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コロナ禍以前の令和元年、生源寺境内は夏祭りの奉納盆踊りで賑わった。本年の開催に胸が高鳴る

令
和
5
年
比
叡
山
か
ら

発
信
す
る
言
葉

真
の
心
を
開
き
発
こ
す

比
叡
山
１
面
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こ
れ
は
お
大
師
さ
ま
の
最
期
の
お
言
葉
（
ご

ゆ
い
か
い

遺
誡
）
の
一
節
で
す
。
全
文
は
「
我
れ
生
ま

そ

ご
ん

れ
て
よ
り
以
来
（
こ
の
か
た
）、
口
に
麁
言

ち

ば
つ

な
く
手
に
笞
罰
せ
ず
。
今
我
が
同
法
、
童
子

を
打
た
ず
ん
ば
我
が
為
に
大
恩
な
り
。
努
力

め
よ
、
努
力
め
よ
」
と
い
う
も
の
で
す
。
お

大
師
さ
ま
は
弟
子
達
に
後
進
の
育
成
指
導
に

あ
た
り
く
れ
ぐ
れ
も
暴
言
暴
力
が
な
い
よ
う

に
念
を
押
し
、
幼
い
童
子
・
弟
子
た
ち
、
子

供
の
育
成
に
慈
悲
の
心
を
も
っ
て
臨
む
大
切

さ
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

今
の
世
の
中
、
子
が
親
を
殺
し
、
親
が
子

を
殺
す
と
い
っ
た
恐
ろ
し
い
事
件
が
連
日
ニ

ュ
ー
ス
と
し
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
ま

す
。
た
と
え
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
事
情
で
あ

っ
た
と
し
て
も
決
し
て
容
認
で
き
る
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
自
身
が
存
在
し
て

い
る
の
は
両
親
そ
し
て
ご
先
祖
の
お
か
げ
で

あ
る
こ
と
を
今
一
度
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。

そ
し
て
そ
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
も
感
謝

の
心
を
も
っ
て
日
々
の
生
活
を
後
悔
な
い
よ

う
に
過
ご
し
、
世
の
中
を
明
る
く
照
ら
し
て

い
く
事
が
私
た
ち
の
つ
と
め
で
あ
り
、
お
大

師
さ
ま
の
ご
意
思
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

お
大
師
さ
ま
の
御
誕
生
会
を
迎
え
る
に
あ

ひ
ろ

の

た
り
、
お
大
師
さ
ま
が
幼
い
頃
ま
だ
広
野
さ

ま
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
の
大
師
幼
形
像
の
前

で
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成

長
を
願
い
合
掌
す
る
皆
様
、
お
子
様
た
ち
の

姿
を
楽
し
み
に
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

残
暑
厳
し
き
折
、
皆
様
御
身
大
切
に
お
過

ご
し
下
さ
い
ま
せ
。

つ

と

感感
謝謝
のの
心心
をを
持持
ちち「「
努努
力力
めめ
よよ
努努
力力
めめ
よよ
」」

残
暑
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

比
叡
山
麓
坂
本
の
生
源
寺
で
も
伝
教
大
師

最
澄
さ
ま
の
ご
誕
生
日
の
八
月
十
八
日
と
、

お

た
ん
じ
ょ
う

そ
の
前
日
の
十
七
日
に
「
伝
教
大
師
御
誕
生

え会
」
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
三
年
は
規

模
を
縮
小
し
法
要
の
み
を
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、
本
年
は
コ
ロ
ナ
前
の
よ
う
に
「
法
要
」

と
「
坂
本
ふ
れ
あ
い
夏
祭
り
」
を
併
せ
て
行

い
ま
す
。
大
勢
の
方
々
に
お
集
ま
り
い
た
だ

き
、
大
き
な
声
で
歌
や
踊
り
を
楽
し
み
、
お

大
師
さ
ま
の
ご
誕
生
を
お
祝
い
頂
け
る
よ
う

準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

法
要
は
、
お
盆
の
時
季
ら
し
く
回
向
法
要

を
は
じ
め
、
音
楽
法
要
、
御
詠
歌
奉
詠
舞
、

祈
願
法
要
な
ど
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。ま
た
、

お
大
師
さ
ま
が
ご
誕
生
さ
れ
た
生
源
寺
だ
け

で
は
な
く
、
坂
本
各
地
に
残
る
お
大
師
さ
ま

ゆ
い
せ
き

と
ご
両
親
の
遺
跡
に
お
い
て
も
報
恩
の
法
要

が
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
十
八
日
の
夕
刻
に

は
、
お
大
師
さ
ま
の
ご
誕
生
を
祝
う
江
州
音

頭
に
あ
わ
せ
、
盆
踊
り
が
浴
衣
姿
の
子
ど
も

た
ち
や
地
元
の
方
々
に
よ
り
奉
納
さ
れ
ま
す
。

盆
踊
り
の
起
源
は
、
平
安
時
代
中
頃
に
空

也
上
人
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
踊
り
念
仏
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
死
者
を
供
養
す
る

う

ら

ぼ
ん

え

盂
蘭
盆
会
の
行
事
と
結
び
つ
き
、
精
霊
が
こ

の
世
に
戻
る
お
盆
に
ご
先
祖
の
霊
を
お
迎
え

し
供
養
す
る
儀
式
と
な
り
、
時
代
が
下
る
に

つ
れ
て
宗
教
色
を
薄
め
、
今
の
盆
踊
り
の
形

に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。つ

と

生
源
寺
の
山
門
の
前
に
は
「
努
力
め
よ

努
力
め
よ
」と
記
さ
れ
た
看
板
が
あ
り
ま
す
。
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回
峰
行
の
創
始
者
「
相
応
和
尚
」
が
不
動
明
王
を
感
得
さ
れ
た
故
事
に
因
み
、
全
国
よ
り
北
嶺
回
峰
行
者

が
比
叡
山
か
ら
大
津
市
葛
川
坊
村
町
の
葛
川
寺
息
障
明
王
院
に
参
籠
す
る
「
葛
川
参
籠
（
夏
安
居
）」
が
、

本
年
も
７
月
１６
日
か
ら
２０
日
ま
で
５
日
間
を
か
け
奉
修
さ
れ
た
。
今
特
集
で
は
、
無
動
寺
明
王
堂
か
ら
明
王

院
ま
で
の
約
３０
㎞
に
わ
た
る
道
の
り
の
行
道
や
、
コ
ロ
ナ
禍
後
初
め
て
地
域
の
人
々
と
復
興
さ
れ
た
「
太
鼓

廻
し
」、
ま
た
行
を
終
え
比
叡
山
ま
で
の
帰
路
の
様
子
を
報
告
す
る
。
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参
籠
中
の
７
月
１８
日
に
は

明
王
院
本
堂
外
陣
に
て
、
葛

川
夏
祭
り
の
一
環
と
な
る

「
太
鼓
廻
し
」
が
、
地
元
の

「
葛
川
民
芸
保
存
会
」
の
メ

ン
バ
ー
と
行
者
一
体
の
も
と

執
り
行
わ
れ
た
。

午
後
９
時
す
ぎ
、
保
存
会

の
メ
ン
バ
ー
が
入
堂
し
て
円

陣
を
作
り
壁
と
な
り
、
サ
サ

ラ
と
呼
ば
れ
る
竹
棒
を
揺
ら

し
て
「
ザ
ー
ッ
」
と
音
を
立

て
川
の
流
れ
を
表
現
す
る
な

か
、
直
径
約
８０
㎝
に
も
な
る

大
太
鼓
が
外
陣
に
て
勇
壮
に

引
き
廻
さ
れ
た
。

暗
闇
の
な
か
、
相
応
和
尚

が
滝
壺
へ
と
飛
び
込
ん
だ
故

事
を
模
し
、
行
者
が
大
太
鼓

の
上
か
ら
次
々
と
「
南
無
大

聖
不
動
明
王
」
と
叫
び
な
が

ら
飛
び
降
り
る
。地
元
で
は
、

太
鼓
か
ら
の
飛
び
降
り
た
結

果
で
そ
の
年
の
作
柄
が
占
わ

れ
る
と
伝
わ
り
、
堂
内
は
地

域
の
人
々
と
観
光
客
の
歓
声

で
沸
い
た
。

ま
た
翌
１９
日
に
は
、
そ
の

故
事
の
元
と
な
っ
た
比
良
山

系
を
流
れ
る
三
ノ
滝
に
て
滝

行
が
奉
修
さ
れ
た
。

最
終
日
と
な
る
２０
日
に
は

朝
の
勤
行
を
終
え
、
午
前
９
時
に
明
王
院
を
出
発
し
た
。

一
行
は
往
路
の
行
程
を
逆

行
し
て
花
折
峠
を
越
え
、
正

午
過
ぎ
に
勝
華
寺
へ
と
到
着

し
、
そ
こ
か
ら
京
都
へ
と
向

か
う
旧
若
狭
（
鯖
）
街
道
へ

と
進
路
を
変
え
た
。

大
原
を
越
え
て
午
後
４
時

に
比
叡
山
へ
の
登
山
口
と
な

る
黒
谷
道
に
到
着
し
た
一
行

は
、
し
ば
ら
く
休
憩
を
取
り

身
な
り
を
整
え
た
あ
と
最
後

の
力
を
振
り
絞
り
、
急
峻
な

は

せ

だ

長
谷
出
し
（
走
出
）
の
坂
道

を
駆
け
登
っ
て
行
っ
た
。

参
籠
入
寺
中
の
７
月
１７

日
に
は
、
幕
末
の
千
日
回

峰
行
者
大
行
満
願
海
阿
闍

梨
（
１
８
２
３
〜
１
８
７

３
）
の
御
生
誕
２
０
０
年

を
慶
讃
す
る
法
要
が
盛
儀

に
厳
修
さ
れ
、
仏
頂
尊
勝

供
な
ら
び
に
先
亡
回
向
の

修
法
を
も
っ
て
願
海
阿
闍

梨
に
感
謝
の
誠
が
捧
げ
ら

れ
た
。

願
海
阿
闍
梨
は
、
幕
末

の
動
乱
期
に
上
野
寛
永
寺

養
寿
院
か
ら
比
叡
山
常
楽

院
に
登
叡
し
、
そ
の
行
状

は
勤
王
僧
と
し
て
も
梵
学

の
大
成
者
と
し
て
も
知
ら

れ
、
解
行
双
修
を
生
涯
つ

ら
ぬ
い
た
。嘉
永
６
年（
１

８
５
３
）
孝
明
天
皇
の
御

代
に
土
足
参
内
を
果
た

し
、
孝
明
天
皇
や
明
治
天

皇
の
安
穏
長
久
を
祈
祷
、

そ
の
後
、
紀
州
粉
河
寺
の

貫
主
と
な
っ
た
。

『
明
験
録
』
や
、
多
く

の
詩
を
著
し
、
慶
応
３
年

（
１
８
６
７
）
明
王
院
へ

入
り
、
明
治
６
年
（
１
８

７
３
）、
５０
歳
で
遷
化
さ

れ
、
本
年
で
１
５
０
年
を

迎
え
る
。
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願海阿闍梨

梅
雨
明
け
か
ら
夏
本
番
を

迎
え
る
７
月
１６
日
と
聞
け

ば
、
毎
年
全
国
か
ら
約
３０
万

も
の
人
々
が
京
都
に
訪
れ
る

祇
園
祭
の
「
宵
山
」
を
思
い

浮
か
べ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し

か
し
京
都
か
ら
比
叡
山
を
隔

て
た
東
側
、
大
津
市
坂
本
か

ら
葛
川
地
区
に
か
け
て
の
地

域
の
人
々
に
と
っ
て
、
毎
年

１６
日
と
い
え
ば
北
嶺
回
峰
行

者
の
葛
川
参
籠
の
始
ま
り
を

意
味
す
る
。

参
籠
が
奉
修
さ
れ
る
葛
川

寺
息
障
明
王
院
（
中
島
隆
乗

常
住
）
は
、
そ
の
創
建
を
北

嶺
千
日
回
峰
行
の
創
始
者
で

あ
る
相
応
和
尚
（
８
３
１
〜

９
１
８
年
）
が
、
生
身
の
不

動
明
王
を
感
得
（
生
き
な
が

ら
に
し
て
不
動
明
王
を
感
じ

一
体
と
な
る
こ
と
）
せ
ん
と

荒
行
を
重
ね
、
葛
川
へ
と
た

ど
り
着
い
た
こ
と
に
起
因
す

る
。和

尚
は
そ
の
地
で
出
会
っ

た
地
主
神
「
思
古
淵
神
」
の

託
宣
を
得
て
、
そ
の
眷
属
で

あ
る
葛
野
常
喜（
浄
鬼
）・
常

満
（
浄
満
）
と
名
乗
る
二
人

の
童
子
に
導
か
れ
て
山
の
奥

地
へ
と
分
け
入
り
、
断
食
で

の
閉
眼
合
掌
の
末
つ
い
に
霊

瀑
「
三
ノ
滝
」
に
火
焔
を
帯

び
た
不
動
明
王
を
感
得
さ
れ

た
。
思
わ
ず
滝
壺
へ
と
投
身

さ
れ
た
和
尚
は
明
王
の
御
体

に
し
が
み
つ
き
、
滝
か
ら
引

き
上
げ
て
み
る
と
御
体
は
桂

の
霊
木
へ
と
変
わ
っ
て
お

り
、
和
尚
は
そ
の
霊
木
に
不

動
明
王
を
刻
み
奉
安
さ
れ
、

明
王
院
を
興
し
た
と
伝
わ

る
。約

１
１
０
０
年
も
の
間
、

祇
園
祭
り
と
ほ
ぼ
同
時
期
か

ら
始
ま
っ
た
と
伝
わ
る
こ
の

参
籠
に
は
、
全
国
よ
り
北
嶺

回
峰
行
者
が
集
い
、
比
叡
山

中
の
拠
点
で
あ
る
無
動
寺
明

王
堂
か
ら
大
津
市
坊
村
町
の

明
王
院
ま
で
、
約
３０
キ
ロ
に

わ
た
る
道
の
り
を
行
道
す

る
。
道
中
で
は
人
々
に
お
加

持
を
与
え
な
が
ら
進
み
、
入

寺
後
は
相
応
和
尚
の
如
く
不

動
明
王
を
感
得
せ
ん
と
、
供

花
行
・
蓮
華
会
等
の
法
要
を

始
め
、
勤
行
三
昧
奉
修
の
５

日
間
を
過
ご
す
。

午
前
３
時
に
無
動
寺
明
王

堂
を
出
発
し
た
行
者
一
行

は
、
午
前
４
時
、
山
麓
坂
本

の
無
動
寺
総
里
坊
金
蔵
院
に

到
着
後
、
そ
こ
で
身
支
度
を

整
え
る
。
う
っ
す
ら
と
夜
が

明
け
始
め
た
門
前
に
は
、
お

見
送
り
と
お
加
持
を
受
け
る

た
め
、
地
域
の
人
々
が
集
ま

る
。
午
前
５
時
、
白
一
色
の

浄
衣
に
身
を
包
ん
だ
行
者

は
、
待
ち
受
け
る
人
々
に
お

加
持
を
与
え
た
後
、
生
源
寺

門
前
に
て
決
意
の
表
情
で
比

叡
山
を
遙
拝
、
坂
本
の
街
を

出
発
し
た
。

焼
け
つ
く
よ
う
な
陽
差

し
、
気
温
が
３５
度
に
も
な
る

な
か
、
坂
本
〜
雄
琴
〜
堅
田

〜
伊
香
立
の
旧
道
を
行
道
す

る
行
者
、
途
中
い
た
る
と
こ

ろ
で
人
々
に
お
加
持
を
与
え

な
が
ら
進
み
、
大
津
市
途
中

の
勝
華
寺
へ
と
到
着
。
そ
こ

で
休
憩
後
コ
ロ
ナ
抗
原
検
査

を
受
け
、
夏
安
居
往
路
の
山

場
で
あ
る「
花
折
峠
越
え
」へ

向
け
て
列
を
整
え
る
。

こ
こ
か
ら
花
折
峠
ま
で

は
、
勝
華
寺
の
管
理
を
代
々

任
さ
れ
て
い
る
宮
垣
善
兵
衛

氏
が
案
内
に
当
た
る
。
宮
垣

氏
と
、
行
者
の
杖
の
先
に
は

し
き
み

手
折
ら
れ
た
樒
が
添
え
ら

れ
、
こ
の
姿
が
「
花
折
峠
」

の
由
来
と
も
な
っ
て
い
る
。

勝
華
寺
前
に
低
頭
し
て
座

す
る
人
々
に
お
加
持
を
与
え

な
が
ら
、
正
午
に
一
行
は
出

発
、
国
道
で
は
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
の
照
り
返
し
を
受
け
な
が

ら
歩
み
を
進
め
、花
折
峠
頂
上

に
到
達
、行
者
は
比
叡
山
を
拝

し
、
そ
の
後
案
内
役
は
、
前

出
の
葛
野
常
喜
・
常
満
の
子

孫
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
る
。

一
行
は
そ
の
後
安
曇
川
沿

い
を
行
道
し
、
午
後
３
時
半

に
明
王
院
に
無
事
到
着
し

た
。
し
か
し
修
行
は
始
ま
っ

た
ば
か
り
、
行
者
は
こ
れ
か

ら
５
日
間
に
わ
た
り
、
明
王
院
境
内
に
て
荒
行
に
勤
し
む

こ
と
と
な
る
。

相
応
和
尚
と
葛
川
参
籠

陽
射
し
の
な
か
を
進
む

勇
壮
な「
太
鼓
廻
し
」を
奉
修

行
を
終
え
比
叡
へ
と
帰
山

勤
王
僧
願
海
阿
闍
梨

御
生
誕
2
0
0
年
慶
讃
法
要

参
籠
入
寺
中
に
厳
修
さ
れ
る

気温高まるなか花折峠越えへと向かう

独特の「葛川節」で経文を読誦する奉納された参籠札

太鼓の上から飛び降りる行者

相
応
和
尚
の
故
事
を
今
に
伝
え
る
三
ノ
滝
の
瀑
布

肉
体
の
限
界
を
超
え
精
神
力
で
駆
け
上
る

生源寺から比叡山を仰ぎ見る

都市開発のため残り少なくなった旧道を行く本列から離れ旧道跡を駆ける新行者

無事に坊村へと到着 伝統を紡ぐ喜びで表情も和らぐ
入寺を決意し橋上から手を
合わせる 花折峠頂上から比叡山を拝する

道中でお加持を与えながら進む

見送りに集まった人々へお加持を与える
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ロ
ナ
禍
収
束
を
得
て
葛
川
参
籠
を
完
全
再
興

回
峰
行
者
が
勤
行
三
昧
の
5
日
間
を
過
ご
す
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