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真
盛
上
人
が
、
そ
の
ご
生
涯
に
お
い
て
書
き
与
え
ら
れ

た
六
字
の
御
名
号
は
十
万
人
に
及
ぶ
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

上
人
の
書
か
れ
た
御
名
号
は
、
一
見
し
て
そ
れ
と
分
か
る

特
徴
が
あ
り
ま
す
。
写
真
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
三
つ
の
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
①※

鉤か
ぎ

（
か
ぎ
・
は
り
）
と
呼
ば
れ
る
よ

う
な
南
の
字
の
書
き
方
。
②※

方
と
書
か
れ
た
弥
の
字
の
書

き
方
。
③※

色
と
書
か
れ
た
陀
の
字
の
書
き
方
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
特
徴
を
表
現
し
て
、
鉤か
ぎ

名
号
・
方
名
号
・
色
名
号
と

呼
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
方
・
色
の
二
字
に
つ
い
て
は
、
弥

と
陀
の
旧
字
で
す
の
で
特
に
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
上

人
が
好
ん
で
使
わ
れ
た
書
体
で
す
。
本
稿
は
上
人
の
鉤か
ぎ

名

号
に
つ
い
て
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
ま
す
。

　

鉤か
ぎ

名
号
の
鉤
は
、
針
と
も
呼
び
釣
り
針
を
意
味
し
ま
す
。

釣
り
針
の
針
に
引
っ
か
け
て
衆
生
を
往
生
さ
せ
る
意
味
が

あ
る
と
伝
聞
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
上
人
が
そ
の
意
味
を
込

め
て
書
か
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
往
生
を
釣
り
針
と

本
願
に
譬
え
た
も
の
は
存
在
し
ま
す
。
伊
勢
の
国
木
造
村

引
接
寺
法
道
和
尚
の
称
名
庵
雑
記
巻
十
八
に
呑ど
ん

鉤こ
う

の
歌
と

い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。
呑ど
ん

鉤こ
う

と
は
魚
が
針
を
呑
む
こ
と
で
す
。

法
道
和
尚
が
団
扇
に
鉤
人
の
絵

が
描
か
れ
て
い
る
の
を
ご
ら
ん

に
な
っ
て
、
三
部
仮
名
抄
の
呑

鉤
の
譬
え
の
意
味
を
歌
に
さ
れ

た
。

《
餌
を
呑
ま
ぬ　

魚
に
引
か
れ

て　

鉤つ
り

人び
と

の　

し
ば
し
ば
通
う　

苦
し
み
の
海
》
と
詠
ま

れ
た
。

　

そ
の
歌
の
意
味
は
、
餌
を
呑
ま
な
い
魚
が
気
に
な
っ
て

（
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
え
な
い
衆
生
が
心
配
に
な

っ
て
）
鉤
人
が
苦
し
み
の
海
に
し
ば
し
ば
通
っ
て
お
ら
れ

る
（
気
に
な
っ
て
仕
方
の
な
い
阿
弥
陀
様
が
、
度
々
、
こ

の
娑
婆
世
界
へ
お
出
ま
し
に
な
ら
れ
、
我
が
名
を
唱
え
よ

と
お
勧
め
に
な
っ
て
い
ま
す
）
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ

り
ま
す
。
三
部
仮
名
抄
の
一
部
で
あ
る
帰
命
本
願
抄
に
は
、

「
お
よ
そ
本
願
と
い
う
も
の
は
棹
（
鉤つ
り

棹ざ
お

）
の
よ
う
な
も

の
で
す
。
名
号
は
鉤
つ
り
ば
りに

似
て
お
り
ま
す
。
衆
生
が
南
無
阿

弥
陀
仏
と
称
え
る
の
は
、
魚
が
餌
を
呑
み
込
む
こ
と
と
同

じ
で
す
。
と
な
れ
ば
、
衆
生
が
既
に
大
悲
の
釣
り
人
で
あ

る
阿
弥
陀
様
の
本
願
の
棹
に
か
け
て
あ
る
鉤
つ
り
ば
りを
呑
み
込
ん

で
、
生
死
の
深
淵
（
こ
の
世
界
）
を
は
な
れ
ら
れ
る
こ
と

は
、
更
々
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
棹
に
か
け
て
あ
る

鉤
は
、
ど
ん
な
魚
（
衆
生
）
で
も
釣
り
上
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
本
願（
棹
）に
垂
れ
て
い
る
名
号
（
鉤
つ
り
ば
り）
で
あ
れ
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今
年
も
お
盆
を
迎
え
る
季
節
と
な
り
ま
し

た
。

　

ご
先
祖
様
を
お
迎
え
し
て
、
お
盆
の
間
、

ゆ
っ
く
り
過
ご
し
て
い
た
だ
き
、
お
見
送
り

を
す
る
孟
蘭
盆
会
。
大
切
に
守
っ
て
い
き
た

い
で
す
ね
。

　

さ
て
、
こ
の
お
盆
、
お
迎
え
の
仕
方
も
、

時
期
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
で
す
。

　

ち
な
み
に
私
の
お
寺
で
は
、新
盆（
七
月
）

と
旧
盆
（
八
月
・
月
遅
れ
盆
）
と
に
分
か
れ

て
お
り
、
昔
か
ら
お
檀
家
さ
ん
は
、
ど
ち
ら

か
の
お
盆
で
行
い
ま
す
。

　

ま
ず
新
盆
で
は
、
お
寺
で
預
か
っ
て
い
る

盆
灯
篭
を
、
お
檀
家
さ
ん
が
七
月
十
三
日
の

墓
参
り
ま
で
に
取
り
に
来
ら
れ
、
お
家
で
紙

を
綺
麗
に
貼
り
替
え
ま
す
。
こ
の
灯
篭
は
木

枠
で
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
毎
年
張
り
替
え
ま

す
。
そ
し
て
、
墓
参
り
に
こ
の
灯
篭
を
お
墓

に
置
き
、
中
の
蠟
燭
に
火
を
つ
け
、
お
花
・

お
供
え
な
ど
の
準
備
が
で
き
た
ら
、
お
つ
と

め
を
し
ま
す
。
そ
の
後
、
こ
の
灯
篭
を
お
寺

の
前
に
吊
る
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
夕
方
に

な
る
と
、
色
と
り
ど
り
の
灯
篭
で
い
っ
ぱ
い

に
な
り
ま
す
。
私
が
子
供
の
頃
、
な
ん
だ
か

お
祭
り
み
た
い
で
う
れ
し
い
思
い
が
し
た
も

の
で
す
。
そ
し
て
、
棚
経
が
終
わ
り
、
十
五

日
の
夕
方
に
は
お
精
霊
さ
ん
の
法
要
で
市
販

の
灯
篭
（
こ
の
灯
篭
は
お
盆
の
間
、
お
仏
壇

の
精
霊
棚
に
架
け
て
お
き
ま
す
）
や
お
盆
の

水
向
え
塔
婆
を
燃
や
し
、
供
養
し
て
、
お
見

送
り
を
し
ま
す
。

　

一
方
、
八
月
の
旧
盆
の
お
迎
え
は
、
旧
盆

の
墓
参
り
と
い
う
こ
と
で
、
十
日
に
お
檀
家

さ
ん
が
、
み
な
さ
ん
そ
ろ
っ
て
お
参
り
に
こ

ら
れ
、
お
寺
で
預
か
っ
て
い
る
塔
婆
を
一
軒

ご
と
に
読
み
上
げ
、
お
檀
家
さ
ん
に
水
向
え

を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

す
べ
て
読
み
上
げ
、
水
向
え
回
向
が
終
わ

り
ま
し
た
ら
、
あ
と
は
お
食
事
。

　

父
が
い
た
頃
は
、
こ
の
日
朝
早
く
か
ら
、

お
手
伝
い
の
お
檀
家
さ
ん
が
来
ら
れ
、
台
所

で
食
事
の
準
備
を
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で

す
。『
僕
、
ど
う
ぞ
』
っ
て
頂
い
た
、
ち
ょ

っ
と
早
目
の
お
昼
ご
飯
、
今
で
も
そ
の
お
い

し
さ
は
忘
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
お
迎
え
す
る
時
期
も
、
お

迎
え
の
仕
方
も
異
な
っ
て
は
い
ま
す
が
、
ご

先
祖
様
を
偲
ぶ
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
で
蓮
は
泥
の
中
に
生
ま
れ
て
も

汚
れ
な
く
清
ら
か
に
咲
く
こ
と
か
ら
、
仏
教

で
は
『
清
浄
無
比
の
花
』
と
尊
ば
れ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
盆
棚
に
蓮
の
華
を
お
供
え

し
ま
す
。

　

ご
先
祖
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
尊
い
命
、

蓮
の
華
の
よ
う
に
汚
れ
な
い
よ
う
、
常
日
頃
、

心
を
磨
き
な
が
ら
、
一
日
一
日
を
大
切
に
送

っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

�

合　

掌

ば
、
称
え
る
人
は
必
ず
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ

る
。」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。
餌
を
求
め
て
釣
り
針
を
呑
む
ま
で
は
、

魚
の
ほ
ん
の
小
さ
い
行
為
で
す
が
、
魚
を
釣

り
上
げ
よ
う
と
構
え
る
の
は
釣
り
人
の
大
き

な
力
で
あ
り
ま
す
。
往
生
を
願
っ
て
名
号
を

唱
え
る
こ
と
は
、
衆
生
の
小
さ
い
行
為
で
す

が
、
本
願
を
構
え
て
衆
生
を
導
く
の
は
、
み

ん
な
阿
弥
陀
様
の
力
で
あ
り
ま
す
。
真
盛
上

人
の
六
字
名
号
は
、
衆
生
が
本
願
を
信
じ
て
、

念
仏
相
続
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
鉤
名
号
で

あ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

上
人
は
、
名
号
と
引
き
替
え
に
誓
約
を
と

ら
れ
ま
し
た
。
授
与
者
に
日
課
念
仏
百
遍
と

か
二
百
遍
と
い
う
誓
約
を
と
っ
て
念
仏
相
続

さ
れ
ま
し
た
。
今
改
め
て
真
盛
念
仏
者
と
し

て
こ
の
日
課
念
仏
を
推
奨
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
折
し
も
、
数
年
後
に
は
不
断
念
仏

十
九
萬
日
法
要
を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま

す
。
檀
家
の
皆
様
が
、
日
課
又
は
月
極
の
念

仏
を
誓
約
さ
れ
、
萬
日
大
法
会
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
誓
約
の
お
念
仏
が
本
山
本
堂
で
満
願
を

迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
ご
家
庭
で
、
御
自
坊

で
相
続
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。
宗
祖
に

対
す
る
最
高
の
報
恩
謝
徳
の
姿
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

願
以
此
功
徳
・
普
及
於
一
切

　

我
等
與
衆
生
・
皆
共
成
佛
道

　
（
願
わ
く
は
、
こ
の
功
徳
を
も
っ
て
、
あ

ま
ね
く
一
切
に
及
ぼ
し
、
わ
れ
等
と
衆
生

と
み
な
と
も
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
）
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私
の
し
ん
じ
ん

　
〝
孫
達
が
、
心
も
体
も
健
康
で
、
す
こ
や

か
に
育
ち
ま
す
様
に
。
私
達
、
年
寄
り
が
達

者
で
長
生
き
、
ひ
と
つ
で
も
、
み
ん
な
の
為

に
役
立
つ
様
な
気
働
き
が
で
き
ま
す
様
に
〟

こ
れ
は
、
毎
朝
の
般
若
心
経
の
後
に
、
そ
っ

と
口
に
す
る
私
の
願
い
で
す
。

　

先
々
代
が
裸
一
貫
で
米
屋
を
始
め
、
苦
労

の
末
、
工
場
と
共
に
建
て
て
い
た
だ
い
た

我
が
家
の
仏
間
は
大
屋
根
の
座
敷
の
一
番

奥
。
い
つ
も
「
あ
か
り
」
が
灯
い
て
い
な
い

と
、
何
だ
か
さ
み
し
く
て
、
小
さ
な
お
灯
明

が
、
ひ
か
っ
て
い
ま
す
。「
い
つ
も　

ほ
と

け
様
と
ご
一
緒
に
寝
起
き
」
我
が
家
流
で
す
。

　

私
の
誕
生
日
は
、
昭
和
十
五
年
一
月
三
日
。

　

年
末
、
モ
チ
つ
き
を
し
て
い
た
身
重
の
母

が
、
す
べ
っ
て
、
七
ヶ
月
で
、
こ
の
世
に
顔

を
出
し
て
し
ま
っ
た　

あ
わ
て
ん
ぼ
う
で
す
。

あ
の
、
い
ま
わ
し
い
太
平
洋
戦
争
の
、
ま
っ

最
中
。
物
資
も
、
薬
も
、
食
べ
る
物
さ
え
な

い
時
代
。
家
族
に
、
大
変
な
心
配
と
苦
労
を

か
け
な
が
ら
、
み
ん
な
の
後
か
ら
、
未
完
成

の
身
を
、
ひ
き
ず
り
つ
つ
「
み
ん
な
の
半
分

の
命
し
か
な
い
と
い
う
事
を
、
決
し
て
忘
れ

る
事
の
な
い
様
に
」
と
、
心
配
し
て
、
さ
と

し
て
く
れ
た
父
の
言
葉
を
胸
に
「
ま
ち
が
っ

た
こ
と
を
言
わ
ず
、
よ
こ
し
ま
な
考
え
を
起

こ
さ
ず
、
あ
や
ま
ち
を
お
か
す
様
な
危
険
を

さ
け
、
一
日
一
日
、
自
分
の
出
来
る
最
高
の

努
力
を
し
よ
う
。」
と
、こ
の
世
に
送
り
出
し
、

育
て
て
く
れ
た
、
祖
父
母
や
両
親
に
感
謝
し

な
が
ら
、
精
一
杯
、
み
ん
な
と
共
に
、
歩
ま

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
来
ま
し
た
。

　

五
十
才
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
、
西
教
寺
様
と

の
御
縁
を
、
結
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
三

泊
四
日
の
「
法
華
千
部
会
」。
私
に
と
っ
て
、

何
も
か
も
、
夢
の
様
な
世
界
で
し
た
。
宗
祖

大
師
殿
、
山
門
前
で
拝
す
る
ま
っ
く
ら
な
琵

琶
湖
を
走
る
一
筋
の
光
。
朝
焼
け
の
空
に
、

顔
を
出
さ
れ
る
、
び
っ
く
り
す
る
程
、
大
き

な
御
来
光
に
、
御
力
を
、
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
お
中
日
に
は
、
忠
霊
堂
か
ら
、
仏
教
婦

人
会
、
詠
歌
講
、
雅
楽
、
全
末
寺
か
ら
選
ば

れ
た
御
忌
僧
に
よ
る
大
練
供
養
が
、
満
開
の

桜
の
ト
ン
ネ
ル
の
下
で
、
盛
大
に
、
く
り
広

げ
ら
れ
ま
す
。

　

千
部
世
話
方
と
し
て
、
お
接
待
で
走
り
ま

わ
り
な
が
ら
、
あ
り
が
た
い
御
法
要
に
、
お

参
り
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
事
に
感
謝
し
つ
つ
、

二
十
五
年
勤
続
。

　

こ
れ
も
、
佛
様
の
御
加
護
の
賜
。
明
治

四
十
二
年
生
れ
の
父
と
、
大
正
二
年
生
れ

だ
っ
た
母
が
、私
の
両
肩
に
乗
っ
て
、見
守
っ

て
く
れ
て
く
れ
て
い
る
事
に
感
謝
し
て
い
ま

す
。
今
、
大
善
寺
は
、
故
、
八
耳
哲
雄
御
山

主
様
の
お
弟
子
で
、
中
国
出
身
、
気
功
師
の

資
格
も
お
持
ち
の
「
蘇
洪
哲
」
お
上
人
様
と

共
に
新
し
い
途
を
歩
み
は
じ
め
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

高
島
市
勝
野

�

大
善
寺
檀
徒　

萬
木　

久
子

宗
祖
真
盛
上
人
鑽
仰
会
の
活
動
に
つ
い
て

宗
祖
真
盛
上
人
鑽
仰
会　

事
務
局

　

平
成
二
十
四
年
鑽
仰
会
設
立
以
来
、
本
山

及
び
各
教
区
に
て
「
宗
祖
真
盛
上
人
鑽
仰
法

要
」
を
厳
修
し
、
真
盛
上
人
の
御
教
え
の
講

演
会
を
開
催
致
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
平

成
二
十
七
年
に
は
、
善
光
寺
御
開
帳
大
勧
進

天
台
真
盛
宗
法
要
に
特
別
企
画
と
し
て
参
拝

致
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
宗
祖
真
盛
上
人
二
十
五
霊
場
寺

院
・
番
外
寺
院
・
史
跡
寺
院
の
充
実
を
は
か

る
た
め
、
二
十
五
霊
場
の
朱
印
帳
・
朱
印
軸
・

の
ぼ
り
旗
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
製
作
し
ま
し

た
の
で
、
み
な
さ
ま
の
参
拝
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

　

ま
た
、今
後
の
活
動
に
つ
き
ま
し
て
は
、鑽

仰
会
機
関
紙
の
発
行
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
一
度
、
宗
祖
真
盛
上
人
の
足
跡
を
め
ぐ

り
、
現
代
社
会
に
も
通
用
す
る
真
盛
上
人
の

生
き
方
を
顕
彰
し
て
頂
き
ま
す
よ
う
、
こ
れ

ら
の
も
の
を
大
い
に
活
用
し
て
頂
き
ま
す
事

を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

平
成
二
十
九
年 

宗
祖
真
盛
上
人
鑽
仰
会　

鑽
仰
法
要
・
講
演
会
及
び
総
会

場
所
　
福
井
教
区
　
武
生
　
引
接
寺

日
時
　
十
月
六
日
（
金
）　
午
後
一
時
よ
り

講
演
　
放
光
寺
住
職
　
山
田
泰
弘
　
様

会
員
入
会
は
、
随
時
行
っ
て
お
り
ま
す
。
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天
台
真
盛
宗
教
学
部

　
　
　
　

大
津
市
坂
本
五
丁
目
十
三-

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
本
山
西
教
寺
内

　
　
　
　

電
話�

大
津
（
〇
七
七
）五
七
八-

〇
〇
一
三
番
㈹

印
刷
所　

宮
川
印
刷
株
式
会
社

　
　
　
　

大
津
市
富
士
見
台
三-

十
八

　
　
　
　

電
話�（
〇
七
七
）五
三
三-

一
二
四
一
番

天
台
真
盛
宗
の
雅が

楽が
く�

③

　

今
回
は
篳ひ

ち
り
き篥

と
横お

う
て
き笛

で
す
。
篳
篥
は
長
さ

約
十
五
セ
ン
チ
の
竹
製
の
縦
笛
で
指
孔
は
前

面
に
七
つ
、
後
面
に
二
つ
有
り
、
蘆あ
し

を
加
工

し
平
ら
に
し
た
舌し
た

（
ダ
ブ
ル
リ
ー
ド
）
を
差

し
込
ん
で
鳴
ら
し
ま
す
。

　

小
さ
い
楽
器
な
が
ら
大
き
な
艶
や
か
な
音

色
で
塩え
ん
ば
い梅

と
い
う
声
明
で
も
使
わ
れ
ま
す
微

妙
な
高
低
音
の
変
化
が
特
徴
で
主
旋
律
を
担

当
し
ま
す
。

　

横
笛
は
長
さ
約
四
十
セ
ン
チ
の
竹
製
の
楽

器
で
七
孔
が
有
り
ま
す
。

　

吹
く
息
の
強
さ
に
よ
っ
て
同
じ
指
孔
で
和
ふ
く
ら

と
言
う
低
音
か
ら
オ
ク
タ
ー
ブ
上
の
責せ

め

と
言

う
音
を
作
る
事
が
出
来
る
の
で
主
旋
律
の
装

飾
音
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
別
名
龍り
ゅ
う

笛て
き

と
も
呼
ば
れ
そ
の
音

色
が
龍
の
鳴
声
の
様
だ
と
言
わ
れ
る
所
か
ら

き
た
そ
う
で
す
。

　

余
談
に
な
り
ま
す
が
笙
、
篳
篥
、
笛
の
管

楽
器
は
竹
で
作
ら
れ
ま

す
、
昔
の
家
の
何
十
年

も
使
わ
れ
て
い
た
囲
炉

裏
な
ど
の
天
井
で
燻
製

さ
れ
た
煤す
す

竹た
け

は
非
常
に

貴
重
で
雅
楽
楽
器
職
人

は
全
国
を
探
し
求
め
回

っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

次
回
か
ら
は
打
楽
器

に
つ
い
て
案
内
し
ま
す
。

　
平
素
は
、
多
数
、
檀
信
徒
様
の
総
本
山
へ
の

御
登
山
、
御
参
拝
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　
今
後
共
、
各
末
寺
の
御
住
職
、
檀
信
徒
様
に

よ
り
よ
い
ご
参
拝
が
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
拝
観

案
内
等
充
実
に
つ
と
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

た
く
さ
ん
の
御
参
拝
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

十
一
月

二
十
二
日
　
伊
賀
教
区
北
部
組
西
方
寺
様
団
体

参
拝�

三
十
五
名
名

二
十
三
日
　
伊
勢
教
区
小
倭
組
成
願
寺
様
団
体

参
拝�

三
十
八
名

二
十
三
日
　
伊
勢
教
区
亀
山
組
遍
照
寺
様
団
体

参
拝�

四
十
名

二
十
三
日
　
滋
賀
教
区
高
島
組
玉
林
寺
様
団
体

参
拝�

十
五
名

二
十
四
日
　
伊
賀
教
区
西
部
組
西
念
寺
様
団
体

参
拝�

七
十
二
名

二
十
五
日
　
伊
勢
教
区
笠
松
組
浄
泉
寺
様
団
体

参
拝�

三
十
四
名

五
月

　
十
八
日
　
伊
勢
教
区
小
倭
上
組
念
仏
寺
様
団

体
参
拝�

四
十
名

二
十
二
日
　
伊
勢
教
区
笠
松
組
浄
泉
寺
様
団
体

参
拝�

三
十
九
名

団
体
参
拝

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　本山では、一年を通しまして、各種ご予算に合わせたお料理「精進料理・山菜料理・幕の内」をご
用意しております。本山への納骨や御回向後の昼食にご予約いただけます。
　また、各種研修会などの施設利用、ご宿泊に研修道場をおすすめいたします。
　研修道場の宿泊人数は最大200名です。
　11月初旬より末日までは、菊料理をご賞味いただけます。この料理は日本中で、西教寺でしか味わ
うことができない貴重な料理で、1200年前に、比叡山延暦寺の最澄が中国から持ち帰り伝えられた食
用菊を使った料理です。
　多くの方々の参拝をお願いいたします。

本山団体参拝のお願い
各ご寺院様へ

菊料理　2,500円（税別） 幕の内　1,500円（税別）
研修道場
１泊２食　１名　5,400円（税別）


