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秋
分
の
日
を
過
ぎ
ま
し
た
が
暑
さ
は
い
ま
だ
変
わ
ら
ず
、

し
か
し
ふ
と
耳
を
澄
ま
す
と
、
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
き
声
が
大
き

く
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
田
畑
の
様
子
も
太

陽
の
日
差
し
を
受
け
て
育
っ
た
稲
の
穂
先
が
次
第
に
黄
金
色

に
輝
き
始
め
、
成
長
期（
生
長
期
）か
ら
成
熟
期（
収
穫
期
）

へ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
実
り
の
秋
、
時
節
の
移
り
変
わ
り
や

成
長
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、
ふ
と
我
に
返
っ
て
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
す
。

私
た
ち
人
間
は
こ
の
地
球
上
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

の
人
格
体
と
し
て
生
を
営
み
、
生
き
て
い
ま
す
。
一
般
的
に

父
、
母
、
兄
弟
、
姉
妹
と
い
う
家
族
構
成
の
一
員
と
し
て
生

を
享
け
、
そ
し
て
、
学
童
期
・
青
年
期
と
学
校
生
活
を
経
て

多
く
の
友
人
、
先
生
と
の
関
わ
り
の
中
で
様
々
な
こ
と
を
学

び
、
次
い
で
社
会
に
出
れ
ば
社
会
の
一
員
と
し
て
生
き
て
い

ま
す
。
生
を
営
む
場
は
昔
に
比
べ
、
近
年
著
し
く
発
展
し
拡

大
さ
れ
ま
し
た
。
個
々
の
生
の
営
み
と
は
言
え
ど
、
社
会
の

中
で
他
者
と
関
わ
り
あ
い
、
み
ん
な
で
生
き
て
い
る
わ
け
で

あ
り
、
共
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。

人
間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
因
縁
に
よ
っ
て

生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
父
母
、
祖

父
母
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
遠
い
過
去
の
因

縁
が
あ
っ
て
こ
そ
、
今
、
こ
こ
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
を
と
り
ま
く
自
然

環
境
で
す
。
す
べ
て
の
生
物
は
、
太
陽
の
光
や
熱
、
水
や
空

気
な
く
し
て
は
生
き
て
ゆ
け
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
自
分
を
と

り
ま
く
家
族
、
友
人
、
社
会
、
自
然
環
境
と
の
関
わ
り
因
縁

に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
自
然
と
人
間
と

の
共
生
を
深
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

人
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
自
ら
の
生
を
大
切
に
し
て
生

き
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
み
ん
な
で
支
え
あ
い
、
共

に
生
き
て
い
く
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私

た
ち
は
他
と
の
関
わ
り
の
中
で
自
分
自
身
を
み
つ
め
、
更
に

は
各
々
を
尊
重
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
。
同
様
に
地
球
上
に

い
る
生
物
は
人
間
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
、

他
者
を
慈
し
み
、
自
然
へ
の
敬
愛
を
大
切
に
し
て
生
き
て
い

く
こ
と
を
再
認
識
す
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

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
１
面

１
０
０
８
０
１

井
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井
❷
井
❸
井
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❺
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岡
❼
井

ご
購
読
は
延
暦
寺

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

秋秋をを迎迎ええ考考ええるる
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秋の深まりを感じつつ、比叡山では１０月５日から６日にかけて、４年に１度の天台宗最重要法義「別請廣学豎義」
が大講堂で厳修された（写真手前から清原惠光擬講大僧正、奥へ山田能裕探題大僧正、堀澤祖門已講大僧正。詳
細は３面に掲載）
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秋の椿堂は群生する椿の柔らかい木漏れ日に照らされる

刺納衣を拝する参拝者（１１月１日からは七条刺納袈裟と入れ替え）刺納衣は天台宗の始祖
である天台大師智顗（５３８～５９７）の衣と伝わり、伝教大師が請来した日本最古の衣服。伝
教大師が中国天台を受け継ぐことを象徴するこの上ない霊宝である

椿の枝と聖徳太子

ご本尊の千手観音立像と納入されていた胎内仏（高さ約１０㎝、朝鮮三国時代
伝来か白鳳時代に伝来仏を写した可能性がある・国宝殿にて拝観可能）

国宝殿の外観

根本中堂改修に伴い修理を終えた十二神将を期間限定展示一体一体の仏像に込められた先人の思いを感じて頂きたい

期
間
中
に
は
釈
迦
堂
・
阿
弥
陀
堂
・
大
講
堂
に
て
期
間

限
定
で
椿
堂
の
特
別
御
朱
印
が
授
与
さ
れ
る

期間中には椿堂に僧侶が常駐して見どころを解説

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
。
構
造
は
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
り
の
３
階
建
て

で
延
べ
床
面
積
は
約
１
０
５

３
平
方
㍍
を
誇
り
、
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
。

国
宝
殿
は
昭
和
４２
年
に
横

川
に
開
館
し
た
収
蔵
庫
「
秘

宝
館
」
の
老
朽
化
に
伴
い
建

設
さ
れ
ま
し
た
が
、
当
初
予

一
巻

紙
本
墨
書

平
安
時
代
（
九
世
紀
）

天
台
宗
に
関
わ
る
伝
教
大
師
自
筆
の
六
種
の
文
書
か
ら
な
る
。

国
宝
と
な
る
人
材
育
成
を
目
指
し
た
『
山
家
学
生
式
』
が
収
録

さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
比
叡
山
の
至
宝
と
い
え
る
。

定
さ
れ
て
い
た
名
称
は
「
国

宝
館
」
で
し
た
。
し
か
し
、

「
単
な
る
展
示
場
で
は
仏
さ

ま
に
失
礼
に
な
る
」
と
の
意

見
か
ら
建
物
自
体
を
「
お

堂
」
と
し
て
捉
え
、
工
事
で

は
内
部
の
荘
厳
に
も
一
歩
、

二
歩
と
踏
み
込
み
名
称
も

「
国
宝
殿
」
と
改
め
ら
れ
ま

し
た
。平
成
４
年
４
月
２８
日
、

約
３
０
０
名
が
招
か
れ
、
第

二
五
三
世
天
台
座
主
山
田
恵

諦
猊
下
を
始
め
関
係
者
に
よ

る
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
で
開
殿
式

が
執
り
行
わ
れ
、
翌
２９
日
に

一
般
に
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

以
降
、収
蔵
品
を
単
な
る「
古

美
術
品
」
と
捉
え
る
感
覚
を

払
拭
し
、
一
千
年
も
の
長
い

年
月
を
越
え
た
宗
祖
伝
教
大

師
の
祈
り
や
願
い
、
ま
た
、

大
師
の
み
教
え
を
守
り
通
し

て
こ
ら
れ
た
数
多
の
先
人
方

の
努
力
の
「
法
宝
」
を
現
在

に
伝
え
て
い
ま
す
。

た
だ
今
、
伝
教
大
師
一
千

二
百
年
大
遠
忌
と
比
叡
山
国

宝
殿
開
館
三
〇
周
年
の
節
目

と
な
る
勝
縁
を
得
て
、
９
月

２３
日
か
ら
、
比
叡
山
国
宝
殿

に
て
特
別
展
「
比
叡
の
霊

宝
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

同
展
は
昨
年
１０
月
か
ら
本

年
５
月
に
わ
た
り
、
東
京
・

九
州
・
京
都
の
三
カ
所
の
国

立
博
物
館
に
て
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
開
催
さ
れ
る
も

の
で
、
日
本
仏
教
の
母
山
で

あ
る
比
叡
山
に
ま
つ
わ
る
国

宝
を
８
件
（
９
点
）、
重
要

文
化
財
４６
件
を
含
む
７９
件
の

宝
物
を
余
す
こ
と
な
く
公
開

し
て
い
る
。

開
催
に
先
立
ち
前
日
の
２２

日
に
は
内
覧
会
が
執
り
行
わ

れ
、
挨
拶
に
立
っ
た
水
尾
寂

芳
延
暦
寺
執
行
は
「
特
別
展

∧
最
澄
と
天
台
宗
の
す
べ

て
∨
で
多
く
の
方
々
に
天
台

宗
の
至
宝
を
ご
覧
い
た
だ
い

た
。
今
回
最
終
的
に
仏
さ
ま

方
に
比
叡
山
へ
と
お
帰
り
い

た
だ
き
感
無
量
で
す
」
と
喜

び
を
語
り
、
そ
の
上
で
「
国

宝
殿
は
比
叡
山
の
重
要
な
仏

さ
ま
方
を
一
堂
に
拝
ん
で
頂

く
た
め
の
お
堂
で
す
。
た
く

さ
ん
の
方
々
に
拝
ん
で
頂
き

た
い
」
と
想
い
を
述
べ
た
。

続
い
て
同
殿
宇
代
貴
文
主

任
学
芸
員
は
特
別
展
に
「
霊

宝
」
の
語
句
を
使
用
し
た
こ

と
に
つ
い
て
、「
江
戸
時
代

に
は
比
叡
山
の
宝
物
は
根
本

中
堂
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
記
録
書
『
根
本
中
堂
霊

宝
目
録
』
に
も
見
え
る
よ
う

に
、
宝
物
は
∧
霊
宝
∨
と
認

識
さ
れ
て
い
た
」
と
解
説
し

た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
宇
代
学

芸
員
は
「〈
文
化
財
〉と
し
て

見
て
い
た
だ
く
の
で
は
な

く
、
霊
宝
を
前
に〈
宗
祖
や

祖
師
先
徳
は
私
た
ち
に
何
を

託
さ
れ
た
の
か
〉を
自
問
す

る
機
会
と
し
て
い
た
だ
き
、

〈
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
連
綿
と
伝
え
て
き
た
先
徳

方
の
想
い
を
心
に
刻
ん
で
い

た
き
た
い
」
と
語
っ
た
。

場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
毎
年
聖
徳
太
子
の

ご
命
日
に
は
、
報
恩
を
捧
げ

る
法
要
が
営
ま
れ
て
い
ま

す
。
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
御
本
尊
を
拝
す
る
貴
重

な
経
験
を
ぜ
ひ
秋
の
比
叡
山

で
体
験
し
て
く
だ
さ
い
。

か
い

日
本
最
古
の
漢
詩
集
『
懐

ふ
う
そ
う

風
藻
』（
７
５
１
年
成
立
）

に
は
、
あ
ふ
み

こ

て
い
り

近
江
は
惟
れ
帝
里

ひ

え

ま
こ
と

裨
叡
（
比
叡
山
）
は
寔
に

し
ん神
山

ぞ
く
ぢ
ん
し
づ

山
靜
け
く
し
て
俗
塵
寂
み

た
に
し
づ

し
ん
り

谷
間
け
く
し
て
真
理

も
は
ら専に
あ
り

あ
あ
う
る
は

せ
ん
か
う

於
穆
し
き
我
が
先
考

（
亡
父
）

ひ
と

ほ
う

ひ
ら

獨
り
悟
り
て
芳
縁
を
闡
く

云
々

と
詠
ま
れ
て
お
り
、
近
江

国
守
で
あ
っ
た
藤
原
仲
麻
呂

（
恵
美
押
勝
・
７
０
６
〜
７

６
４
年
）
の
父
藤
原
武
智
麻

呂
（
６
８
０
〜
７
３
７
年
）

が
神
山
「
裨
叡
（
比
叡
山
）」

に
入
り
、
修
行
に
勤
し
ん
で

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。比

叡
山
麓
の
大
津
周
辺
に

は
天
智
天
皇
の
頃
、
後
に
宗

祖
伝
教
大
師
を
輩
出
す
る
百

済
か
ら
の
渡
来
人
七
百
人
余

り
が
入
植
し
居
を
構
え
て
お

り
、
詩
の
中
に
見
え
る
よ
う

そ
れ
か
ら
遡
る
こ
と
約
一

世
紀
、
今
日
に
お
け
る
我
が

国
の
仏
教
繁
栄
の
礎
を
築
か

れ
た
聖
徳
太
子
（
５
７
４
〜

６
２
２
年
）
は
、
飛
鳥
よ
り

祥
瑞
の
光
に
導
か
れ
、
こ
の

比
叡
山
へ
ご
登
叡
さ
れ
た
と

伝
わ
り
ま
す
。

そ
の
際
太
子
は
一
本
の
椿

の
枝
を
杖
と
し
て
お
使
い
に

な
り
、
登
叡
後
そ
の
杖
を
地

に
突
き
立
て
残
さ
れ
た
と
こ

ろ
、
杖
か
ら
根
が
生
え
大
木

に
育
っ
た
と
伝
わ
り
、「
椿

堂
」
の
堂
名
は
、
椿
の
大
木

の
傍
ら
に
堂
舎
を
建
立
し
た

こ
と
に
起
因
す
る
と
云
わ
れ

ま
す
。

椿
堂
は
比
叡
山
を
大
き
く

三
つ
の
地
域
に
分
け
た
一

つ
、
西
塔
地
域
の
南
谷
に
お

け
る
本
堂
と
い
う
歴
史
を
持

ち
、
現
在
の
建
物
は
焼
き
討

ち
後
の
元
禄
１７
年
（
１
７
０

に
延
暦
寺
が
創
建
さ
れ
る
遥

か
昔
か
ら
す
で
に
比
叡
山
は

「
神
山
」
と
し
て
畏
れ
敬
わ

４
）
に
再
建
さ
れ
今
に
至
り

ま
す
。
屋
根
を
支
え
る
組
物

の
肘
木
に
花
を
あ
し
ら
っ
た

「
花
肘
木
」
が
多
用
さ
れ
て

い
る
の
が
特
徴
の
美
し
い
建

物
で
、
平
成
２３
年
に
行
わ
れ

れ
て
き
た
こ
と
が
想
像
で
き

ま
す
。

た
調
査
で
は
、
礎
石
周
辺
か

ら
比
較
的
古
い
時
代
の
遺
構

の
存
在
が
明
ら
か
と
な
り
ま

し
た
。

ご
本
尊
に
は
千
手
観
音
像

を
奉
安
し
ま
す
が
、
こ
の
御

像
を
調
査
し
ま
し
た
と
こ
ろ

内
部
に
は
銅
で
鋳
造
さ
れ
た

７
世
紀
頃
と
思
わ
れ
る
「
菩

薩
半
跏
像
」
が
胎
内
仏
と
し

て
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

ま
た
、
越
前
国
一
宮
の
由

緒
を
持
つ
福
井
県
敦
賀
の
氣

比
神
宮
に
は
、霊
亀
元
年（
７

１
５
）
に
前
述
の
藤
原
武
智

麻
呂
が
「
比
叡
山
中
で
氣
比

神
か
ら
寺
院
の
建
立
を
願
わ

れ
た
」と
の
伝
承
が
の
こ
り
、

比
叡
山
は
神
が
宿
る
神
秘
の

霊
場
だ
っ
た
証
左
の
一
つ
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
度
の
胎
内
仏
の
公
開

に
よ
り
、
宗
祖
伝
教
大
師
に

よ
る
比
叡
山
開
創
以
前
の
悠

久
の
時
間
の
流
れ
と
歴
史
ロ

マ
ン
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
、
大
遠
忌
を
機
会
と
し
た

わ
か
り
ま
し
た
。
延
暦
寺
に

は
聖
徳
太
子
が
念
持
仏
と
し

た
「
如
意
輪
観
音
」
像
三
体

の
う
ち
、
三
寸
（
約
９
㎝
）

の
黄
金
二
臂
の
金
銅
仏
一
体

を
二
尺
一
寸
（
約
６３
㎝
）
の

木
造
千
手
観
音
像
に
納
め
比

叡
山
に
安
じ
た
と
の
言
い
伝

え
が
の
こ
っ
て
お
り
、『
叡

岳
要
記
』
に
も
椿
堂
の
本
尊

に
つ
い
て
「
如
意
輪
。
聖
徳

得
難
い
仏
縁
に
心
が
躍
り
ま

す
。椿

堂
は
現
在
で
も
「
四
種

三
昧
」
の
ひ
と
つ
「
常
坐
三

昧
」
が
修
さ
れ
る
特
別
な
道

太
子
御
本
尊
奉
納
腹
心
」
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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本
年
は
、
伝
教
大
師
一
千
二
百
年
大
遠
忌
に
加
え
、
聖
徳
太
子
の
千
四
百
年
御
遠
忌
を
迎
え
る
と

い
う
百
年
に
一
度
の
大
勝
縁
の
年
で
す
。
ま
た
、
国
宝
殿
開
館
三
〇
周
年
と
い
う
節
目
も
重
な
り
、

そ
れ
ら
を
機
縁
に
比
叡
山
延
暦
寺
で
は
、
去
る
９
月
３
日
か
ら
聖
徳
太
子
と
ご
縁
の
深
い
椿
堂
を
開

扉
し
、
御
本
尊
の
千
手
観
世
音
菩
薩
さ
ま
を
特
別
公
開
。
ま
た
９
月
２３
日
か
ら
は
、
国
宝
殿
へ
比
叡

山
に
由
来
す
る
名
宝
に
お
帰
り
頂
き
一
堂
に
公
開
す
る
、
特
別
展
「
比
叡
の
霊
宝
」
を
開
催
し
て
お

り
ま
す
。
そ
こ
で
本
号
で
は
、
椿
堂
と
「
比
叡
の
霊
宝
」
展
を
通
じ
、
開
創
前
夜
の
比
叡
山
と
、
伝

教
大
師
入
山
後
今
日
ま
で
重
ね
さ
ら
れ
た
圧
倒
的
な
歴
史
の
ロ
マ
ン
の
一
端
を
紹
介
し
ま
す
。

比叡山秋の特別行事比比叡叡山山秋秋のの特特別別行行事事
伝
教
大
師
一
千
二
百
年
大
遠
忌

聖
徳
太
子
一
四
〇
〇
年
御
遠
忌

比
叡
山
国
宝
殿
開
館
三
〇
周
年

三
つ
の
記
念
の
年
、得
難
き
勝
縁

椿
堂
特
別
御
開
扉
と「
比
叡
の
霊
宝
」展
を
開
催

国
宝

天
台
法
華
宗
年
分
縁
起

伝
教
大
師
筆

文
化
財
で
は
な
く「
霊
宝
」

「
見
る
で
は
無
く
拝
ん
で
欲
し
い
」

比
叡
山
延
暦
寺
に
伝
え
る
宗
祖
の
願
い

「
比
叡
の
霊
宝
」12
月
4
日（
日
）ま
で
開
催
中

比
叡
山
国
宝
殿
と
は

仏
縁
と
歴
史
ロ
マ
ン
の
椿
堂

聖
徳
太
子
と
椿
堂

伝
教
大
師
開
創
前
の
比
叡
史
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