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」Rの場合    
‐

「稲枝」駅よリタクシーで15分

お問い合わせ先 TEL 0749‐ 22-1110(近江タクシー)

マイカーの場合

くETC搭載車)●

◎ 名神「湖東三山スマートインターJより当山まで1分

(‐般車〉 ‐ |  ‐

京阪神方面からは名神「八日市インタニ」より当山まで112分

中京方面からは名神「彦根インタニ」より当山まで20分

1月 18日 初観音大般若会

一年の無事安泰を祈る法要。厄除けかぶら汁の接待あり

5月 5日 仏生会花祭り

お釈迦様のお誕生日、甘茶の接待あり

5月 1日～20日 金剛界八十一尊曼荼羅特別公開

8月 9日 観音盆千日会・千林地蔵盆会

先祖や水子の供養をする法要。千日参りともいう
長生きそうめんの接待あり

毎月28日 不動明王護摩供

金剛輪寺大伽藍再興祈願の写経をお願いしております。こ奉納の

お写経は再興なった三重塔内に永遠に安置しております。本堂、庭

園書院及び受付所に用紙等用意しております。こ協力いただけれ

ば幸いです。

●食堂華楽坊
・華楽坊 250名収容 ・別館道場 150名収容

名物精進弁当、大黒弁当、沐茶等5入以上〈予約制〉
華楽坊金剛輪寺境内    摯(0749)37‐ 3211

湖 東 三 山まん中 の お今

天台幕全 剛 耳輪オ
〒529‐ 1202滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺873番地

TEL(0749)37-3211/FAX(0749)37‐ 2644
URL httpノ/www kongouriniijp/
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石楠花 :4月 中旬より末まで

さつきイと:新緑の頃5月 より6月 中旬

あじさい 16月 末より8月上旬

睡蓮 :6月 より9月

椰
・■■■■●ヽ ■■

受
付

軒ξ紅祠嶋

櫃

駐車場

褪
炸
花ン

1譴ひ

巡

紅葉 :11月 より12月 血染めのもみじ 雪 :紅葉の散る頃より12月 ～2月



松
峰
山
金
剛
輪
寺
は
聖
武
天
皇
の
勅
願
寺
と
し
て
、
行
基
菩
薩

が
天
平
十
三
年
（七
四

一
）
に
開
山
さ
れ
た
歴
史
の
あ
る
お
寺
で

す
。本
尊
聖
観
世
音
書
薩
は
行
基
書
薩
の
御
作
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
以
来
、
天
下
泰
平
の
祈
祷
寺
と
し
て
栄
え
、
学
問
僧
が
多
く

集
ま
り
、
嘉
祥
年
間
（八
五
〇
）
に
は
延
暦
寺
の
慈
覚
大
師
が
来

山
。
密
教
修
法
と
西
方
阿
弥
陀
仏
の
信
仰
を
初
め
て
ご
教
化
に
な

り
、
天
台
の
大
寺
と
な
り
ま
し
た
。寿
永
二
年
２

一
八
三
）
に
は

源
義
経
が
義
仲
を
追
討
せ
ん
と
し
て
近
江
に
来
た
り
、
当
山
に
参

籠
十
数
日
、
武
運
必
勝
を
祈
願
し
、太
刀
を
寄
進
し
ま
し
た
。

寛
元
四
年
貧

一
一四
六
）
に
は
、
昭
和
五
十
二
年
秋
、
昭
和
の
復

元
大
修
理
を
終
え
た
三
重
塔
が
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
歴
史
に
の
こ

る
文
永
弘
安
の
役
に
は
鎌
倉
の
北
条
時
宗
が
佐
々
木
頼
綱
に
命

じ
て
近
江
国
中
の
祈
祷
寺
社
に
元
軍
降
伏
の
祈
願
を
修
せ
し
め

ま
し
た
。
当
山
長
老
覚
賢
は
、
衆
僧
を
は
げ
ま
し
大
祈
祷
を
厳
修

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
元
軍
は
大
敗
し
、
時
宗
は
凱
歌
を
挙
げ
、
日
本

国
中
は
じ
め
て
安
堵
い
た
し
ま
し
た
。
近
江
守
護
役
頼
綱
は
弘
安

十

一
年
■

二
八
八
×
当
山
本
堂
大
悲
間
以
下
を
再
興
し
て
、
観

音
さ
ま
の
霊
験
に
感
謝
し
ま
し
た
。
現
在
の
本
堂
大
悲
閣
が
そ
れ

で
、
実
に
七
百
年
を
こ
え
る
歴
史
を
も
つ
大
堂
で
、
鎌
倉
期
和
様

建
造
物
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
三
十
九
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ツ
ク
に
は
日
本
建
造
物
の
代
表

選
手
と
し
て
、
文
部
省
が
十
分
の

一
の
模
型
を
作
成
、
東
京
国
立

博
物
館
に
展
示
さ
れ
、
世
界
の
人
々
の
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
創

建
時
、
当
山
は
東
西
南
北
四
谷
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
坊
合
が

甍
を
な
ら
べ
、
そ
の
数
は
百
余
と
さ
れ
盛
な
る
こ
と
で
し
た
。

一現
在
で
も
参
道
沿
い
に
坊
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。数
多

ぐ
の
仏
さ
ま
が
諸
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
「建
暦
Ｌ
貞
応
」

等
鎌
倉
初
期
の
銘
を
有
す
る
も
の
も
多
く
、
十
四
躯
が
国
の
重
要

路装

却  ‐
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。応
仁
の
乱
後
は
佐
々
木
六
角

氏
や
京
極
氏
が
時
々
宿
陣
し
、
戦
時
に
は
兵
糧
米
、
軍
資
金
を
強

請
さ
れ
る
事
度
重
な
り
、
当
山
に
お
い
て
も
、
弓
矢
を
持
ち
、
自
衛

し
ま
し
た
。
山
中
に
城
山
と
い
う
所
が
あ
る
の
は
、
当
山
衆
徒
砦

跡
で
あ
り
ま
す
。
天
正
元
年
貧

五
七
三
）
、
百
済
寺
が
鯰
江
城
を

後
援
し
た
こ
と
で
、
信
長
は
同
寺
を
焼
き
払
い
ま
し
た
。
ウ」
の
時
、

金
剛
輪
寺
も
同
罪
と
い
う
こ
と
で
火
を
は
な
た
れ
ま
し
た
が
、
当

山
僧
侶
の
機
知
に
よ
り
、
本
堂
、
一二
重
塔
、　
一天
門
等
は
そ
の
難
を

免
れ
ま
し
た
。

徳
川
家
光
公
が
当
山
に
諸
課
役
免
除
地
三
十
石
を
寄
進
さ
れ
た

の
が
復
興
の
基
と
な
り
、
井
伊
直
孝
侯
、
黒
衣
の
宰
相
天
海
僧
正
の

助
力
も
大
で
あ
り
ま
し
た
。寛
永
九
年
貧

六
三
二
）
正
親
町
天
皇

の
御
孫
、
良
恕
親
王
が
当
山
に
静
仙
院
を
建
立
さ
れ
、
仏
道
を
修

業
。
明
和
の
頃
２

七
六
四
）
は
明
寿
院
他
十
二
坊
、
末
寺
二
ヶ
寺
有

り
、
僧
侶
五
十
人
余
が
、
仏
法
を
学
び
農
業
を
営
ん
で
い
ま
し
た

が
、
明
治
維
新
に
よ
り
、
境
内
山
林
全
て
上
地
の
悲
運
に
あ
い
、
山

内
僧
侶
す
べ
て
退
山
帰
俗
し
、本
坊
明
寿
院

一
坊
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
仏
徳
の
尊
厳
変
わ
る
こ
と
な
く
、
全
国
十
方
、
観
音
信
者

の
御
後
援
に
よ
り
、
境
内
整
備
、
諸
堂
の
復
興
に
努
め
明
治
、
昭
和

の
本
堂
大
修
理
を
は
じ
め
と
し
、
江
戸
末
期
に
荒
廃
し
た
三
重
塔

復
元
大
修
理
も
昭
和
五
十
三
年
に
完
工
。湖
東
三
山
の
雄
と
し
て
、

古
よ
り
今
に
国
家
安
泰
、
万
民
豊
楽
を
祈
る
道
場
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
国
宝
本
堂
二
重
塔
は
緑
樹
繁
る
山
腹
に
位
置
し
、
参
道
に
は

千
余
の
お
地
蔵
さ
ま
が
厳
座
さ
れ
、春
は
山
桜
、
つ
つ
じ
、
石
楠
花
、

夏
は
紫
陽
花
が
美
し
く
、秋
は
紅
葉
が
名
園
池
水
に
映
え
て
、北萌
で

る
人
自
ず
か
ら
心
の
塵
も
払
わ
れ
、
現
世
安
穏
、未
来
の
幸
福
が
約

束
さ
れ
、
慈
悲
の
光
は
全
山
に
満
ち
み
ち
て
お
り
ま
す
。
お
経
に

「観
世
音
浄
聖
は
衆
生
の
苦
悩
死
厄
に
於
て
能
く
其
の
人
の
依
り

処
と
な
る
こ
と
、
念
々
疑
い
を
生
ず
る
な
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

私
達
は
素
直
に
こ
の
文
を
信
じ
、
苦
し
み
や
悩
み
が
あ
る
と
き
、

た
だ
ひ
た
す
ら
観
音
さ
ま
に
帰
命
す
べ
き
で
す
。

「仏
法
の
大
海
は
信
を
以
て
入
り
智
を
以
て
渡
る
」
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。御
信
心
を
お
勧
め
し
ま
す
。

参
拝
者
各
位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
△
口　
掌

会
則
輪
キ
に

つ
た
わ
る

セ
つ
の
お
話
し
の

ひ
と

つ
を
紹
介
し
ま
す

掃
除
を
し
て
い
た

一
人
の
小
僧
が
、
と
つ

ぜ
ん
大
き
な
声
を
立
て
ま
し
た
。

「み
ん
な
来
る
ん
じ
ゃ
、
豆
じ
ゃ
豆
じ
ゃ
…
」

庫
裡
の
床
下
に
、
大
粒
の
ふ
っ
く
ら
と
し
た

そ
ら
豆
が
箱
に
入
れ
て
置
い
て
あ
り
ま
す
。

「
一
升
は
あ
る
、
う
ま
そ
う
じ
ゃ
の
ォ
」

集
ま
っ
た
小
僧
た
ち
は
そ
ら
豆
を
前
に
よ

だ
れ
を
流
さ
ん
ば
か
り
に
し
て
相
談
し
合

い
ま
し
た
。
そ
ｔ
て
そ
の
結
果
、
和
尚
さ
ん

の
留
守
を
幸
い
に
食
っ
て
し
ま
お
う
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。秋
が
来
て
豆
を
蒔

こ
う
と
思
っ
た
和
尚
さ
ん
は
床
下
の
箱
を

見
る
と

一
粒
も
あ
り
ま
せ
ん
。
「
正
直
に
自

状
す
れ
ば
ゆ
る
し
て
や
り
ま
す
」
和
尚
さ
ん

の
前
で
う
な
だ
れ
た
ま
ま
の
小
憎
た
ち
で

し
た
が
、
自取
後
に
は
自
状
し
ま
し
た
。
「
一
粒

の
豆
を
食
っ
て
し
ま
え
ば

一
粒
で
お
わ
る
。

だ
が
、
大
地
に
蒔
け
ば
何
十
粒
、
何
百
粒
に

も
ふ
え
る
。
そ
ら
豆
に
も
命
が
あ
る
。
お
前

た
ち
は
そ
の
命
を
取

っ
て
し
ま

っ
た
の

じ
や
」

ゆ
る
し
て
も
ら
っ
た
も
の
の
、
ウ」
の
ま
ま
で

は
和
尚
さ
ん
に
申
し
訳
が
な
い
。小
僧
た
ち

は
暗
い
床
下
に
入
り
、
一
粒
で
も
落
ち
て
い

な
い
か
と
探
し
ま
し
た
。



全

剛

輪

十

秘
仏
本
尊
聖
観
世
音
書
薩

奈
良
時
代
の
高
僧
、
行
基
菩
薩
が

一

刀
三
礼
、
拝
み
な
が
ら
彫
刀
を
進
め
ら

れ
る
と
、
や
が
て
木
肌
か
ら

一
筋
の
血

が
流
れ
落
ち
た
。
フ」
の
時
点
で
観
音
さ

ま
に
魂
が
宿
っ
た
と
し
て
、
菩
薩
は
直

ち
に
そ
の
彫
刀
を
折
り
、
粗
彫
り
の
ま

ま
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
ま
し
た
。後

の
世
に
「生
身
（な
ま
み
）
の
観
音
さ
ま
」

と
信
心
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

「あ
っ
た
、
あ
っ
た
ぞ
ツ
」床
下
の
隅
の
方
に
。

た
っ
た

一
粒
あ
り
ま
し
た
。
小
僧
た
ち
は
そ

の

一
粒
に
祈
り
を
込
め
て
畑
に
蒔
き
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
「
一
斗
ほ
ど
穫

れ
る
大
き
な
豆
の
木
に
育
ち
ま
す
よ
う
…
」

観
音
さ
ま
に

一
心
に
祈
願
し
ま
し
た
。

や
が
て
芽
を
出
し
た
豆
が
、
日
毎
、
夜
毎
に

大
き
く
な
り
、
一
抱
え
も
あ
る
大
木
と
な

り
、
一
斗
以
上
も
の
豆
が
穫
れ
ま
し
た
「

「お
前
た
ち
が
己
を
空
じ
ゅ
・う
し
て
育
て
た

の
が
観
音
さ
ま
の
お
心
に
も
通
じ
、
ご
利
益

と
な

っ
て
現
れ
た
の
じ
ゃ
。
ア」
れ
す
な
わ

ち
、
仏
．の
教
え
に
い
う
自
利
利
他
と
い
う
も

の
じ
ゃ
■
」

こ
の
豆
の
本
で
太
鼓
の
胴
を
作
り
後
世
に

遺
し
ま
し
た
。
７」
れ
が
金
剛
輪
寺
に
伝
わ
る

豆
の
木
の
太
鼓
で
す
。

一
　

　

「近
江
む
か
し
話
」
よ
り

※
自
利
利
他
●
自
ら
仏
道
を
成
じ
て

さ
と
り
を
得
る
と
と
も
に
、他
に

仏
法
の
利
益
を
得
さ
せ
る
こ
と
。


