品は身につ
けていません。頭上の
盛り上がり（肉

にっけい

髻）と小
さな巻き貝を集めたよ
うな髪型（螺

らほつ

髪）が特
徴です。

やさしい言葉や態度で
は心を改めない者を導
き煩悩や悪を打ち破る
ため強い怒りの表情を
し、火焔光背を背負っ
ています。不動明王以
外は多

た め ん た ひ

面多臂（顔や
腕が多い）の像です。

王子だった頃のお釈
迦様がモデルなので
宝
ほうかん

冠や瓔
ようらく

珞（ネックレ
ス）などの装飾品を身
につけています。多くは
広大な慈悲心を表す
やさしい表情をしてい
ますが例外もあります。

天部ともいいます。仏
教を守る役目なので鎧
を身につけた武人の姿
で剣や鉾などの武器を
手にしていることが多
いのですが、弁才天や
吉祥天のように美しい
女性の天もいます。

お釈迦様が悟りを開いて得た姿がモデル
釈
しゃか
迦如来・阿

あ み だ
弥陀如来・薬

やくし
師如来など主な像

激しい怒りで煩悩を破壊する密教の仏
不動明王・愛染明王・降

ごうざんぜ
三世明王・大

だいいとく
威徳明王・

軍
ぐん
荼
だ
利
り
明王など

主な像

古代インドの神で仏とその教え、信者を守る
梵
ぼん
天・帝

たいしゃく
釈天・四天王・毘

びしゃもん
沙門天・吉

きちじょう
祥天・

弁才天・十二天など
主な像

王子だったお釈迦様の修行中の姿がモデル
観音菩薩（聖

しょう
観音・十一面観音・千手観音）・

弥
みろく
勒菩薩・文

もんじゅ
殊菩薩・普

ふげん
賢菩薩など

主な像

如
にょらい

来

菩
ぼ さ つ

薩

明
みょうおう

王

天
てん

裳
も

蓮
れ ん げ ざ

華座

納
のうえ

衣

白
びゃくごう

毫 光
こうはい

背

蓮華座 天
てんね

衣

条
じょうはく

帛

瓔
ようらく

珞
白毫

火炎光背

宝
ほうとう

刀

腰布

条帛

宝塔

邪
じゃき

鬼

宝刀

　
ま
た
、
こ
の
地
に
聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
を

建
立
し
た
の
は
、
仏
教
興
隆
や
社
会
事
業
の
た

め
だ
け
で
な
く
、
摂
政
と
し
て
の
立
場
か
ら
護

国
を
考
え
た
も
の
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

「
当
時
は
四
天
王
寺
が
あ
る
上う

え
ま
ち町

台
地
の
西
側

ま
で
海
が
迫
り
、
近
く
の
難
波
津
は
国
際
交
易

の
一
大
拠
点
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
百く

だ
ら済
や
新し

ん

羅ら

、
高こ

う
く
り

句
麗
な
ど
大
陸
か
ら
訪
れ
た
訪
問
者
た

ち
に
国
威
を
誇
示
す
る
た
め
、
難
波
津
を
見
下

ろ
す
高
台
に
壮
麗
な
大
伽
藍
を
建
て
た
の
だ
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　
聖
徳
太
子
が
最
初
に
建
立
し
た
官
寺
と
し
て
、

太
子
信
仰
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
四
天
王
寺
。

亀井堂の経
きょうぎ

木流しは、亀井堂の霊
水で金堂や六時堂、北鐘堂にて回
向（供養）を済ませた経木を流せ
ば極楽浄土が叶うといわれます。

毎年４月22日の聖霊会舞楽大法要は一年の行事の中
で最も大規模な舞楽法要。豪華絢爛な絵巻を彷彿と
させる舞楽が鑑賞できます。

毎月2回を目安に、朝6時30分～8時頃まで
五智光院にて、精神修養と仏教を身近なも
のとして感じられるよう座禅の集い（参禅会）
を開催しています。

参禅会の参加方法
開始10分前に本坊客殿玄関で受付。参加
費は無料で前もっての申込も不要です。日
程はHPのお知らせをご参照ください。

境
内
に
は
聖
徳
太
子
の
御
霊
を
祀
る
聖
霊
院

（
太
子
殿
）や
聖
徳
太
子
の
ご
一
代
の
実
蹟
が
描

か
れ
た
絵
伝
の
壁
画
を
安
置
す
る
絵え

ど
う堂

、
大
工

技
術
の
始
祖
と
も
い
わ
れ
る
太
子
の
偉
業
を
顕

彰
す
る
「
番ば

ん
し
ょ
う
ど
う

匠
堂
」
な
ど
で
聖
徳
太
子
を
身
近

に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
太
子
の
命
日
で

あ
る
４
月
22
日
に
毎
年
開
催
さ
れ
る
聖
霊
会
舞

楽
大
法
要
で
は
、
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
天

王
寺
舞
楽
を
披
露
。
ま
た
、
太
子
の
月
命
日
に

は
「
太
子
忌
」
が
開
催
さ
れ
、
こ
の
日
は
四
天

王
寺
の
縁
日
と
し
て
広
い
境
内
に
た
く
さ
ん
の

露
店
が
立
ち
並
ぶ
大
阪
の
風
物
詩
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。

 

「
ま
た
、
四
天
王
寺
は
彼
岸
の
中
日
に
西
門
の

石
鳥
居
の
真
ん
中
に
夕
日
が
沈
む
光
景
が
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
浄
土
信
仰
と
も
深
い
結
び
つ

き
が
あ
り
ま
し
た
。
今
も
春
と
秋
の
彼
岸
に
は
、

夕
日
を
拝
ん
で
極
楽
浄
土
を
観
想
す
る

『
日に

っ
そ
う
か
ん

想
観
』と
い
う
法
要
が
伝
統
行
事
と
し
て
引

き
継
が
れ
て
い
ま
す
」

　
長
い
歴
史
の
間
に
は
、
昭
和
９
年
（
１
９
３

４
）
の
室
戸
台
風
や
昭
和
20
年
（
１
９
４
５
）

の
大
阪
大
空
襲
な
ど
、
度
重
な
る
戦
渦
や
災
害

に
見
舞
わ
れ
、
境
内
の
ほ
ぼ
全
域
が
壊
滅
し
た

と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
各
方
面
の
人
々
の
協

力
を
得
て
復
興
へ
の
努
力
が
な
さ
れ
、
現
在
の

建
物
は
創
建
当
時
の
様
式
を
忠
実
に
再
建
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
４
年
後
の
平
成
34
年

（
２
０
２
２
）に
は
創
建
１
４
０
０
年
を
迎
え
る

と
い
う
四
天
王
寺
。
今
後
も
祈
り
の
聖
地
は

人
々
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
、
私
た
ち
を
深
い
懐

で
迎
え
入
れ
て
く
れ
ま
す
。


