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第１２２号
　

天
皇
陛
下
の
御
即
位
に
よ
っ
て
慶
び
に
沸
き
立
っ
て
い

る
記
念
す
べ
き
年
に
不
肖
、
私
が
天
台
真
盛
宗
宗
議
会
に

お
い
て
皆
さ
ま
の
推
薦
に
よ
り
五
月
九
日
付
で
宗
務
総
長

に
就
任
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
浅
学
非
才
の
身
で
あ
り
ま
す
が
、
誠
に
光
栄

で
あ
り
こ
の
重
要
さ
を
「
ひ
し
ひ
し
」
と
感
じ
て
い
る
次

第
で
す
。
こ
の
上
は
武
田
圓
寵
猊
下
の
御
教
示
を
仰
ぎ
天

台
真
盛
宗
門
末
寺
院
僧
侶･

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
、
そ
し
て

有
縁
の
方
々
の
ご
協
力
を
頂
き
、
宗
門
発
展
、
更
に
は
総

本
山
西
教
寺
の
護
持
の
た
め
に
微
力
で
あ
り
ま
す
が
努
力

し
て
行
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

真
盛
宗
読
本
（
色
井
秀
譲
著
）
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す

よ
う
に
、
宗
祖
慈
攝
大
師
真
盛
上
人
は
『
円
戒
念
仏
』
の

二
門
を
立
て
ら
れ

　
『
我
ら
が
如
き
一
類
を
道
心
門
と
名
づ
く
』
と
お
示
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　

道
心
と
は
、
無
上
仏
道
心
で
あ
り
、
い
つ
の
時
代
で
も

だ
れ
に
つ
い
て
も
正
し
い
最
高
の
覚さ
と
りで
あ
る
と
教
え
て
お

ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
教
え
を
忘
れ
ず
に
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

さ
て
、
本
宗
は
令
和
三
年
十
一
月
二
日
よ
り
八
日
ま
で

不
断
念
仏
相
続
十
九
萬
日
大
法
会
厳
修
に
あ
た
り
、
喚
阿

前
内
局
に
よ
っ
て
企
画･
計
画
等
が
立
案
さ
れ
ま
し
た
記

念
事
業･

法
要
次
第
も
着
々
と
準
備
が
進
め
ら
れ
て
き
ま

し
た
、
そ
の
御
努
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
の
事
業

の
継
続
完
遂
す
る
こ
と
が
当
内
局
の
責
務
と
う
け
て
お
り

ま
す
。

　

そ
し
て
檀
信
徒
の
方
々
が
道
心
一
体
で
不
断
念
仏
相
続

十
九
萬
日
大
法
会
を
、
お
迎
え
で
き
る
よ
う
計
画
を
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
各
教
区
か
ら
有
能
な
方
々

を
推
薦
を
い
た
だ
き
誠
に
心
強
く
部
長
と
力
を
一い
つ

に
し
て

努
力
致
す
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
昨
今
の
国
内
を
見
て
み
れ
ば
、
地
震･

台
風
等
自

然
災
害
に
よ
っ
て
多
く
の
尊
い
生
命
財
産
が
失
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
少
子
高
齢
化
と
共
に
人
口
減
少
と
い
う
深

刻
な
社
会
問
題
、
高
齢
者
や
子
ど
も
へ
の
虐
待
事
件
、
小

さ
な
命
が
失
わ
れ
た
大
惨
事
、
高
齢
者
の
交
通
事
故
が
多

発
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
事
件
事
故
は
、
我
々
人
間
が

仏
心
を
も
っ
て
秩
序
を
守
っ
た
な
ら
ば
防
ぐ
事
が
で
き
ま

す
。

　

一
方
、
仏
教
界
で
は
過
疎
化
に
よ
る
檀
信
徒
の
減
少
、

先
祖
の
墓
じ
ま
い
、
寺
離
れ
等
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
本
宗
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ず
こ
の
問
題
に
直

面
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

ら
の
諸
問
題
は
大
き
な
課
題
で
も
あ
り
ま
す
が
、
来
年
は
、

明
智
光
秀
公
が
主
人
公
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
麒
麟
が

く
る
』
が
放
映
さ
れ
ま
す
。
西
教
寺
に
と
っ
て
は
菩
提
寺

と
し
て
の
全
国
に
発
信
す
る
ま
た
と
な
い
チ
ャ
ン
ス
で
あ

り
ま
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
滋
賀
県
、
大
津
市
観
光
協
会
等
と
タ

イ
ア
ッ
プ
し
て
参
拝
者
の
受
け
入
れ
の
充
実
、
そ
れ
に
駐

車
場
問
題
等
課
題
に
取
り
組
み
宗
門
繁
栄
に
務
め
た
く
宗

門
住
職
、
檀
信
徒
皆
様
の
ご
指
導･

ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
就
任
の
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

新
内
局
の
部
長
紹
介

　

社
会
部
長　

蜂
谷
眞
勝
（
福
井
教
区　

法
徳
寺
住
職
）

　

庶
務
部
長　

色
井
秀
宰
（
伊
勢
教
区　

村
主
寺
住
職
）

　

教
学
部
長　

縄
手
教
真
（
伊
勢
教
区　

長
久
寺
住
職
）

　

財
務
部
長　

大
上
良
雅
（
直
轄
教
区　

智
禅
寺
住
職
）

　

就
任
の
ご
あ
い
さ
つ

宗
務
総
長
　
前
阪
　
良
憲

（
滋
賀
教
区 

深
光
寺
住
職
）

総本山西教寺山門
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天
台
真
盛
宗
の
雅が

楽が
く 

⑦

正親町天皇綸旨

　

今
回
の
ご
案
内
は
三
十
二
相
と
宴
曲
に
つ

い
て
で
す
。

　

我
宗
の
人
間
宗
宝
に
表
せ
ら
れ
ま
し
た
故

片
岡
義
道
先
生
が
、
数
百
年
の
時
を
経
た
今

資
料
は
有
っ
て
も
現
存
し
て
い
な
い
宴
曲
や

講
式
を
研
究
さ
れ
て
復
元
、
復
曲
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　

そ
の
中
か
ら
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
声
明
と
雅
楽
を
収

録
し
ま
し
た
三
十
二
相
に
つ
い
て
お
話
し
ま

し
ょ
う
。

　

こ
の
三
十
二
相
と
言
う
曲
は
大
原
魚
山
に

声
明
は
永
ら
く
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
曲
に
は
雅
楽
曲
散さ

ん
ぎ
ん吟
打ち

ょ
う
　
き
ゅ
う球
楽ら

く

と
合
わ

せ
て
奏
す
る
と
古
譜
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で

す
が
昭
和
三
十
年
代
ま
で
合
奏
は
途
絶
え
て

お
り
比
叡
山
の
声
明
の
大
家
の
先
生
方
と
雅

楽
演
奏
は
東
儀
和
太
郎
先
生
が
復
元
し
て
、

復
曲
さ
せ
て
昭
和
三
十
九
年
レ
コ
ー
ド
に
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

我
々
、
真
盛
楽
所
の
メ
ン
バ
ー
も
平
成
元

年
に
東
京
国
立
劇
場
で
真
盛
宗
の
僧
侶
だ
け

で
出
演
し
て
成
功
を
収
め
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
片
岡
先
生
が
遷
化
さ
れ
て
数
年

た
ち
、
本
山
を
始
め
諸
役
の
方
々
が
先
生
の

残
さ
れ
た
我
宗
に
し
か
で
き
な
い
こ
の
声
明

と
雅
楽
の
演
奏
を
残
し
て
い
か
な
い
と
い
け

な
い
と
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

　

そ
の
計
画
に
収
録
す
る
場
所
提
供
を
福
井

武
生
の
引
接
寺
本
堂
で
と
、
故
八
耳
哲
雄
御

山
主
が
申
し
出
ら
れ
収
録
が
始
ま
り
ま
し
た
、

　

元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
に
織
田
信
長
の

比
叡
山
焼
討
ち
に
よ
り
、
西
教
寺
は
全
焼
し

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
わ
ず
か
二
年
後
に
、

西
教
寺
は
復
興
を
許
さ
れ
ま
す
。
延
暦
寺
は
、

武
田
信
玄
な
ど
に
働
き
か
け
、
再
三
に
わ
た

り
復
興
を
試
み
ま
す
が
、
信
長
に
押
さ
え
ら

れ
、
許
可
が
下
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
復
興
が

許
さ
れ
た
の
は
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）、

焼
討
ち
よ
り
十
三
年
後
の
こ
と
で
す
。
い
か

に
西
教
寺
が
異
例
の
早
さ
で
復
興
を
許
さ
れ

た
の
か
が
、
わ
か
り
ま
す
。

　

明
智
光
秀
は
、
焼
き
討
ち
間
も
な
く
、

家
臣
に
命
じ
て
西
教
寺
の
様
子
を
報
告
さ

せ
て
い
ま
す
。「
廃
墟
と
な
り
、
周
囲
を

見
渡
し
て
も
僧
徒
は
身
を
隠
し
、
住
ん
で

い
る
人
は
い
な
い
。」
そ
れ
に
対
し
、
光

秀
は
、
朝
夕
の
勤
行
が
断
絶
し
て
い
る
こ

と
を
憂
い
て
、
家
臣
に
命
じ
、
生
き
残
っ

た
西
教
寺
の
僧
を
探
し
出
し
、
焼
け
跡
よ

り
木
材
を
集
め
て
仮
仏
殿
を
作
っ
た
と
い

う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

明
智
光
秀
が
信
長
を
説
き
伏
せ
、
西
教
寺

早
期
復
興
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
熱
い
想
い
が

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）

に
西
教
寺
第
八
世
真
源
上
人
宛
の
正
親
町
天

皇
綸
旨
文
書
が
今
も
西
教
寺
に
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
綸
旨
と
は
天
皇
の
意
を
受
け
て
発
給

す
る
文
書
で
す
。
文
書
に
は
勅
願
所
（
天
皇

の
命
を
受
け
、
天
下
泰
平
・
国
家
安
全
な
ど

を
祈
願
す
る
寺
院
）
と
す
る
旨
の
内
容
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
復
興
を
事
実
上
容
認
さ
れ
、

勅
願
所
と
し
て
の
環
境
が
既
に
整
っ
て
い
る

こ
と
が
、
こ
の
文
書
よ
り
う
か
が
い
知
る
こ

と
が
出
来
ま
す
。

（
文
責　

明
智
光
秀
公
顕
彰
会　

前
阪
良
樹
）

明
智
光
秀
の
西
教
寺
復
興
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我
々
と
し
て
も
収
録
だ
け
が
目
的
の
演
奏
な

ど
経
験
し
た
事
が
無
く
緊
張
感
を
大
い
に
感

じ
な
が
ら
Ｄ
Ｖ
Ｄ
作
成
に
携
わ
っ
た
事
を
覚

え
て
い
ま
す
。

　

次
に
『
宴
曲
』
に
つ
い
て
お
話
を
致
し
ま

す
と
我
宗
に
は
月
と
秋
の
二
曲
が
有
り
ま
す
。

　

宴
曲
は
別
名
早そ

う

歌か

と
言
わ
れ
て
鎌
倉
時
代

後
期
に
生
ま
れ
た
歌
謡
の
事
で
室
町
時
代
ぐ

ら
い
ま
で
公
家
階
級
、
上
級
武
士
階
級
、
僧

侶
の
な
か
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

月
と
秋
は
そ
れ
こ
そ
宴
の
席
で
唄
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
雅
な
曲
で
秋
の
夜

長
な
ど
に
良
く
合
い
我
々
の
秋
の
時
季
の
雅

楽
練
習
で
は
本
堂
の
縁
で
月
を
見
な
が
ら
演

奏
し
た
事
も
有
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
宴
曲
の
伝
承
は
そ
の
後
し

だ
い
に
能
楽
な
ど
新
し
い
曲
が
生
ま
れ
衰
退

し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
宴
曲
も
片
岡
先
生
が
復
曲
し
欧
州
公

演
に
も
昭
和
五
十
五
年
声
明
だ
け
で
出
演
し

真
盛
楽
所
は
平
成
七
年
三
重
県
総
合
文
化
セ

ン
タ
ー
、
平
成
二
十
二
年
三
重
県
倭
白
山
比

咩
神
社
大
修
復
事
業
完
成
記
念
法
楽
な
ど
で

演
奏
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

次
回
は
壮
大
な
順
次
往
生
講
式
に
つ
い
て

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

　

�

（
文
責　

多
治
見
真
篤
）

　

昔
か
ら
お
盆
に
は
、
ご
先
祖
様
の
霊
を
お

迎
え
す
る
盆
棚
（
精

し
ょ
う
り
ょ
う
だ
な

霊
棚
と
も
い
う
）
を
し

つ
ら
え
、
季
節
果
物
や
野
菜
・
団
子
・
お
は

ぎ
・
素
麺
等
ご
先
祖
様
の
好
物
を
供
え
霊
を

も
て
な
す
と
い
う
気
持
ち
で
お
迎
え
を
さ
れ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

盆
棚
の
お
飾
り
で
あ
る
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
と

ナ
ス
の
牛
は
精
霊
馬
と
言
い
、
ご
先
祖
様
が

無
事
に
あ
ち
ら（
彼
岸
）と
こ
ち
ら（
此
岸
）

を
往
復
す
る
た
め
の
乗
り
物
で
、
キ
ュ
ウ
リ

や
ナ
ス
に
オ
ガ
ラ
ま
た
は
割
り
箸
を
差
し
て

四
本
脚
を
つ
く
り
、
馬
と
牛
に
見
立
て
て
い

ま
す
。

　

キ
ュ
ウ
リ
は
足
の
速
い
馬
で
、
ご
先
祖
様

が
あ
ち
ら
の
世
界
か
ら
少
し
で
も
早
く
家
へ

帰
っ
て
こ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ナ
ス
は
歩
み
が

遅
い
牛
で
、
家
か
ら
あ
ち
ら
の
世
界
ま
で
の

ん
び
り
と
帰
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
重
い
供
物

を
楽
に
持
ち
帰
っ
て
も
ら
う
た
め
に
と
の
願

い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ホ
オ
ズ
キ
は
提
灯
で
、
ご
先
祖
様
が
そ
の

灯
か
り
を
頼
り
に
迷
わ
ず
に
帰
っ
て
こ
ら
れ

ま
す
よ
う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

し
か
し
近
年
は
、
生
活
環
境
の
変
化
か
ら

『
お
盆
休
み
は
家
族
で
海
外
旅
行
』ま
た
、『
マ

ン
シ
ョ
ン
等
で
間
取
り
が
狭
く
盆
棚
は
あ
え

て
し
つ
ら
え
な
い
』
ご
家
庭
も
多
い
よ
う
で

す
が
、
今
年
の
お
盆
は
『
ど
う
し
て
そ
の
文

化
が
あ
る
の
か
？
』『
な
ぜ
我
が
家
は
、
こ

の
盆
棚
を
受
け
つ
い
で
き
た
の
か
？
』
な
ど

家
族
に
尋
ね
る
な
ど
、
じ
っ
く
り
考
え
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

お
盆
の
こ
し
ら
え
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発
行
所　

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

　
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
の
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
一
日
　
福
井
教
区
東
部
組
粟
生
寺
様
団
体

参
拝�

十
六
名

　
　
　
　
　
福
井
教
区
東
部
組
放
光
寺
様
団
体

参
拝�

五
名

十
二
月

　
　
九
日
　
伊
賀
教
区
北
部
組
本
願
寺
様
団
体

参
拝�

一
二
〇
名

五
月

　
二
十
日
　
伊
勢
教
区
笠
松
組
浄
泉
寺
様
団
体

参
拝�

三
十
五
名

二
十
三
日
　
滋
賀
教
区
蒲
生
組
太
光
寺
様
団
体

参
拝�

十
九
名

団
体
参
拝

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

大
河
ド
ラ
マ「
麒
麟
が
く
る
」

禅
明
坊
特
別
展
示
の
ご
案
内
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菊料理のご案内
　西教寺菊料理膳の９品。なます（上段中央）は叡山
しめじ、一夜漬け（下段中央）は草津のコマツナを合
わせるなど湖国を中心に食材を吟味する。菊の花をつ
け込んだ菊酒（中段右）は味がまろやかになり色もこ
はく色になる２、３年ものが主で、重陽の節句にも飲
まれる

　大津市坂本の特産の食用菊を使った料理。菊寿司、
菊なます、菊酒など菊づくし。

　坂本では、昔より「菊を食べないと秋を迎えた気に
ならない」といわれるほど、松茸や栗より身近な秋の
味覚のひとつなのだそうです。ここ西教寺では、鮮や
かな色目と香り・しゃっきりとした食感の坂本菊（食
用）を味わうことができます。
　食前酒からデザートまで、すべて菊料理のフルコー
スは、この時期、この地でしか味わえないもの、目で、
舌で、秋の坂本を満喫できます！

　西教寺菊料理膳
　（期間限定11月10日より30日まで‼）

菊料理の料金
　「１膳2,500円（消費税・拝観料別）」
　●要予約（必ずご予約申し込みを！１日限定150席）
　　お申し込み／西教寺寺務所　大津市坂本5-13-1
　　　　　　　　TEL.077-578-0013

　

二
〇
二
〇
年
の
大
河
ド
ラ

マ
「
麒
麟
が
く
る
」
の
放
映

に
伴
い
、
同
年
三
月
初
旬
か

ら
約
一
年
間
、
西
教
寺
塔
頭

禅
明
坊
に
お
い
て
、
特
別
展

示
を
行
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
西
教
寺
も
参
画

し
て
い
る
、大
河
ド
ラ
マ「
麒

麟
が
く
る
」
大
津
市
観
光
振

興
協
議
会
の
取
り
組
み
で
、

大
河
ド
ラ
マ
の
映
像
や
衣
装
・
小
道
具
、
光
秀
公
に
関
す
る
地

域
の
資
料
な
ど
を
展
示
い
た
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
合
わ
せ
て
西
教
寺
で
は
、
本
坊
表
書
院
奥
に
令
和
元

年
六
月
十
四
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
明
智
光
秀
公
展
示
室
で
、
普

段
非
公
開
と
な
っ
て
い
る
「
光
秀
公
寄
進
状
」
や
、「
明
智
佐

間
之
介
湖
上
渡
り
の
鞍
」
な
ど
、
明
智
光
秀
公
ゆ
か
り
の
貴
重

な
資
料
な
ど
を
特
別
公
開
し
て
お
り
ま
す
。

　

是
非
こ
の
機
会
に
登
山
い
た
だ
き
、
貴
重
な
資
料
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
　

�

大
津
市
観
光
振
興
協
議
会
特
別
展
示
展
入
場
料（
禅
明
坊
）

�

五
〇
〇
円

　
　

西
教
寺
明
智
光
秀
公
展
示
室
入
場
料�

五
〇
〇
円

※�

な
お
、
檀
信
徒
の
方
は
西
教
寺
明
智
光
秀
公
展
示
室
の
み
無

料
で
す
が
、
必
ず
「
寶
珠
」
を
拝
観
受
付
に
て
ご
提
示
く
だ

さ
い
。
ご
不
明
な
点
は
、
西
教
寺
社
会
部
ま
で
御
連
絡
く
だ

さ
い
。

※�

期
間
中
展
示
内
容
が
変
わ
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
が
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

明智光秀公寄進状


