
一休さん晩年の住まい

一休さん

【
一
休
寺
納
豆
】

納
豆
と
い
う
と
思
い
浮
か
べ
る
の
は

皆
さ
ん
お
な
じ
み
の
糸
引
き
納
豆
で
す
よ
ね
。

今
月
は
京
都
府
京
田
辺
市
に
あ
る

酬
恩
庵
一
休
寺
に
お
邪
魔
し
、

糸
を
引
か
な
い
寺
納
豆
「
一
休
寺
納
豆
」の

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

特集【
酬
恩
庵
一
休
寺
】

　
京
都
駅
か
ら
近
鉄
電
車
で
近
鉄
奈
良
行

き
の
電
車
に
乗
り
、新
田
辺
駅
で
下
車
し

ま
す
。京
田
辺
市
は
と
ん
ち
で
名
高
い一
休

さ
ん
ゆ
か
り
の
地
と
い
う
こ
と
で
駅
に
降
り

立
つ
と
一
休
さ
ん
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
ち
こ

ち
に
あ
り
ま
す
。駅
か
ら
車
で
５
分
ほ
ど
の

と
こ
ろ
に
、今
回
お
邪
魔
す
る
酬
恩
庵
一
休

寺
が
あ
り
ま
し
た
。

　
酬
恩
庵
一
休
寺
は
一
休
さ
ん
が
晩
年
に
過

ご
さ
れ
た
臨
済
宗
大
徳
寺
派
の
禅
寺
で
す
。

鎌
倉
時
代
に
開
山
さ
れ
た
妙
勝
寺
が
荒
廃

し
て
い
た
の
を
、康
正
２
年（
１
４
５
６
年
）

に
御
堂
を
建
て
、宗
祖
の
恩
に
報
い
る
と
い
う

意
味
を
込
め
て
酬
恩
庵
と
名
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。室
町
時
代
の
当
時
は
、人
生
４０
〜
５０

年
と
い
う
時
代
で
し
た
が
、一
休
住
職
は
そ

の
後
、８１
歳
で
大
徳
寺
住
職
と
な
ら
れ
、こ

の
寺
か
ら
３０
キ
ロ
の
道
の
り
を
通
わ
れ
た
そ

う
で
す
。８８
歳
と
い
う
長
寿
で
亡
く
な
ら
れ

た
後
、こ
の
寺
の
敷
地
内
に
あ
る
御
廟
所

（
墓
所
）に
遺
骨
が
安
置
さ
れ
た
こ
と
も
あ

り
、酬
恩
庵
は
今
で
は
一
休
寺
の
名
で
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
お
寺
の
名
物
が
、一
休
住
職
の
遺
さ

れ
た
一
休
寺
納
豆
で
す
。

【
寺
納
豆
】

　
納
豆
と
い
う
と
私
た
ち
が
普
段
食
べ
る
こ

と
の
多
い
ネ
バ
ネ
バ
と
し
た
糸
を
引
く
糸
引

き
納
豆
を
思
い
浮
か
べ
る
と
思
い
ま
す
が
、

納
豆
は「
糸
引
き
納
豆
」と「
寺
納
豆
」の
２

つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
ま
す
。ど
ち
ら
も
発

酵
食
品
で
す
が
、糸
引
き
納
豆
は
納
豆
菌

を
用
い
る
の
に
対
し
、寺
納
豆
は
麹
菌
を
用

い
て
作
ら
れ
ま
す
。

　
寺
納
豆
は
昔
、留
学
僧
が
唐
で
作
り
方

を
学
び
、帰
国
し
て
か
ら
寺
で
作
り
始
め

た
も
の
で
、塩
辛
納
豆
、浜
納
豆
と
も
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。黒
く
て
塩
辛
い
の
が
特
徴
で
、

糸
は
引
き
ま
せ
ん
。そ
の
ま
ま
お
茶
う
け

や
酒
の
肴
と
し
て
、ま
た
調
味
料
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
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【
一
休
寺
納
豆
】

　
一
休
寺
で
作
ら
れ
る
納
豆
は
一
休
住
職

が
中
国
伝
来
の
製
法
を
改
良
し
作
ら
れ

た
も
の
で
、代
々
の
住
職
が
受
け
継
ぎ
、現

在
で
も
丹
精
込
め
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
寺
で
作
ら
れ
る
量
と
し
て
は
一
番
多
い
と

の
こ
と
。３７
代
目
、田
辺
宗
一
住
職
よ
り
、

一
休
寺
納
豆
作
り
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
仕
込
み
作
業
が
行
わ
れ
る
の
は
毎
年
７

月
末
頃
、土
用
の
太
陽
が
照
り
つ
け
る
時

期
に
行
わ
れ
ま
す
。

　
蒸
し
た
大
豆
約
３
６
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
と

は
っ
た
い
粉（
焦
が
し
た
大
麦
を
臼
で
挽
い

て
粉
に
し
た
も
の
）と
麹
菌
を
混
ぜ
、麹
蓋

（
杉
で
作
ら
れ
た
板
状
の
蓋
）に
入
れ
、麹

室
に
２
日
間
置
き
ま
す
。麹
室
が
あ
る
土

蔵
は
な
ん
と
３
０
０
年
の
歴
史
が
あ
る
も

の
。そ
こ
に
す
み
つ
く
微
生
物
の
働
き
も
納

豆
作
り
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。こ
れ
が

納
豆
の
下
地
に
な
り
ま
す
。

　
次
に
塩
を
お
湯
で
溶
か
し
、直
径
１
１
０

セ
ン
チ
、高
さ
７０
セ
ン
チ
の
木
製
桶
に
入

れ
、納
豆
の
下
地
を
加
え
ま
す
。こ
れ
で

仕
込
み
は
終
了
で
す
。桶
は
６
つ
あ
り
、1

つ
の
桶
に
は
大
豆
６０
キ
ロ
グ
ラ
ム
、は
っ
た
い

粉
５０
キ
ロ
グ
ラ
ム
、塩
２０
キ
ロ
グ
ラ
ム
が
入

っ
て
い
ま
す
。

　
仕
込
み
の
後
は
、１
年
か
け
て
じ
っ
く
り

熟
成
し
て
い
き
ま
す
。暑
い
日
が
続
く
と
発

酵
が
促
さ
れ
、美
味
し
い
納
豆
が
で
き
る

そ
う
で
す
。天
気
が
いい
日
は
朝
日
が
昇
る

頃
に
蓋
を
取
り
、1
日
天
日
に
干
し
、何

回
か
杓
子
で
か
き
混
ぜ
、夕
暮
れ
時
に
な

る
と
蓋
を
す
る
と
い
う
地
道
な
作
業
を
１

年
間
続
け
ま
す
。
太
陽
の
恵
み
と
微
生

物
、人
の
力
に
よ
っ
て
納
豆
は
徐
々
に
黒
褐

色
に
変
化
し
ま
す
。

　
翌
年
の
４
月
か
ら
６
月
に
な
る
と
、
桶
か

ら
納
豆
を
取
り
出
し
、
少
し
ず
つ
手
で
ほ

ぐ
し
な
が
ら
３
〜
４
日
間
か
け
て
干
し
て
い

く
と
、
塩
辛
い
で
す
が
深
く
香
ば
し
い
味
を

持
つ一
休
寺
納
豆
が
出
来
上
が
り
ま
す
。販

売
さ
れ
る
納
豆
は
乾
燥
後
、
さ
ら
に
１
年

寝
か
せ
た
も
の
で
一
休
寺
を
訪
れ
る
参
拝

客
の
お
土
産
と
し
て
人
気
が
あ
り
ま
す
。

　
見
た
目
は
黒
く
、硬
い
豆
粒
の
よ
う
で

す
が
、想
像
に
反
し
、と
て
も
や
わ
ら
か

く
、香
り
は
塩
昆
布
の
よ
う
で
納
豆
と
い

う
よ
り
は
味
噌
を
豆
粒
状
に
し
た
よ
う

な
不
思
議
な
食
感
で
す
。冷
蔵
庫
に
入
れ

る
と
硬
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
常
温
で
保

存
し
ま
す
。年
数
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
黒

く
な
り
、塩
味
に
丸
み
が
帯
び
、酸
味
が
増

し
、年
代
物
な
ら
で
は
の
味
を
楽
し
め
ま

す
。あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
寺
納
豆
で
す

が
、そ
の
ま
ま
つ
ま
む
も
よ
し
、も
ろ
き
ゅ

う
や
、細
か
く
つ
ぶ
し
て
味
噌
を
少
し
足

し
た
納
豆
汁
で
楽
し
む
の
も
お
す
す
め

だ
そ
う
で
す
。

　
こ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。一
休
住

職
よ
り
製
法
を
受
け
継
い
だ
一
休
寺
納

豆
。な
ん
と
和
菓
子
に
も
使
わ
れ
て
い
ま

す
。甘
い
落
雁（
ら
く
が
ん
）の
中
に
見
え
る

黒
い
豆
は
、一
休
寺
納
豆
で
す
。口
の
中
で
、

甘
さ
の
中
に
塩
っ
辛
さ
が
上
手
く
溶
け
合

い
、癖
に
な
る
お
菓
子
で
す
。お
抹
茶
と
と

も
に
美
味
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

田辺宗一ご住職

仕込み中の納豆

土用の頃毎日かき回すことが欠かせない

落雁に練りこんだ一休寺納豆
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酬恩庵の元の名は妙勝寺といい、鎌倉時代に臨
済宗の南浦紹明（なんぼじょうみょう）が禅の道場
を建てたのが始めです。その後、元弘の戦火にか
かり復興もならずにいたものを、一休禅師が再興
し、師恩にむくいる意味で、「酬恩庵」と命名されま
した。室町時代の中ごろ1456年、一休禅師が63
歳のときから88歳で亡くなられるまでの約25年間
を酬恩庵で過ごされたことにより、「一休寺」の通
称で知られるに至ったのです。本堂、方丈、庭園ほ
かが国の重要文化財や名勝に指定されています。
●所在地　
　〒610-0341　京都府京田辺市薪里ノ内102
●電話番号
　0774-62-0193
●開館時間
　9:00～17:00ただし宝物殿は、 9:30～16:30
●拝観料
　大人500円（中学生以上）　子供250円
　30名以上450円（団体割引）
　団体でお越しのかたは事前に予約を入れてください。
●精進料理　※要予約
　お召し上がり時間　正午～午後2時
　料理定休日水曜日（拝観は年中無休） 
●交通のご案内
　近鉄京都線「新田辺」駅から1.5km
　ＪＲ京田辺駅約１km
　駅からバスでお越しの場合
　京阪バス「一休寺道」バス停下車徒歩5分
　駅からタクシーで5分

酬恩庵一休寺のご紹介 　
京
都
市
内
の
有
名
な
寺
社
仏
閣
も
趣

が
あ
り
ま
す
が
、
少
し
足
を
伸
ば
し
て
ぜ

ひ
、
酬
恩
庵
一
休
寺
に
も
出
掛
け
て
み
て

く
だ
さ
い
。特
に
四
季
折
々
の
食
材
を
用

い
た
精
進
料
理
（
要
予
約
）
は
お
勧
め
で

す
。一
皿
一
皿
の
料
理
は
美
し
い
彩
り
と

香
り
で
五
感
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

美
味
し
い
料
理
に
舌
鼓
を
打
ち
つ
つ
、
し

ば
し
日
常
の
喧
騒
か
ら
離
れ
、
静
寂
な
ひ

と
と
き
を
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん
か
。白
砂

が
き
れ
い
に
敷
き
詰
め
ら
れ
た
庭
園
を
前

に
腰
を
降
ろ
せ
ば
、
お
線
香
の
香
り
と
と

も
に
ど
こ
か
ら
か
聴
こ
え
る
小
鳥
の
さ
え

ず
り
。穏
や
か
な
時
間
が
流
れ
ま
す
。田

辺
住
職
が
心
を
込
め
て
作
ら
れ
た
一
休

寺
納
豆
も
お
土
産
に
お
忘
れ
な
く
。

精進料理
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