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ご
購
読
は
延
暦
寺

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

今
年
の
梅
雨
は
稀
に
み
る
短
い
梅
雨
と
な
り
、
水
不
足
や

酷
暑
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
然
は
多
く
の
恵
み
を
与
え

て
く
れ
ま
す
が
、
近
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
災
害
を
危
惧
す

る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
自
然
環
境
の
乱
開
発
に
よ
る

気
候
変
動
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
自
然
環
境
の
悪
化
や
世
界
で
起
き
て
い
る
諸
問

題
を
解
決
す
る
た
め
、Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）

と
し
て
17
の
目
標
が
設
定
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
み
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

滋
賀
県
で
は
、
こ
の
6
月
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
目
標
15
で
あ
る

「
陸
の
豊
か
さ
も
守
ろ
う
」
を
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
た
全
国

植
樹
祭
が
開
催
さ
れ
、
比
叡
山
内
に
も
全
国
か
ら
の
招
待
者

に
よ
る
記
念
植
樹
会
場
が
設
け
ら
れ
、
琵
琶
湖
を
望
む
会
場

で
植
樹
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
目
標
は
、さ
ま
ざ
ま
な
生
命
を
守
っ

て
い
く
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
台
の
教
え
に
「
草

木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
動
物
だ
け
で

な
く
植
物
な
ど
す
べ
て
の
も
の
が
仏
に
な
る
こ
と
が
出
来
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
こ
の
地
球
こ
そ

が
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。こ

の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
活
動
は
、政
治
や
経
済
の
為
で
は
な
く
、

地
球
の
為
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
為
に
は
伝

教
大
師
の
「
忘
己
利
他
」
の
精
神
で
、
地
球
を
利
し
、
地
球

の
生
命
の
と
も
し
び
を
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。延

暦
寺
根
本
中
堂
に
は
、
伝
教
大
師
の
教
え
の
象
徴
で
あ

る
「
不
滅
の
法
灯
」
が
あ
り
ま
す
。
大
師
が
灯
し
て
以
来
、

1
2
0
0
年
以
上
比
叡
山
の
僧
侶
に
よ
っ
て
護
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
法
灯
に
は
菜
種
油
を
用
い
ま
す
の
で
、
油
を
切
ら
せ

ば
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
延
暦
寺
で
は
当
番
を
決

め
て
油
を
継
ぎ
足
し
法
灯
を
護
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
僧
侶
一
人
ひ
と
り
が
法
灯
の
こ
と
を
常
に
想
い
、
自
ら

法
灯
の
油
を
見
に
い
き
、
絶
や
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て

い
る
の
で
す
。

地
球
の
と
も
し
び
も
、
様
々
な
取
組
に
よ
り
護
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
が
、
他
人
任
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
私
た

ち
一
人
ひ
と
り
が
地
球
の
こ
と
を
想
い
、
行
動
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
一
隅
を
照
ら
す
」
の
実
践
が
未
来

永
劫
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
地
球
の
と
も
し
び
を
灯
し
続
け
る

こ
と
と
な
る
の
で
す
。

地地球球ののととももししびび

令
和
4
年
比
叡
山
か
ら

発
信
す
る
言
葉

す
べ
て
の
行
い
は
大
悲
か
ら

比
叡
山
０
７
０
８
０
１

１
面

井
❶
井
❷
岡
❸
井
❹
井

＜ １ ＞ 第８０９号 （昭和３２年６月１９日第三種郵便物認可） 令和４年７月８日 金曜日（月刊毎月８日発行）

６月５日、比叡山内にて実施された記念植樹



比叡山横川の如法塔隅に埋納されていた遺物で、上東門院
彰子（藤原道長の娘で一条天皇の中宮）発願の法華経を納
めていた経箱。全面に宝相華唐草文を蹴彫りし、鍍金や鍍
銀を施すなど、平安時代金工品の最高傑作である。写真下
右は蓋の裏面、写真下左は刻まれた「花びら」を拡大した
もの。

比
叡
山
４
・
５
面

０
７
０
８
０
４
０
５

藤
❶
岡
❷
井
❸
井
❹
井
❺
岡
❻
井
❼
井
❽
岡
❾
岡

＜ ５ ＞ 第８０９号 （第三種郵便物認可） 令和４年７月８日 金曜日 ＜ ４ ＞

ふ

ど
う
み
ょ
う

お
う

に

ど
う

じ

ぞ
う

重
文
不
動
明
王
二
童
子
像

一
幅

鎌
倉
時
代
（
十
三
世
紀
）

大
林
院
蔵
京
都
国
立
博
物
館
寄
託

海中の岩場に二童子を従えた巨大な青不動明王を描
いている。五大院安然が考案した「不動十九観」に
忠実であるが、上半身に条帛（左肩から右脇にかけ
る細い帯状の布）を着けず、身の丈ほどの長大な剣
の刃を掴むなど、従来の不動明王にはない特徴を持
つ異例の尊像。恐らくは名のある阿闍梨が感得、あ
るいは意楽に基づいて描いた画像と考えられる。
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最澄が唐の天台山で仏隴寺行満より相伝したとされる袈裟。裏面の墨書によれば、天
台第六祖の荊溪大師湛然の袈裟として伝わったものである。絹または麻の布片をほぐ
したものを麻地に刺子風に縫い付けた、糞掃衣の一種である。最澄が中国天台の正統
な教えを受け継いだことを示す、日本天台宗において何にも代えがたい霊宝である。

比
叡
山
由
来
の
名
宝
が
お
里
帰
り

日
本
最
古
の
刺
納
衣
・
宗
祖
御
真
筆
等
を
公
開

9
月
23
日
（
金
）
〜
12
月
4
日
（
日
）
ま
で

比
叡
山
延
暦
寺
で
は
、
本
年
伝
教
大
師
一
千
二
百
年
大
遠
忌
、
並
び
に
国
宝
殿
開
館
３０
周
年
と
い
う
節
目
の

勝
縁
を
得
て
、
こ
の
度
比
叡
山
発
祥
の
名
宝
に
お
帰
り
頂
い
て
一
堂
に
公
開
す
る
特
別
企
画
「
比
叡
の
霊
宝
」

展
の
開
催
を
決
定
し
た
。
期
間
は
来
た
る
９
月
２３
日
か
ら
１２
月
４
日
ま
で
の
７３
日
間
、
前
期
９
月
２３
日
（
金
）

〜
１０
月
３０
日
（
日
）、
後
期
１１
月
１
日
（
火
）
〜
１２
月
４
日
（
日
）
の
２
期
制
と
な
る
。
そ
こ
で
今
号
で
は
、

日
本
最
古
と
な
る
展
示
品
を
含
め
た
大
遠
忌
期
間
な
ら
で
は
の
展
示
会
を
前
に
、
そ
の
詳
細
を
報
告
す
る
。

比
叡
山
国
宝
殿
は
延
暦
寺

山
内
に
あ
る
貴
重
な
文
化
財

を
管
理
、
保
存
す
る
た
め
の

宝
物
館
と
し
て
、
平
成
４
年

（
１
９
９
２
）
に
開
設
さ
れ

ま
し
た
。
館
内
に
は
宗
祖
伝

教
大
師
御
真
筆
の
書
を
は
じ

め
、
比
叡
山
上
山
下
に
て
伝

承
さ
れ
て
き
た
仏
像
・
絵
画

・
書
跡
な
ど
国
宝
・
重
要
文

化
財
を
含
む
数
多
く
の
寺
宝

が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
度
、
伝
教
大
師
一
千

二
百
年
大
遠
忌
、
並
び
に
国

宝
殿
開
館
３０
周
年
の
節
目
と

な
る
勝
縁
を
い
た
だ
き
、
東

京
・
九
州
・
京
都
で
開
催
さ

れ
た
、
伝
教
大
師
一
二
〇
〇

年
大
遠
忌
記
念
特
別
展
「
最

澄
と
天
台
宗
の
す
べ
て
」
の

締
め
く
く
り
と
し
て
「
比
叡

の
霊
宝
」
展
を
開
催
い
た
し

ま
す
。

展
示
品
は
、
国
宝
９
点
、

重
要
文
化
財
約
４０
点
を
含

み
、「
仏
教
の
母
山
」
と
称

さ
れ
我
が
国
の
宗
教
観
の
大

き
な
一
つ
を
形
成
す
る
の
み

な
ら
ず
、
人
々
の
慣
習
や
基

本
的
思
考
ま
で
も
大
き
な
影

響
を
与
え
た
比
叡
山
に
ま
つ

わ
る
宝
物
を
余
す
こ
と
な
く

公
開
い
た
し
ま
す
。

普
段
は
博
物
館
に
寄
託
し

て
い
る
宝
物
を
戻
し
、「
里

帰
り
展
」
と
し
て
伝
教
大
師

の
み
心
溢
れ
る
御
遺
蹟
を
筆

頭
と
し
た
延
暦
寺
の
歴
史
や

仏
教
美
術
の
魅
力
に
触
れ
て

い
た
だ
く
の
は
も
ち
ろ
ん
、

「
一
隅
を
照
ら
す
」「
忘
己

利
他
」
等
、「
道
心
」
を
基

調
と
す
る
具
体
的
実
践
の
あ

り
方
を
示
さ
れ
た
御
聖
句
を

心
に
刻
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば

幸
甚
で
す
。
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せ
き
と
く

き
ゅ
う

か
く
じ
ょ
う

国
宝
尺
牘（
久
隔
帖
・
最
澄
筆
）

一
幅

平
安
時
代

弘
仁
四
年
（
八
一
三
）

奈
良
国
立
博
物
館
蔵

伝
教
大
師
が
弟
子
の
泰
範
に
宛
て
た
現
存
す
る
唯
一
の
自
筆

書
状
。
尺
牘
と
い
う
漢
文
書
状
だ
が
、
書
き
出
し
の
「
久
隔

清
音
」（
久
し
く
あ
な
た
か
ら
の
お
便
り
が
な
く
）か
ら
、「
久

隔
帖
」
と
呼
ば
れ
る
。
伝
教
・
弘
法
両
大
師
の
交
流
を
示
す

書
状
で
あ
る
と
共
に
、
よ
く
礼
を
尽
く
す
大
師
の
真
摯
な
人

柄
が
表
れ
て
い
る
。
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中国天台の開祖、天台大師智顗（５３８～５９７）が
用いたと伝わる衣。最澄が七条袈裟と共に請来
したと伝わる。藤原道長の日記である『御堂関
白記』の長和２年（１０１３）９月１４日条に、延暦
寺宝物の記録として「天台大師形 存生時袈裟」
とあり、その袈裟がこれにあたるという。日本
に現存する最古の衣服として知られるだけでな
く、天台の教えを受け継ぐ貴重な逸品である。
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入
唐
さ
れ
た
伝
教
大
師
が
台
州
と
越
州
で
書
写
・
入
手
し
た

経
典
や
法
具
等
を
記
し
た
総
目
録
の
う
ち
、
越
州
分
の
原
本

と
し
て
伝
来
す
る
一
巻
。
大
師
入
唐
の
事
績
を
知
る
重
要
な

資
料
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
筆
跡
に
九
世
紀
初
頭
の
中
国
書

風
が
認
め
ら
れ
る
大
変
貴
重
な
も
の

か
ん
の
ん

ぼ

さ
つ
り
ゅ
う

ぞ
う

県
文
観
音
菩
薩
立
像

一
躯

平
安
時
代
（
九
世
紀
）

松
禅
院
蔵
大
津
市
歴
史
博
物
館
寄
託

延
暦
寺
仏
教
美
術
の
魅
力

宗
祖
の
聖
句
を
心
に
刻
む

こん どう ほう そう げ から くさ もん きょう ばこ

国宝 金銅宝相華唐草文経箱
一合 平安時代 長元四年（一〇三一）

しち じょう し のう け さ

国宝 七条刺納袈裟 一領 中国・唐時代（八世紀）

さし のう え

国宝 刺納衣
一領 中国・随時代（六世紀）

で
ん
ぎ
ょ
う

だ
い

し
し
ょ
う

ら
い
も
く
ろ
く

国
宝
伝
教
大
師
請
来
目
録

一
巻

中
国
・
唐
時
代

貞
元
二
十
一
年
（
八
〇
五
）

伝教大師1200年大遠忌

国宝殿開館30周年記念

比
叡
山
の
鎮
守
で
あ
る
山
王
権
現
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
霊
験
を

描
い
た
絵
巻
。
全
１５
巻
あ
っ
た
も
の
の
一
つ
で
、
延
暦
寺
本
は

最
終
巻
に
あ
た
る
。
そ
の
内
容
は
、
広
義
門
院
が
山
王
の
法
力

に
よ
り
皇
子
（
後
の
光
厳
天
皇
）
を
生
む
話
、
安
居
院
本
堂
が

火
災
に
あ
っ
た
際
に
山
王
御
神
体
が
無
事
だ
っ
た
と
い
う
話
、

そ
し
て
大
隅
国
の
帖
佐
三
郎
信
宗
が
山
王
の
利
生
に
よ
り
海
難

を
逃
れ
た
話
（
写
真
部
分
）
が
描
か
れ
て
い
る
。

横
川
飯
室
谷
の
山
坊
で
あ
る
松
禅
院
に
伝
わ
っ
た
観
音
菩
薩
像
。
胸
の
く
び
れ
の
表
し
方
や
裳
の

正
面
折
り
返
し
の
表
現
な
ど
、
平
安
前
期
の
古
い
表
現
が
見
ら
れ
る
。

た
く
さ
ん
あ
る
見
ど
こ

ろ
の
一
部
を
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

ま
ず
伝
教
大
師
請
来
の

七
条
袈
裟
は
、
最
澄
が
天

台
山
の
仏
隴
寺
行
満
よ
り

授
か
っ
た
袈
裟
で
、
荊
溪

大
師
湛
然
が
所
持
し
た
も

の
、
ま
た
、
天
台
大
師
の

袈
裟
と
伝
わ
る
刺
納
衣

は
、
中
国
・
隋
代
に
遡
る

１
４
０
０
年
前
の
日
本
最

古
の
衣
服
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
も
中
国
か
ら

日
本
へ
天
台
の
教
え
が
伝

え
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
、

国
宝
中
の
国
宝
と
い
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。
比
叡
山

で
公
開
す
る
の
は
、
平
成

１５
年
に
上
皇
陛
下
・
上
皇

后
陛
下
比
叡
山
行
幸
啓
以

来
と
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
横
川
如
法
塔
出

土
の
上
東
門
院
彰
子
発
願

の
法
華
経
の
経
箱
。
平
安

時
代
ま
さ
に
栄
華
を
極
め

た
藤
原
氏
ゆ
か
り
の
逸
品

で
す
。
全
面
に
施
さ
れ
た

宝
相
華
唐
草
文
も
見
事
で

す
が
、
箱
蓋
裏
に
刻
ま
れ

た
花
び
ら
は
日
本
最
古
の

和
風
文
様
で
あ
り
、「
か

わ
い
い
」
と
い
う
感
覚
が

造
形
さ
れ
た
最
初
期
の
も

の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
展
示
で
は
蓋
裏
の

装
飾
ま
で
ご
覧
い
た
だ
け

る
よ
う
、
展
示
方
法
を
工

夫
し
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

そ
し
て
今
回
、
特
別
に

奈
良
国
立
博
物
館
よ
り
国

宝
「
伝
教
大
師
尺
牘
」
を

お
借
り
し
出
陳
す
る
機
会

を
頂
き
ま
し
た
。
い
わ
ゆ

る「
久
隔
帖
」と
呼
ば
れ
る

こ
の
文
書
は
、
最
澄
が
空

海
の
も
と
に
行
っ
た
愛
弟

子
の
泰
範
に
宛
て
た
手
紙

で
、
現
存
唯
一
の
最
澄
直

筆
の
手
紙
で
す
。
あ
る
意

味
こ
ち
ら
の
御
宝
物
も
里

帰
り
と
な
り
、
内
容
盛
り

た
く
さ
ん
の
展
示
会
と
な

っ
て
い
ま
す
。

本
展
の
見
ど
こ
ろ
に
つ
い
て

比
叡
山
国
宝
殿
主
任
学
芸
員

宇
代
貴
文
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今
回
の
「
比
叡
の
霊
宝
」

は
、
ま
さ
に
比
叡
山
を
象
徴

す
る
宝
物
に
里
帰
り
い
た
だ

け
る
、
宗
祖
伝
教
大
師
一
千

二
百
年
大
遠
忌
の
年
に
相
応

し
い
特
別
企
画
で
す
。

伝
教
大
師
が
書
か
れ
た
そ

の
お
人
柄
が
偲
ば
れ
る
お
手

紙
、
天
台
大
師
の
刺
納
衣
な

ど
何
物
に
も
代
え
が
た
い
霊

宝
を
目
の
当
た
り
に
し
て
く

だ
さ
い
。

特
に
楽
し
み
な
の
は
、
横

川
地
域
か
ら
出
土
し
た
金
銅

宝
相
華
唐
草
文
経
箱
で
す
。

詳
細
は
「
本
展
の
見
ど
こ

ろ
」
に
掲
載
の
と
こ
ろ
で
す

が
、
今
回
こ
の
経
箱
の
裏
側

の
文
様
が
初
め
て
公
開
さ
れ

る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
文
様

は
、
本
来
写
経
を
納
め
て
埋

納
す
れ
ば
も
う
二
度
と
人
の

目
に
は
触
れ
る
こ
と
の
な
い

も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

経
箱
を
前
に
、
あ
え
て
人

目
に
付
か
な
い
部
分
に
刻
ま

れ
た
女
性
な
ら
で
は
の
感

覚
、
感
性
を
想
像
し
て
み
た

い
。
ま
た
、
写
経
に
込
め
ら

れ
た
思
い
や
心
情
に
ぜ
ひ
触

れ
て
い
た
だ
き
た
い
。

さ
ん
の
う
れ
い
げ
ん

き

重
文
山
王
霊
験
記

一
巻

室
町
時
代（
十
五
世
紀
）
大
阪
市
立
博
物
館
寄
託

何
事
に
も
代
え
が
た
い
霊
宝
を
目
前
で

延
暦
寺
執
行

水
尾
寂
芳




