
発 行 所
比 叡 山 時 報 社
jihoh@deluxe.ocn.ne.jp
大津市坂本本町４２２０
郵便番号 ５２０－０１１６
電話 ０７７－５７８－０００１
振替 ００９７０ －２－ ９７３２
宗教法人延暦寺事務所
定価 １部１１０円 年１２００円

延延暦暦寺寺広広報報
叡山講福聚教会
会 報

年度会費（３０００円）中
に会報（比叡山時報）
購読料を含む。

新
年
度
が
始
ま
っ
て
は
や
1
カ
月
。
新
し
い
生
活
を
迎
え
、

新
し
い
縁
、
満
開
の
桜
を
目
に
す
る
と
共
に
、
過
ご
し
や
す
い

季
節
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
山
麓
の
坂
本
で
は
「
湖
国
三
大
祭

り
」
の
一
つ
に
も
数
え
ら
れ
る
日
吉
大
社
の
「
山
王
祭
」
が
斎

行
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
と
な
っ
て
い
た
七
基
の
神
輿

に
よ
る
行
事
が
4
年
振
り
に
復
活
し
ま
し
た
。

お
お

山
王
祭
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
「
宵
宮
落
と
し
神
事
」
は
、
大

や
ま
く
い
の

か
み

か
も
た
ま
よ
り
ひ
め
の

か
み

山
咋
神
・
鴨
玉
依
姫
神
に
よ
る
結
婚
・
出
産
、
御
子
神
誕
生
の

儀
式
と
も
い
わ
れ
、
大
政
所
に
て
一
基
約
1
5
0
0
キ
ロ
と
か

か

よ
ち
ょ
う

な
り
の
重
量
級
の
重
さ
の
あ
る
神
輿
が
、
駕
輿
丁
と
呼
ば
れ
る

神
輿
の
担
ぎ
手
に
よ
り
1
時
間
以
上
も
揺
ら
さ
れ
て
、
神
が
出

産
さ
れ
る
際
の
陣
痛
の
苦
し
み
が
表
現
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、

神
輿
は
60
メ
ー
ト
ル
先
に
あ
る
日
吉
大
社
境
内
の
鼠
社
ま
で
の

到
着
が
競
い
合
わ
れ
、
そ
の
勇
壮
な
祭
り
の
様
子
は
見
る
も
の

に
往
時
の
神
輿
と
山
徒
の
都
入
り
を
想
起
さ
せ
ま
す
。

そ
し
て
4
月
14
日
の
例
祭
に
は
、
天
台
座
主
猊
下
以
下
の
僧

侶
が
比
叡
山
延
暦
寺
よ
り
西
本
宮
を
正
式
参
拝
し
ま
し
た
。

神
仏
の
相
関
関
係
は
明
治
の
初
め
頃
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

時
代
に
よ
り
変
化
し
て
き
ま
し
た
が
、
大
い
な
る
も
の
に
対
す

る
私
た
ち
の
畏
敬
の
念
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
4
月
か
ら
の
新
生
活
の
中
で
、
た
く
さ
ん
の
出
会
い
、

も
の
と
の
関
わ
り
を
得
て
、
周
囲
の
環
境
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変

化
を
見
せ
な
が
ら
5
月
を
迎
え
ま
す
。
新
入
生
、
新
社
会
人
は

そ
の
環
境
の
変
化
に
う
ま
く
対
応
で
き
ず
に
悩
み
苦
し
む
こ
と

が
よ
く
あ
り
、
そ
れ
故
そ
の
症
状
は
「
五
月
病
」
と
呼
ば
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
新
た
な
出
会
い
の
環
境
と
は
逆
に
、
忘
れ
て
し
ま
っ

た
り
失
っ
て
し
ま
う
環
境
も
出
て
き
ま
す
。
出
会
え
た
ご
縁
の

一
人
ひ
と
り
に
対
し
真
剣
に
接
し
て
い
か
な
い
と
、
気
付
い
た

時
に
「
後
悔
」
が
自
分
の
心
に
大
き
く
残
っ
て
し
ま
う
も
の
で

す
。
も
ち
ろ
ん
新
た
な
出
会
い
も
大
切
で
す
。
そ
の
上
で
ま
ず

は
後
悔
の
無
い
よ
う
に
自
分
の
家
族
・
親
友
・
身
の
回
り
の
人

を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。
焦
ら
ず
、
自
分
自
身
を
一
つ
ひ
と
つ

ゆ
っ
く
り
と
順
番
に
見
つ
め
直
し
て
い
け
ば
、
環
境
の
変
化
に

も
適
応
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

草花が満開に咲き誇る比叡の新緑のなか、威儀を正し法要に出仕する僧侶の列

新新年年度度をを迎迎ええてて一一カカ月月、、新新緑緑ののななかかでで思思うう

令
和
5
年
比
叡
山
か
ら

発
信
す
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言
葉

真
の
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叡
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天
台
宗
随
一
の
古
儀
、竪
者
の
真
剣
勝
負

問
答
形
式
の
議
論
を
通
じ
学
僧
を
養
成

五
年
一
会
（
当
年
か
ら
数
え
て
五
年
目
）
で
執
行
さ
れ
る
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
古
儀
を
伝
え
る
重

ほ
っ

け

だ
い

え

要
な
法
要
「
法
華
大
会
」
が
、
本
年
も
来
た
る
十
月
一
日
か
ら
六
日
間
、
六
夜
に
亘
っ
て
厳
修
さ
れ

る
。
そ
こ
で
今
号
は
、
今
秋
の
法
華
大
会
執
行
を
前
に
、
そ
の
概
要
と
、
主
な
法
儀
と
な
る
天
台
僧

こ
う
が
く
り
ゅ
う

ぎ

の
最
終
試
験
「
広
学
竪
義
」
に
つ
い
て
、
叡
山
学
院
（
大
津
市
坂
本
・
坂
本
廣
博
院
長
）
よ
り
興
味

あ
る
寄
稿
を
頂
い
た
の
で
紹
介
す
る
。
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法華十講では已講が講師を勤める

天皇使を御前に十証誠が見守るなか稚児論義が
始まる

局長・会行事・会役者より一人ひとりに記念品が手渡
される（二宮写真館提供）

広学竪義にて、緊張の面持ちで探題からの精義を受ける竪者

残
る
資
料
か
ら
竪
義
を
読
み
解
く

博
士
申
請
論
文
さ
な
が
ら
の
公
開
審
査

論
義
書『
阿
弥
陀
房
抄
』

竪
義
と
御
精（
お
し
ら
べ
）

次
の
五
十
年
へ
伝
統
を
紡
ぐ

最
高
峰
の『
法
華
経
』論
義

天
台
僧
の
最
終
試
験

法
華
大
会
と
は

本
年
は
法
華
大
会
広
学
竪

義
が
厳
修
さ
れ
る
年
に
あ
た

り
ま
す
が
、法
華
大
会
と
は
、

正
確
に
は
「
法
華
大
会
広
学

竪
義
」
と
い
い
ま
す
。
六
日

間
の
期
間
中
、
日
中
は
開
経

の
『
無
量
義
経
』、
結
経
の

『
観
普
賢
菩
薩
経
』及
び『
妙

法
蓮
華
経
（
法
華
経
）』
八

巻
の
内
容
に
つ
い
て
の
講
経

と
、
問
答
を
行
う
法
華
十
講

が
奉
修
さ
れ
、
午
後
か
ら
夜

半
に
か
け
て
僧
侶
の
学
問
を

試
験
す
る
広
学
竪
義
が
執
り

行
わ
れ
ま
す
。

法
華
十
講
は
、
宗
祖
伝
教

大
師
が
天
台
大
師
報
恩
の
た

め
、延
暦
十
七
年（
七
九
八
）

そ
の
命
日
で
あ
る
十
一
月

（
霜
月
）に
始
め
ら
れ
た「
霜

月
会
」を
発
祥
と
し
、そ
し
て

伝
教
大
師
入
寂
の
翌
年
、
弘

仁
十
四
年（
八
二
三
）六
月
、

第
一
世
天
台
座
主
義
真
に
よ

っ
て
始
め
ら
れ
た
「
六
月

会
」
を
合
わ
せ
た
も
の
と
伝

わ
り
ま
す
。
法
要
は
故
事
に

倣
い
、講
師
に
よ
る
講
経
と
、

問
者
が
講
師
に
『
法
華
経
』

の
教
え
を
乞
う
形
で
問
答
の

往
復
が
繰
り
返
さ
れ
る
「
論

義
法
要
」が
厳
修
さ
れ
ま
す
。

六
月
会
、
霜
月
会
を
併
せ

て
計
三
十
名
が
経
巻
毎
に
替

わ
る
「
問
者
」
に
対
し
、「
講

師
」
は
次
の
探
題
と
な
る
已

講
一
人
が
勤
め
る
こ
と
と
な

っ
て
お
り
、
已
講
職
に
あ
る

も
の
が
重
要
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
か
ら
、
法
華
大
会
は

別
称
を
「
已
講
祭
り
」
と
も

法
華
大
会
の
期
間
中
は
、

平
安
絵
巻
を
彷
彿
と
さ
せ
る

よ
う
な
衣
装
を
ま
と
っ
た

人
々
が
行
列
を
組
み
、
境
内

を
進
み
ま
す
。
殿
上
輿
に
揺

ら
れ
な
が
ら
大
講
堂
へ
向
か

う
高
僧
の
方
々
の
お
顔
は
、

晴
れ
や
か
な
中
に
も
緊
張
感

が
漂
い
、
こ
の
法
要
の
重
大

さ
を
静
か
に
物
語
っ
て
い
る

と
い
え
ま
し
ょ
う
。さ
ら
に
、

中
日
に
は
天
皇
使
を
お
迎
え

し
、煌
び
や
か
な「
大
行
道
」

や
「
三
方
の
出
会
い
」、
天

皇
使
に
よ
る「
宝
物
被
覧
」、

童
僧
に
よ
る
「
稚
児
番
論

義
」
な
ど
様
々
な
行
事
が
繰

り
広
げ
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
午
後
に
は
「
夜

儀
」
と
呼
ば
れ
る
試
験
を
行

い
ま
す
。
口
頭
試
問
の
形
で

行
わ
れ
る
こ
の
試
験
が
「
広

呼
ば
れ
ま
す
。
本
年
は
延
暦

寺
一
山
弘
法
寺
住
職
清
原
惠

光
已
講
大
僧
正
が
そ
の
重
責

を
六
日
間
に
わ
た
り
勤
仕
さ

れ
ま
す
。

学
竪
義
」
で
あ
り
、
第
十
八

世
天
台
座
主
良
源
の
尽
力
に

よ
っ
て
勅
許
を
得
た
康
保
三

（
九
六
六
）
年
以
来
、
綿
々

と
伝
え
ら
れ
て
き
た
天
台
僧

の
最
終
試
験
な
の
で
す
。
当

時
の
竪
義
は
、
天
台
僧
が
諸

国
の
講
読
師
と
い
っ
た
僧
職

に
就
く
際
の
資
格
試
験
と
い

う
性
格
を
も
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
由
緒
正
し
い
竪
義

に
挑
む
受
験
生
は
「
竪
者
」

と
称
さ
れ
、
合
格
し
た
暁
に

は
そ
の
証
で
あ
る
「
縹
（
は

な
だ
）
帽
子
」
を
着
け
る
こ

と
が
許
さ
れ
ま
す
。

現
在
広
学
竪
義
は
、
天
台

宗
に
お
け
る
経
歴
行
階
の
一

つ
と
し
て
全
て
の
僧
侶
に
そ

の
門
戸
を
開
い
て
い
ま
す

が
、
今
を
遡
る
こ
と
八
百
年

前
の
鎌
倉
時
代
に
は
本
当
に

狭
き
門
と
な
る
試
験
で
し

た
。
竪
義
の
合
否
が
、
国
家

的
な
学
僧
昇
進
ル
ー
ト
に
深

く
関
わ
っ
て
い
た
た
め
、
全

国
の
学
問
寺
院
（
談
義
所
）

に
お
い
て
は
合
格
を
目
指
し

た
受
験
勉
強
が
盛
ん
に
行
わ

れ
、
そ
の
結
果
比
叡
山
に
多

く
の
学
僧
が
集
ま
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
後
に
各
宗
派

の
御
祖
師
と
仰
が
れ
る
法
然

上
人
・
親
鸞
聖
人
・
栄
西
禅

師
・
道
元
禅
師
・
日
蓮
聖
人

が
、
比
叡
山
で
修
学
な
さ
れ

た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な

教
学
研
鑽
の
隆
盛
が
存
在
し

て
い
た
の
で
す
。

実
際
の
試
験
で
は
一
人
の

竪
者
に
対
し
て
、
五
人
の
質

問
者（
問
者
）が
立
ち
ま
す
。

一
問（
宗
大
事
）・
二
問（
経

論
証
拠
）
・
三
問
（
本
文
料

簡
）
・
四
問
（
当
文
料
簡
）

・
五
問
（
宗
大
事
）
五
つ
の

視
点
か
ら
口
頭
試
問
が
な
さ

れ
、
質
疑
応
答
の
出
来
に
応

じ
て
出
題
者
で
あ
る
探
題
が

合
否
判
定
を
下
し
ま
す
。
天

台
教
学
に
お
け
る
最
高
の
指

導
者
・
権
威
者
で
あ
る
探
題

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
当

時
の
宗
教
界
で
重
要
な
意
味

を
持
ち
ま
し
た
。

そ
の
厳
し
さ
を
物
語
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
貞
永
元

年
（
一
二
三
二
）
の
竪
義
に

お
い
て
、
う
ま
く
応
答
で
き

な
か
っ
た
竪
者
が
一
問
目
を

終
わ
っ
た
だ
け
で
、
突
然
、

高
座
を
お
り
て
逐
電
す
る
と

い
う
事
件
が
あ
っ
た
と
『
天

台
座
主
記
』
に
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

鎌
倉
時
代
の
初
期
は
、
青

蓮
院
門
跡
第
三
代
門
主
慈
円

に
よ
る
勧
学
講
や
梶
井
門
跡

（
現
、
三
千
院
門
跡
）
に
よ

る
礼
拝
講
と
い
っ
た
論
義
法

要
が
新
し
く
創
設
さ
れ
、
延

暦
寺
に
お
い
て
教
学
振
興
の

風
が
強
烈
に
吹
い
て
い
た
時

期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
も

そ
も
論
義
と
は
、
問
答
形
式

の
議
論
を
通
し
て
教
義
の
理

解
を
深
め
る
法
要
を
指
し
ま

す
の
で
、
学
僧
を
養
成
す
る

場
と
し
て
平
安
時
代
・
鎌
倉

時
代
を
通
し
て
宗
派
を
問
わ

ず
全
国
的
に
発
展
し
ま
し

た
。
つ
ま
り
、
天
台
宗
の
根

本
経
典
で
あ
る
『
法
華
経
』

を
題
材
と
す
る
問
答
と
試
験

の
中
で
、
最
高
峰
に
位
置
す

る
の
が
法
華
大
会
広
学
竪
義

な
の
で
す
。

さ
て
、
平
安
時
代
末
期
か

ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
教
学
の

盛
り
上
が
り
を
象
徴
す
る
よ

う
な
人
物
、宝
地
房
証
真（
一

一
三
一
頃
〜
一
二
二
〇
頃
）

が
比
叡
山
に
登
場
し
ま
す
。

証
真
は
延
暦
寺
総
学
頭
に
任

命
さ
れ
た
と
さ
れ
、「
天
台

三
大
部
（『
法
華
文
句
』『
法

華
玄
義
』『
摩
訶
止
観
』）」

に
対
す
る
注
釈
書
で
あ
る

上
の
写
真
は
、
正
応
元
年

（
一
二
八
八
）
の
六
月
会
奉

修
時
に
開
催
を
予
定
し
て
い

た
竪
義
に
て
、
探
題
の
宗
厳

（
証
真
の
孫
弟
子
）
が
、
受

験
生
へ
出
題
し
た
「
法
身
八

相
」
と
い
う
問
題
の
原
稿
で

す
。
こ
の
出
題
は
、
証
真
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
問
題
と
考
え
ら

れ
、
現
在
の
論
義
書
に
は
継

承
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
内
容

は
い
か
に
も
証
真
ら
し
い
厳

密
な
定
義
を
随
所
に
垣
間
見

せ
、
そ
の
た
め
か
証
真
の
主

張
は
後
世
の
学
僧
に
受
け
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も

あ
る
よ
う
で
す
。
興
味
深
い

の
は
、
こ
の
原
稿
が
未
完
成

の
ま
ま
収
録
さ
れ
て
い
る
点

で
す
。

『
三
大
部
私
記
』
を
作
っ
た

日
本
天
台
を
代
表
す
る
大
学

匠
で
す
。「
中
古
の
哲
匠
」

と
称
さ
れ
た
証
真
は
、
山
内

で
教
学
研
鑽
に
没
頭
す
る
余

り
、
日
夜
京
で
繰
り
広
げ
ら

れ
た
源
平
合
戦
を
知
ら
な
か

っ
た
と
い
う
有
名
な
逸
話
を

遺
し
ま
す
。
現
在
証
真
に
関

ま
い
き
ょ

い
と
ま

す
る
研
究
は
枚
挙
に
遑
が
な

い
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら

そ
の
後
継
学
派
に
つ
い
て
は

ま
だ
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
証
真
の
孫
弟

子
が
編
纂
し
た
『
阿
弥
陀
房

抄
』
と
い
う
論
義
書
を
取
り

上
げ
、
そ
の
中
に
収
録
さ
れ

て
い
る
竪
義
の
原
稿
か
ら
そ

の
碩
学
の
一
端
を
ご
紹
介
い

た
し
ま
す
。

当
時
の
竪
義
の
執
行
に
は

「
天
台
座
主
の
出
席
が
必
要

不
可
欠
」
で
あ
り
、「
座
主

が
代
わ
っ
て
も
御
拝
堂
が
終

わ
ら
な
い
間
に
、
法
華
大
会

の
時
期
が
来
た
場
合
は
、
竪

義
を
開
催
し
な
い
」
と
い
う

決
ま
り
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
現
在
と
違
い
、
時
の
政

治
状
況
な
ど
に
左
右
さ
れ
、

か
な
り
頻
繁
に
天
台
座
主
が

交
替
し
た
た
め
起
こ
り
得
た

状
況
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

竪
義
の
一
カ
月
前
に
定
め
た

試
験
問
題
の
草
稿
が
、
未
使

用
の
ま
ま
の
状
態
で
残
っ
て

し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で

す
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点

は
、
こ
の
原
稿
に
は
探
題
の

「
御
精
」
が
四
通
り
以
上
も

収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。「

御
精
」
と
は
、
天
台
教

学
の
最
高
権
威
者
で
あ
る
探

題
が
こ
の
口
頭
試
問
に
関
し

て
ご
自
身
の
見
識
を
披
露
さ

れ
る
部
分
を
指
し
ま
す
。
し

た
が
っ
て
こ
の
「
法
身
八

相
」
は
、
本
来
な
ら
ば
竪
義

に
お
い
て
質
問
者
と
受
験
生

が
行
う
質
疑
応
答
の
進
み
具

合
に
従
っ
て
「
御
精
」
の
中

か
ら
適
し
た
も
の
を
選
ぶ
つ

も
り
で
事
前
に
準
備
さ
れ
た

も
の
思
わ
れ
ま
す
。し
か
し
、

竪
義
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た

た
め
に
、
取
捨
選
択
さ
れ
る

こ
と
な
く
草
稿
の
全
て
が
そ

の
ま
ま
収
録
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
時
代
を
経
て
貴
重
な

資
料
と
し
て
残
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
他
に
も
こ

の
「
法
身
八
相
」
に
は
、
参

考
と
な
る
経
文
・
論
疏
が
備

忘
録
と
し
て
膨
大
に
書
き
残

さ
れ
て
お
り
、
真
剣
勝
負
で

あ
る
口
頭
試
問
へ
臨
む
探
題

と
し
て
の
意
気
込
み
を
し
っ
か
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

こ
れ
を
現
代
に
言
い
換
え

れ
ば
、
ま
さ
し
く
博
士
申
請

論
文
に
対
す
る
公
開
審
査
さ

な
が
ら
の
臨
場
感
だ
っ
た
と

言
え
る
も
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
日
本
仏
教

の
母
山
」
と
し
て
か
つ
て
延

暦
寺
が
放
っ
て
い
た
巨
大
な

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
影
響
力
の

根
底
に
は
、
名
も
無
き
先
徳

の
方
々
に
よ
る
法
華
大
会
等

を
通
じ
て
精
進
さ
れ
た
歴

史
、
そ
う
し
て
培
わ
れ
た
文

化
的
パ
ワ
ー
が
色
濃
く
流
れ

て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

宗
祖
伝
教
大
師
一
千
二
百

年
大
遠
忌
を
含
む
祖
師
先
徳

鑽
仰
大
法
会
の
結
願
を
経

て
、
次
の
五
十
年
を
歩
も
う

と
す
る
我
々
天
台
宗
徒
に
と

っ
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

真
摯
な
態
度
が
そ
こ
に
受
け

継
が
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
て
な
り
ま
せ
ん
。

本
年
執
行
さ
れ
る
法
華
大

会
の
伝
統
を
通
じ
、改
め
て
、

祖
師
先
徳
方
が
お
遺
し
に
な

ら
れ
た
み
教
え
を
し
っ
か
り

と
次
世
代
に
繫
い
で
い
く
必

要
が
あ
る
こ
と
を
心
に
刻
み

た
い
と
思
い
ま
し
た
。
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『阿抄十五 三周義私 法身八相記事』円覚蔵 叡山文庫所蔵 本文中には正応元年（一二八八）五月
三日の日付と「立者聖算 題者予（宗厳）」と入る

勢いよく竪者口から堂内へ飛び込んだ竪者（右）は、暗闇の堂内を威儀師に
案内され八講壇へと登壇する

中日に執り行われる天皇使（中央）、新探題（右）、已講（左）
が大講堂前で出会う「三方の出会い」

天台座主猊下より遂業証が親授される（二宮写真館
提供）

絢爛豪華な大行道の様子


	比叡山050801
	比叡山050804・05

