
真し
ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

智ち

山さ
ん

派は

の
寺
院
の
中
に
は
、
文
化
財
を
所
蔵

さ
れ
て
い
る
寺
院
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
文
化
財
と
は
〝
わ
が
国
の
歴
史
・
文
化
を

正
し
く
理
解
し
、
文
化
の
向
上
発
展
に
資
す
る
国
民
的

財
産
〞
と
さ
れ
、
政
府
・
地
方
公
共
団
体
は
も
と
よ

り
、
文
化
財
の
所
有
者
や
関
係
者
は
、
そ
の
こ
と
を
自

覚
し
、
保
存
・
活
用
を
は
か
る
な
ど
、
文
化
財
保
護
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
寺
院
に

と
っ
て
文
化
財
は
、
あ
く
ま
で
皆
さ
ま
の
信
仰
に
よ
り

守
り
伝
え
ら
れ
た
寺
宝
で
あ
り
、
文
化
財
の
指
定
如
何

に
か
か
わ
ら
ず
、
後こ

う

世せ
い

に
受
け
継
い
で
ゆ
く
使
命
は
変

わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

一
口
に
文
化
財
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。
寺
院
に
関
わ
る
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
堂
塔

は
、
文
化
財
の
分
類
で
は
「
建
造
物
」
と
い
わ
れ
ま

す
。
智
山
派
寺
院
の
中
に
は
、
本
堂
が
国
宝
や
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
寺
院
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
次
に
仏
さ
ま
で
す
。
こ
れ
は
「
彫
刻
」
と
呼
ば
れ

ま
す
。
ご
本
尊
さ
ま
が
「
国
宝
」
や
「
重
要
文
化
財
」

と
い
う
寺
院
、
こ
ん
な
近
く
で
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ

け
る
の
か
と
思
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ご
開か

い

帳ち
ょ
う

は
何
年
に

一
度
と
い
う
〝
秘ひ

仏ぶ
つ

〞
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
仏
画
で
す
。
こ
れ
は
「
絵
画
」
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
が
、
お
軸
で
あ
っ
た
り
巻
物
・
襖ふ

す
ま

絵え

・
屏び

ょ
う

風ぶ

な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
状
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

「
書
籍
」
と
呼
ば
れ
る
経
典
や
古
文
書
。
ま
た
仏
具
・

額
・
刀
・
花
瓶
等
の
「
工
芸
品
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
、

あ
る
い
は
境け

い

内だ
い

一
帯
が
「
史し

跡せ
き

」
と
い
う
保
存
地
域
に

智山教化センター専門員

京都府木
き

津
づ

川
がわ

市
し

海
かい

住
じゅう

山
せん

寺
じ

住職　佐
さ

脇
わき

 貞
じょう

憲
けん

海
かい

住
じゅう

山
せん

寺
じ

の伽
が

藍
らん

　写真の左上付近は奈良時代聖
しょう

武
む

天皇の恭
く

仁
に

京
きょう

がおかれ、のち百
ひゃく

人
にん

一
いっ

首
しゅ

の「みかのはら　わきてながるる……」と
歌われた地でもあります。

特  

集伽が

藍ら

ん

を

護ご

持じ

す
る

―
文
化
財
を
守
る
寺
院
の
使
命
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指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
伝
統
行
事
が
「
無
形
文

化
財
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
な
か
で
、
か
つ
て
は
国
が
寺
院
の
宝
物
の
調

査
を
行
い
、
重
要
文
化
財
に
指
定
し
、
そ
の
な
か
で

も
特
に
文
化
財
的
価
値
が
高
い
と
さ
れ
る
も
の
は

「
国
宝
」
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
都
道

府
県
や
市
区
町
村
も
文
化
財
を
指
定
し
、
積
極
的
に

保
護
し
て
い
る
自
治
体
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

海
住
山
寺
の
文
化
財

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
私
が
住
職
を
し
て
い
ま
す
海か

い

住じ
ゅ
う

山せ
ん

寺じ

と
い
う
京
都
府
南
部
、
木き

津づ

川が
わ

市し

の
山
中
に

あ
る
お
寺
の
話
を
し
ま
す
。
ほ
か
の
文
化
財
を
護ご

持じ

さ
れ
て
い
る
寺
院
と
は
何
か
と
異
に
す
る
こ
と
は
お

含
み
お
き
く
だ
さ
い
。

海
住
山
寺
に
は
国
宝
五ご

重じ
ゅ
う
の

塔と
う

・
重
要
文
化
財
文も

ん

殊じ
ゅ

堂ど
う

・
ご
本
尊
十じ

ゅ
う

一い
ち

面め
ん

観か
ん

音の
ん

立り
つ

像ぞ
う

・
奥
の
院
十
一
面

観
音
立
像
・
四し

天て
ん

王の
う

像ぞ
う

・
法ほ

華け

経き
ょ
う

曼ま
ん

荼だ

羅ら

図ず

・
海
住

山
寺
文
書
の
国
指
定
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。
建
物
は

も
ち
ろ
ん
境け

い

内だ
い

に
建
っ
て
い
ま
す
。
ご
本
尊
さ
ま
は

本
堂
内
の
お
厨ず

子し

の
中
に
お
ら
れ
ま
す
が
、
ほ
か
の

も
の
は
京
都
・
奈
良
の
国
立
博
物
館
に
分
け
て
寄き

託た
く

し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
元
々
は
寺
内
の
建
物
や
宝

物
蔵
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
当
山
で
は
、
本

堂
の
ご
本
尊
さ
ま
と
奥
の
院
の
ご
本
尊
さ
ま
が
、
と

も
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
本
堂
の
ご
本
尊
さ

ま
は
等
身
大
の
大
き
さ
で
す
が
、
奥
の
院
の
ご
本
尊

さ
ま
は
四
十
五
㎝
と
非
常
に
小
さ
く
、
重
要
文
化
財

の
中
で
も
優
品
と
の
評
価
を
受
け
、
お
堂
で
の
安
置

は
火
災
・
盗
難
等
の
危
険
が
高
い
と
の
こ
と
か
ら
文

化
庁
よ
り
博
物
館
へ
の
出し

ゅ
っ

陳ち
ん

を
勧か

ん

告こ
く

さ
れ
、
現
在
は

奈
良
国
立
博
物
館
に
お
預
け
し
、
毎
年
秋
に
お
寺
に

お
帰
り
い
た
だ
い
て
ご
開
帳
し
て
お
り
ま
す
。

文
化
財
修
復
の
苦
労

寺
院
の
伽が

藍ら
ん

は
、
文
化
財
の
指
定
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
数
十
年
に
一
度
は
修
復
の
時
期
が
お
と
ず

れ
ま
す
。
瓦
屋
根
の
建
物
で
す
と
、
五
十
年
に
一
度

は
屋
根
の
葺ふ

き
替
え
が
必
要
で
す
（
檜ひ

わ
だ皮

や
杮こ

け
ら

で
葺
か

れ
た
建
物
は
、
も
っ
と
短
い
期
間
で
葺
き
替
え
ま
す
）。
ま

た
堂
塔
の
場
合
、
何
百
年
に
一
度
は
半
解
体
や
総
解

体
の
大
規
模
修
復
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
現
在
奈
良

の
薬や

く

師し

寺じ

の
東
塔
（
国
宝
）
は
十
数
年
の
歳
月
を
か

け
て
の
総
解
体
修
理
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
建
物
以
外
に
も
、
仏
像
・
お
軸
等
も
傷
み
が

目
立
つ
よ
う
に
な
れ
ば
修
復
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

や
は
り
、
後
世
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
、
一
定

の
品
質
を
保
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
当
山

に
も
、
堂
内
・
宝
蔵
内
・
寄
託
博
物
館
に
多
数
あ

り
、
順
次
修
復
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
終
着
点
は
な

く
、
終
わ
り
の
な
い
旅
を
続
け
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
す
。
お
寺
と
し
て
修
理
経
費
の
支
出
は
頭
痛
の
種

で
す
。

因ち
な

み
に
修
理
の
費
用
に
つ
い
て
で
す
が
、
国
宝
や

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
修
復
す
る

場
合
、
半
額
は
国
か
ら
補
助
さ
れ
ま
す
（
事
業
費
や

修
復
期
間
等
に
よ
り
多
少
の
増
額
は
あ
り
ま
す
）
が
、
残

り
は
所
有
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
未
指
定
の
も
の

は
更
に
負
担
が
多
く
な
り
、
何
と
い
っ
て
も
こ
の
点

が
寺
院
に
と
っ
て
大
問
題
で
す
。

文
化
財
調
査
・
記
録
の
必
要
性

古
い
寺
院
や
そ
の
関
連
の
場
所
に
は
、
い
ま
だ
調

査
が
終
わ
っ

て
い
な
い
文

化
財
が
多
数

あ
り
ま
す
。

ま
た
、
調
査

を
終
え
た
も

の
の
中
に

も
、
視
点
を

変
え
た
り
、

赤
外
線
カ
メ

ラ
・
Ｃ
Ｔ
ス

キ
ャ
ン
と

い
っ
た
最
新

の
機
器
を

使
っ
て
再
調

査
す
る
と
、

見
え
な
か
っ

た
図
様
が
見

『阿
あ

弥
み

陀
だ

浄
じょう

土
ど

曼
まん

荼
だ

羅
ら

図
ず

』の修復前と修復後の写真。修復中「軸
じく

木
ぎ

」から鎌倉
時代修復の年号や由緒書きが発見された。

7

7



え
た
り
、
体
内
の
納
入
品
が
判
明
し
た
り
、
再
発
見

が
間
々
あ
り
ま
す
。
今
も
な
お
所
蔵
文
化
財
調
査
を

す
す
め
て
お
り
、
昨
今
そ
の
成
果
を
『
海
住
山
寺
の

美
術
』
と
い
う
冊
子
に
ま
と
め
、
写
真
・
解
説
付
の

現
代
版
財
産
目
録
と
し
て
整
理
い
た
し
ま
し
た
。
ま

た
数
年
前
よ
り
宗
立
の
大
正
大
学
調
査
団
に
よ
る
聖

教
・
経
典
類
の
調
査
を
行
い
、
所
蔵
目
録
の
作
成
を

進
め
て
い
ま
す
。

文
化
財
護
持
の
た
め
に
必
要
な
こ
と

日
々
の
護
持
に
も
苦
労
は
つ
き
も
の
で
す
。
最
近

世
間
を
騒
が
せ
た
文
化
財
に
液
体
を
か
け
る
、
傷
を

つ
け
る
と
い
う
犯
罪
も
発
生
し
て
お
り
ま
す
が
、
文

化
財
の
護
持
で
は
ま
ず
、
火
災
に
対
す
る
備
え
が
一

番
で
す
。
日
本
の
文
化
財
は
木
や
紙
で
で
き
た
も
の

が
多
く
、
火
災
に
は
最
も
神
経
を
す
り
減
ら
し
ま

す
。
寺
院
は
、
灯
明
や
ご
祈き

願が
ん

の
お
護
摩
な
ど
、
火

を
使
う
こ
と
も
多
い
で
す
し
、
夜
間
に
お
参
り
を
さ

れ
て
ロ
ー
ソ
ク
を
奉
納
し
、
点
灯
し
た
ま
ま
お
帰
り

に
な
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
お
参
り
の
方
の

お
気
持
ち
も
考
え
な
が
ら
文
化
財
の
防
火
に
努
め
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。

当
山
は
山
寺
で
す
の
で
、
火
災
報
知
機
以
外
に
放

水
銃
設
置
・
消
防
道
路
整
備
と
い
う
防
災
施
設
整
備

が
重
要
で
す
。
そ
の
一
端
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
国

宝
の
五
重
塔
を
火
災
か
ら
守
る
消
火
設
備
と
し
て
、

境
内
に
百
ｔ
程
度
の
貯
水
槽
を
設
け
、
各
所
に
配
管

し
、
万
が
一
の
時
に
は
五
重
塔
先
端
ま
で
放
水
で

き
る
設
備
で
す
。
大
型
ト
ラ
ッ
ク
並
み
の
エ
ン
ジ

ン
ポ
ン
プ
を
設
け
、
一
時
間
程
度
自
前
で
放
水
で

き
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
初
期
消
火

の
話
で
、
当
然
消
防
隊
の
到
着
を
待
つ
こ
と
に
な

り
ま
す
。
山さ

ん

麓ろ
く

か
ら
一
㎞
ほ
ど
離
れ
た
山
寺
の
た

め
、
か
つ
て
は
自
動
車
が
通
行
で
き
る
道
路
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
回
に
分
け
て
消
防
道
路
設

置
工
事
を
行
い
、
何
と
か
消
防
車
が
進
入
で
き
る

よ
う
に
し
ま
し
た
が
、
最
近
の
消
防
車
の
大
型
化

に
伴
い
、
現
在
も
防
災
道
路
の
延
長
と
改
良
工
事

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
設
置
だ
け
で
な

く
、
日
々
の
維
持
管
理
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

1月26日の『文化財防火デー』にともなう消防訓練の様子。万
が一に備え、総代さんや檀家さんにも参加してもらい消防署と放水
訓練を実施。同時に査察も行われます。

海
かい
住
じゅう
山
せん
寺
じ
の重要文化財『四

し
天
てん

王
のう
像
ぞう
』や、六

ろく
波
は
羅
ら
蜜
みつ
寺
じ
の重要文

化財『地
じ
蔵
ぞう
菩
ぼ
薩
さつ
』が東京国立博

物館の催しにて特別公開されます。
ご興味を持たれた方は足をお運び
ください。

興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」
東京国立博物館 平成館 特別展示室
2017年9月26日（火） ～ 2017年11月26日（日）
※詳しくは東京国立博物館のホームページをご覧ください

展覧会情報サイト  http://unkei2017.jp/
海住山寺ホームページ  http://www.kaijyusenji.jp/

（写真右）

海住山寺
国宝五重塔内陣

（写真左）

現光寺
十一面観音坐像

平成29年度
第53回京都非公開文化財特別公開
海住山寺  国宝五重塔内陣・奥の院十一面観音像・ 

法華経曼荼羅図・阿弥陀浄土曼荼羅等

現光寺 本尊十一面観音坐像・四天王像

2017年10月28日（土） ～ 2017年11月12日（日）
展覧会情報サイト   http://www.kobunka.com/

tokubetsu/
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文
化
財
所
蔵
寺
院
の
連
携

近
隣
の
京
都
の
南
部
地
域
に
は
、
多
く
の
文
化
財

を
有
す
る
寺
院
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
奈
良
に
隣
接

す
る
南
山
城
地
域
の
寺
院
が
集
ま
り
『
京き

ょ
う

都と 

南み
な
み

山や
ま

城し
ろ

古こ

寺じ

の
会
』
を
結
成
し
、
地
域
の
文
化
財
を
よ
り

多
く
の
方
に
認
識
し
て
い
た
だ
く
活
動
を
進
め
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
寺
院
の
中
に
は
、「
国
宝
」
七

件
・「
重
要
文
化
財
」
は
多
数
あ
り
、
真し

ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

智ち

山さ
ん

派は

の
観か

ん

音の
ん

寺じ

・
蟹か

に

満ま
ん

寺じ

・
神じ

ん

童ど
う

寺じ

・
現げ

ん

光こ
う

寺じ

・
笠か

さ

置ぎ

寺で
ら

も
多
く
の
文
化
財
を
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
保
護
と
公

開
に
積
極
的
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。

文
化
財
公
開
と
護
持
の
バ
ラ
ン
ス

多
く
の
方
々
に
、
文
化
財
の
す
ば
ら
し
さ
だ
け
で

な
く
、
修
復
の
意
義
な
ど
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
も

目
的
と
し
て
、
可
能
な
範
囲
で
文
化
財
の
公
開
を

行
っ
て
い
ま
す
。

昔
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
寺
院
で
、
ご
本
尊
さ
ま
の
お

姿
を
何
年
か
に
一
度
直
接
拝
む
こ
と
の
で
き
る
〝
ご

開
帳
〞
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
代
で
は
博
物
館

等
で
特
別
展
が
開
催
さ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
当
山
で

は
、
年
一
回
秋
に
国
宝
五
重
塔
開
扉
と
文
化
財
の
特

別
公
開
を
行
い
、
順
次
所
蔵
の
文
化
財
を
公
開
し

て
、
拝
観
料
な
ど
の
浄
財
に
よ
り
次
の
文
化
財
修
復

の
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

因
み
に
今
年
は
、
東
京
上
野
の
東
京
国
立
博
物
館

で
「
運う

ん

慶け
い

」
の
特
別
展
が
開
催
さ
れ
、
海
住
山
寺
国

宝
五
重
塔
奉
安
の
四
天
王
像
も
特
別
公
開
さ
れ
ま
す

（
八
頁
参
照
）。

こ
の
四
天
王
像
も
、
か
つ
て
は
土
蔵
の
中
で
バ
ラ

バ
ラ
の
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
を
修
復
し
、

平
成
に
な
っ
て
か
ら
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

た
も
の
で
す
。
小
さ
い
な
が
ら
も
、
鎌
倉
時
代
初
期

の
色
彩
が
色
濃
く
残
り
、
迫
力
あ
る
お
姿
を
さ
れ
て

い
ま
す
。

檀
信
徒
の
ご
協
力

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
防
災
道
路
は
、
寺
院
を
お
参

り
さ
れ
る
方
が
参
道
と
し
て
利
用
し
て
い
ま
す
。
文

化
庁
か
ら
は
、
防
災
道
路
と
寺
院
の
参
道
は
設
置
目

的
が
違
う
と
お
小
言
を
い
わ
れ
る
の
で
す
が
…
…
。

年
に
一
度
の
整
備
作
業
（
草
刈
・
清
掃
な
ど
）
に

は
、
多
く
の
檀
信
徒
の
方
々
が
ご
参
加
く
だ
さ
り
、

見
違
え
る
ほ
ど
道
路
を
き
れ
い
に
し
て
く
だ
さ
い
ま

す
。
こ
の
道
路
が
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
は

防
災
道
路
で
は
な
く
、
寺
院
へ
の
参
道
だ
か
ら
こ
そ

こ
の
よ
う
に
日
々
の
維
持
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、

住
職
と
文
化
庁
と
が
文
化
財
保
護
と
信
仰
の
狭
間
で

対
立
す
る
一
面
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
文
化
財
公
開
時
も
檀
信
徒
の
方
々
に
色
々
お

手
伝
い
い
た
だ
き
、
寺
院
の
宝
物
に
親
し
み
を
持
っ

て
い
た
だ
く
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

寺
院
の
伽
藍
を
護
持
し
て
い
く
こ
と
は
、
ど
ん
な

規
模
で
あ
っ
て
も
、
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
皆
さ
ま
の
菩
提
寺
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
を
機
に
、
文
化
財
保
護
と
寺
院
の
護
持
に
、
少
し

で
も
心
を
向
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。

赤外線で撮影すると、肉眼では見えない図様もはっきり写し出され
ます。 写真提供／奈良国立博物館

仏
さ
ま
の
C
T
ス
キ
ャ
ン
画
像
。
内
部
の
納
入
品
が
よ
く
わ
か

り
ま
す
。 

写
真
提
供
／
京
都
国
立
博
物
館
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