
永
観
律
師
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
、
二
〇
〇
年
あ
ま

り
。
禅
林
寺
は
真
言
密
教
の
寺
と
し
て
始
ま
り
ま
し

た
。
八
六
三
年
、
弘
法
人
師
の
高
弟

・
真
紹
僧
都
が
、

清
和
天
皇
か
ら
寺
院
建
立
の
許
可
を
も
ら
い
、
禅
林

寺
と
い
う
名
を
賜
わ
っ
た
の
で
す
。

禅
林
寺
が
大
き
く
発
展
し
た
の
は
、
永
観
律
師
の

時
代
で
す
。
律
師
は
、
境
内
に
施
療
院
を
建
て
る
な

ど
、
恵
ま
れ
な
い
人
々
の
た
め
に
奔
走
。
永
観
律
師

を
慕
う
人
々
に
よ
っ
て
、
禅
林
寺
は
い
つ
し
か
、
永

観
堂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

鎌
倉
時
代
に
住
職
と
な
っ
た
静
遍
僧
都
は
、
高
名

な
真
言
宗
の
僧
侶
で
し
た
。
お
念
佛
を
と
な
え
る
だ

け
で
救
わ
れ
る
と
い
う
教
え
に
反
発
を
お
ぼ
え
、
自

分
の
ほ
う
が
正
し
い
と
証
明
し
よ
う
と
、
法
然
上
人

の
著
書
を
開
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
く
ら
読
ん

で
も

「間
違
っ
て
い
る
の
は
自
分
で
は
」
と
思
わ
せ

ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
つ
い
に
、
静
遍
は
お

念
佛
の
教
え
に
深
く
帰
依
し
ま
す
。
そ
し
て
法
然
上

人
の
ま
な
弟
子

・
証
空
上
人
を
次
の
住
職
と
し
て
招

き
ま
し
た
。

証
空
上
人
は
、
す
べ
て
を
阿
弥
陀
佛
に
ま
か
せ
き

っ
て
と
な
え
る
お
念
佛
の
大
切
さ
を
説
き
、
「白
木

の
念
佛
」
と
名
づ
け
て
、
人
々
に
勧
め
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
私
た
ち
の
よ
う
な
者
で
も

一

人
残
ら
ず
救
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
へ
の
悦
び
の
念
佛

と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
の
ち
に
、
禅
林
寺
は
、

法
然
上
人
を
宗
祖
に
、
証
空
上
人
を
派
祖
に
い
た
だ

く
、
浄
上
宗
西
山
禅
林
寺
派
の
総
本
山
と
な
り
ま
し

た
。永

観
堂

禅
林
寺
は
、
は
る
か
平
安
の
昔
か
ら
、
称

名
念
佛
の
根
本
道
場
と
し
て
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
悲

の
こ
こ
ろ
を
護
り
伝
え
て
い
ま
す
。

多T塔   臥 IP7 1,牌 堂
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舎」R「 京都」駅 か ら

市バス5系統

賄 禅寺・永観堂道J

下車、徒歩3分

寺」R「 京都」駅 か ら

市バス1∞系統で「東

天王町」下車、徒歩

8分

●地下鉄東西線「蹴上」

駅下車、徒歩15分

春京阪「三条」駅から市

バス5系統で

「南禅寺 永観堂道」

下車、徒歩3分

導京阪「神宮丸太町J駅

から市バス204系統

/93系統で「東天王

町J下 車、徒歩 8分

東
大
路
通
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五 層

町
通
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丸大町通

『永畿堂ものがた り』

禅林寺の歴史とお念佛の教えを、難 しい佛

教用語を使 うことなく、平易に説明 してい

ます。

禅林寺に関わるちょっとしたエビソー ドや、

佛教や浄土教の知識を拾い読みできるよう、
レイアウ トに工夫を凝 らしました。

見どころを多角的に紹介 して、境内の散策に

便利。建物や佛像 宝物など、カラー写真で、

楽しめます。

境内の「声店Jて お求めくださ|ヽ .

銀閣寺

瑯 写 基礎

八坂神社

円山公園
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眸
翡
鯰
鸞
糀
隋
蜻
瞼
鰺
薇
瘍
魃

永
保
二
年

（
一
〇
八
二
）
二
月
十
五
日
早
朝
。
阿
弥
陀
堂
に
人
影
が
う
ご
く
。
夜
を
徹
し
て

念
佛
行
に
励
ん
で
い
る
僧
侶
が
い
る
ら
し
い
。

東
の
空
が
し
ら
じ
ら
と
し
始
め
た
。
ふ
っ
と
緊
張
が
と
け
た

一
瞬
一
僧
は
息
を
の
ん
だ
。
自

分
の
前
に
誰
か
が
い
る
。
そ
れ
が
誰
か
気
が
つ
い
て
、
足
が
止
ま
っ
た
「　
一

「永
観
、
遅
し
」
　

　

・

ふ
り
か
え
り
ざ
ま
、
そ
の
方
は
、
ま
つ
す
ぐ
永
観
の
眼
を
見
つ

‐めら

‐れた
ず
●
一　
一●
．

永
観
堂
禅
林
寺
の
ご
本
尊
は
、
首
を
左
に
か
し
げ
、　

―
ふ
り
む‐
い
て
お
ら
れ
は
一す
「
驚
ん
の
沙

れ醐静】ほ赫印げ締潮ｔ』ははヨ隷̈
締赫い漱一た‐‐微暉泌ごは商漁購綺晴ｒ赫ら‐観碑さ‐師

れ
て
い
る
佛
ざ
ま
ぼ
”
が
な
ぐ
、
「み
か
え
り
阿
射
陀
「
と
呼‐ば
れ
■
‐広ぐ
‐知‐
‐られ
て
ヽ
ま‐す
。

現
代
０
社
な
ぢ
が
ヽ
み
い
え‐
サ
阿
筋
陀
の
お
姿
に
教
え
ら
れ
る
も
つ
、　

―そ

‐
れ

‐１‐
ょ

‐‐‐
―
遅
れ
る
堵
‐を

一
一

・
一

鋼
軽贈Ｆ曜緯
「甕
玲
酪
誕
ン
野
羅
籠
婚
肺
な
発
●

・

が りゅうろう

【臣火青目涯乖】
山の斜面にそ

「

F

「ろみに本を11み 合オ|

J〔 つくられた籠 ド.

通債が激しく、龍仰

体件中を夕 !′ でヽも`る

ような不思議な気分

が‐・・わえる.

【多宝塔】
上部すよ勇ル、下部は携

形の二重塔 .二 重塔

のように 三・Fi 0 1■ に

イ|('4キ lti[九草含とえく

燿が付いているのは診

しい.ここ力ちら京都●田T

並みが一望できる.

【阿弥陀堂】
ご本尊「うか■|′ 阿弥陀Jがまつら●る

=
堂.慶長12年 1■大販から移築

=れ
た.堂

内は極影鍋で、格菫キ[こ は「百花Jが描

かれているか、両靖の長方Л多の部 i・だiサ |よ、

自く塗ダtl散 り蓮
=1と

なって■る.

邸
〈

ひ よ

【火除けの阿弥陀】
鷺紫殿●本専.祥林寺蘭轟の真紹I曽

都は5体のイ

"像

を安置したか、応 i■ C乱 .

で,きの4■は燃えでし,まった,この1象だけ

が奇跡11に残 ,たた轟、「火燎けの阿弥

陀」として尊はれた,

【釈迦堂】
方■.室町時代の建iとさ

lt.ホ■的な言院造りとL′て

'日

■ L■■5問 4.=なり.それ

や|が ほ 鳥図1や「1■饉鶴」

な::4=■ かな4議 1飾
=

1lζ

【三 鈷 の 松 】

菫先が3■ に分か

れても`る珍しヽ 議ヽ

の吉本(,「 二贅J颯

「普慧」1を 悲」li

こころJを 姜す。こ

つ■6■ ■持 ,で

いるこ Fつ の場が

11オ■としヽわltこ
`,

~轟鍾悲富梅上

放生カ

副
「『”雖　　　　・ｗｃ　・〓　　　　　一

み
か
え
り
念
佛
行
道
会

２
月
１４
日
～
褐
日

永
観
律
師
の
ひ
た
す
ら
な
心
を
慕
い
、
夜
を
徹

し
て
ご
本
尊

「
み
か
え
り
阿
弥
陀
」
の
ま
わ
り

を
念
佛
行
道
し
ま
す
。
真
冬
の
は
り
つ
め
た
空

気
の
な
か
、
き
び
し
く
も
清
々
し
い
佛
道
修
行

が
体
験
で
き
ま
す
。
（予
約
要
）

緑
蔭
法
話
　
８
月
１
日
～
３
日

盛
夏
の
朝
７
時
か
ら
、
放
生
池
畔
で
、
ご
法
主

が
や
さ
し
く
佛
の
教
え
を
話
さ
れ
ま
す
。
聴
聞

の
方
々
の
す
ぐ
前
で
、
親
し
く
ご
法
主
が
法
話

を
さ
れ
る
寺
院
は
京
都
で
も
珍
し
く
、
毎
年
、

多
く
の
善
男
善
女
が
訪
れ
ま
す
。

除
夜
会
　
１２
月
３‐
日

大
晦
日
「
時
か
ら
の
法
要
の
後
、
午
前
０
時
か

ら
参
拝
者
の
皆
さ
ん
に
鐘
を
つ
い
て
い
た
だ
き
ま

す
。
阿
弥
陀
堂
で
は
、
ご
本
尊
の
前
で
写
経
も

で
き
、
心
静
か
に
新
年
を
迎
え
ら
れ
ま
す
。

東
山
を
背
景
に
、
阿
弥
陀
堂
を
は

‐
．
じ
め
と
す
る
占
建
築
が
、
緑
と

水
に
恵
ま
れ
た
庭
に
調
和
し
て
い
ま

す
。
古
来
、
都
び
と
に
愛
さ
れ
た
優
美

な
景
観
の
な
か
で
静
か
な
ひ
と
と
き

を
過
ご
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

「も
み
じ
の
永
観
堂
」
は
、
全
国
に

，
議

そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

境
内
を
染
め
上
げ
る
紅
葉
は
も
ち
ろ

ん
、
お
堂
や
回
廊

の
す
ぐ
目
の
前
に

せ
ま
っ
て
く
る
鮮
や
か
な
岩
垣
紅
葉

は
、
フ
ア
」
で
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の

で
す
。み

か
え
り
阿
弥
陀
の
ほ
か
、
び
ん

Ｒ
）

ず
る
尊
者
像
な
ど
、
功
徳
あ
る
佛

さ
ま
を
拝
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
と
彩
色
で
知

４

ら
れ
る
長
谷
川
等
伯
と
そ
の

一

門
に
よ
る
「竹
虎
図
Ｌ
楓
雉
子
図
」
な

ど
、
桃
山
時
代
の
金
碧
障
壁
画
の
傑

作
が
観
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
国
宝

「山

越
阿
弥
陀
図
」
や
重
要
文
化
財
「当
麻

曼
陀
羅
図
」
な
ど
、
多
く
の
宝
物
を
所

蔵
し
て
い
ま
す
。

「火
除
け
の
阿
弥
陀
」
や
「
二
鈷

Ｆ①

の
松
Ｌ
悲
田
梅
」
な
ど
、
永
観
堂

七
不
思
議
が
楽
し
め
ま
す
。

竹虎図 (虎 の間 )


