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第１２４号

檀
信
徒
の
皆
様　

こ
ん
に
ち
は

　

今
、
世
界
中
に
拡
が
っ
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
皆
様
が
精
神
的
に
も
物
質

的
に
も
大
き
な
心
労
と
痛
手
を
蒙
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と

に
、
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
目
に
見
え
な
い
も
の
で

あ
る
だ
け
に
私
た
ち
に
大
き
な
不
安
を
あ
た
え
、
こ
れ

に
つ
い
て
の
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
情
報
は
、
私
た
ち
の

不
安
を
さ
ら
に
あ
お
り
、
増
幅
さ
せ
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
こ
れ
に
対
し
て
過
剰
に
反

応
し
が
ち
に
な
り
、「
こ
れ
は
戦
争
だ
」
と
声
高
に
言

う
人
さ
え
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
人
類
は
こ
れ
と
戦
っ
て
も
勝
つ
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
、
昔
か
ら
日
本
で
は
こ
れ
ら
の
疫
病
に
対

応
す
る
に
は
敵
と
し
て
で
は
な
く
、
神
と
し
て
祀
っ
て

き
ま
し
た
。「
行
疫
流
行
神
」
と
し
て
、
ど
う
か
私
た

ち
に
禍
を
も
た
ら
す
こ
と
な
く
、
退
散
し
て
く
だ
さ
い
、

と
祈
っ
た
の
で
す
。

　

医
学
が
進
歩
し
て
き
た
現
代
に
お
い
て
は
、
ウ
イ
ル

ス
に
対
す
る
研
究
が
格
段
に
進
ん
で
い
る
の
で
、
治
療

薬
や
ワ
ク
チ
ン
な
ど
が
い
ず
れ
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
私
た
ち
は
ウ
イ
ル
ス
と
共
存

す
る
し
か
な
い
の
で
す
。

　

な
ぜ
な
ら
、
野
生
動
物
と
共
生
し
て
い
る
ウ
イ
ル
ス

は
地
球
上
に
約
百
七
十
万
い
て
、
そ
の
半
分
は
人
に
感

染
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
形
で
人
間
の
生
活
圏
に
出
て

来
て
我
々
の
生
活
を
脅
か
す
か
予
想
が
つ
か
な
い
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
を
撲
滅
す
る
こ

と
は
不
可
能
な
こ
と
で
す
。

ま
た
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分

以
外
の
も
の
に
す
べ
て
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
自
分
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
と
つ
な
が
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
自
分
に
都
合
の
良

い
も
の
だ
け
受
け
入
れ
、
都
合
の
悪
い
も
の
は
排
除
す

る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

　

宗
祖
真
盛
上
人
は
、
回
虫
に
よ
る
病
を
持
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
遷
化
さ
れ
る
と
き
、「
あ
あ
、
あ

り
が
た
や
。
こ
の
回
虫
に
て
往
生
で
き
る
と
は
う
れ
し

い
な
あ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
自
分
の
身
体
を

悩
ま
せ
続
け
て
き
た
回
虫
に
で
も
怒
り
の
心
を
起
こ
さ

ず
、
か
え
っ
て
、
自
ら
の
往
生
を
助
け
て
く
れ
た
の
だ
、

諭
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
共
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
悪

い
も
の
で
も
一
旦
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
正
し
い
対
応
を
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

そ
し
て
そ
の
正
し
い
対
応
と
は
、
医
学
的
科
学
的
な

対
応
を
基
本
と
し
て
、
自
ら
の
持
っ
て
い
る
免
疫
力
を

高
め
る
た
め
に
規
則
正
し
い
習
慣
を
守
る
こ
と
と
、
仏

が
私
た
ち
に
与
え
て
く
だ
さ
る
施
無
畏
を
信
じ
て
、
す

べ
て
の
も
の
の
幸
せ
を
日
々
祈
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

天
台
真
盛
宗
管
長

�

武
田
　
圓
寵

規
則
正
し
い
習
慣
と
日
々
の
祈
り

宗祖大師殿 唐門にある麒麟の彫刻



令和２年８月１日 第 124 号　（2）宝　　　　　珠

　
ま
ず
も
っ
て
今
下
の
一
大
事
、
日
本
は
も

と
よ
り
世
界
中
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
爆
発
的
感

染
に
お
の
の
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
て
不
幸
に
も
お
亡
く
な
り
な
ら
れ
た

方
々
に
お
悔
み
申
し
上
げ
、
又
感
染
さ
れ
た

方
々
、
そ
の
御
家
族
関
係
者
に
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　
私
儀
、
昨
年
三
月
宗
祖
真
盛
上
人
が
善
光

寺
参
拝
の
帰
途
、「
越
の
国
」
教
化
の
中
心

念
仏
道
場
と
し
て
開
基
な
さ
れ
ま
し
た
、
旧

武
生
越
前
市
京
町
　
別
格
本
山
攝
取
山
引
接

寺
第
四
十
五
世
の
法
燈
を
ま
こ
と
に
有
難
い

御
縁
に
導
か
れ
、
継
承
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
越
前
は
古
来
よ
り
「
仏
教
王
国
」
と

言
わ
れ
、
引
接
寺
も
信
仰
心
厚
き
人
々
に
よ

り
護
持
さ
れ
て
参
り
ま
し
た
。
昨
年
六
月

十
五
日
、
創
立
百
年
以
上
の
歴
史
あ
る
丈
生

幼
稚
園
の
可
愛
ら
し
い
園
児
を
始
め
福
井
教

区
僧
侶
総
代
方
に
お
迎
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。

古
式
に
の
っ
と
り
先
ず
国
分
寺
、
越
の
国
総

社
大
神
宮
報
告
参
拝
、
寺
町
通
り
を
お
練
り
、

開
門
行
事
や
本
尊
阿
弥
陀
如
来
御
宝
前
に
お

い
て
晋
山
報
告
法
要
が
魔
事
無
く
挙
行
で
き

た
の
は
、
今
か
ら
思
え
ば
、
誠
に
有
難
き
こ

と
で
あ
っ
た
と
感
無
量
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
さ
て
、
人
類
の
歴
史
は
、
い
わ
ゆ
る
「
疫

病
」
感
染
症
と
の
戦
い
の
歴
史
と
も
言
わ
れ

ま
す
。
遠
く
は
平
安
時
代
京
の
祗
園
祭
の
起

源
や
、
引
接
寺
で
毎
朝
お
勤
め
し
て
お
り
ま

す
、
真
盛
上
人
御
縁
の
善
光
寺
一
光
三
尊
仏

の
由
来
を
訪
ね
る
と
、
そ
の
時
代
の
人
々
が
、

疫
病
を
お
そ
れ
、
祈
り
、
乗
り
越
え
て
来
た

足
跡
が
解
り
ま
す
。
近
く
は
「
コ
ロ
リ
＝
コ

レ
ラ
」「
ペ
ス
ト
」「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」、
最

近
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
「
サ
ー
ズ
」「
マ
ー

ズ
」。
地
球
上
の
多
く
の
人
々
が
感
染
し
て

亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
間
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の

「
要
」
と
し
て
「
密
閉
、
密
集
、
密
接
」
の

三
密
を
避
け
ま
し
ょ
う
と
さ
か
ん
に
言
わ
れ

ま
す
。
一
方
仏
教
用
語
で
「
三
密
」
は
、
密

教
（
天
台
・
真
言
）
修
業
の
「
基
」
と
な
る

言
葉
で
す
。
葬
儀
を
は
じ
め
、
お
盆
、
彼
岸

等
で
営
む
光
明
供
施
餓
鬼
法
則
啓
白
文
の
中

に
も

『
光
明
真
言
の
秘
法
を
修
す
る
こ
と
あ
り
〜

　
　
三
密
加
持
の
春
の
花
は

�

即
事
而
真
の
林
に
開
き
』

と
あ
り
ま
す
。
密
教
で
行
わ
れ
る
す
べ
て
の

儀
礼
の
基
本
に
こ
の
「
三
密
加
持
」
が
あ
り
、

天
台
の
教
え
に
連
な
る
我
々
が
必
ず
修
め
る

必
要
が
あ
る
の
が
、「
三
密
加
持
」
の
行
で

あ
り
ま
す
。
三
密
加
持
の
意
味
。
ま
ず
「
身

密
」
本
尊
を
現
す
「
印
」
を
手
で
結
ぶ
こ
と
。

「
口
密
」
本
尊
の
真
言
を
口
で
唱
え
る
こ
と
。

「
意
密
」
ご
本
尊
の
姿
を
心
「
意
」
に
思
い

描
く
こ
と
。
こ
の
三
密
が
完
璧
に
で
き
る
こ

と
、
仏
と
自
分
が
一
体
化
す
る
こ
と
を
「
加

持
」
と
言
い
ま
す
。
天
台
の
大
切
な
教
え
に

「
山
川
草
木
悉
有
仏
性
」
が
あ
り
ま
す
。
生

き
と
し
生
け
る
も
の
、
更
に
山
や
川
ま
で
も

仏
性
＝
仏
に
な
れ
る
種
を
宿
し
て
い
る
。
自

分
自
身
と
仏
が
一
体
と
な
り
、
そ
の
種
が
花

開
く
よ
う
に
、
三
密
を
守
り
、
日
々
精
進
し

て
い
く
の
が
、
私
達
の
正
に
め
ざ
す
道
で
あ

り
ま
す
。

　「
身
密
」　

�
手
を
洗
い
、
身
を
清
め
、
日
々

の
行
動
を
見
直
し
、
自
分
勝
手

な
行
動
を
し
な
い
。

　

「
口
密
」　

�

う
が
い
を
し
っ
か
り
行
い
口
を

清
め
、
自
分
の
言
動
を
見
直
す
。

　

「
意
密
」　

�

自
分
の
心
を
見
つ
め
直
し
、

様
々
な
情
報
に
惑
わ
さ
れ
な
い
。

　
自
分
の
心
と
向
き
あ
い
な
が
ら
、
真
心
を

込
め
た
行
動
や
発
言
を
心
が
け
た
い
。
そ
し

て
自
分
が
感
染
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と

恐
れ
、
大
切
な
周
り
の
人
々
に
感
染
さ
せ
な

い
と
心
が
け
る
こ
と
。
二
次
三
次
の
感
染
の

増
加
は
必
ず
来
る
と
心
し
、
全
て
の
自
粛
要

件
が
解
除
と
な
り
ま
し
た
が
、
専
用
の
治
療

薬
や
ワ
ク
チ
ン
が
無
い
状
況
を
見
れ
ば
、
ま

だ
ま
だ
「
気
の
緩
み
」
は
禁
物
で
す
。「
コ

ロ
ナ
以
前
」
の
当
り
前
が
、
現
在
の
当
り
前

で
は
な
い
と
自
覚
し
、
生
き
、
生
か
さ
れ
て

い
る
と
い
う
生
命
の
大
切
さ
を
自
覚
し
ま

し
ょ
う
。

　
真
盛
上
人
が
示
さ
れ
た
「
人
と
し
て
し
て

は
い
け
な
い
こ
と
は
一
切
し
な
い
。
何
の
わ

だ
か
ま
り
の
無
い
お
念
仏
を
」
の
道
を
共
に

歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

［
祗
園
御
霊
会
］

　
八
六
九
年
（
貞
観
十
一
年
）
に
疫
病
が
流
行
し

た
際
、
疫
病
消
除
や
天
下
泰
平
を
祈
り
、
当
時
の

国
数
六
十
六
本
の
鉾
を
建
て
、
八
坂
神
社
か
ら
神

泉
苑
へ
輿
を
渡
御
し
た
の
が
今
の
山
鉾
巡
行
祗
園

祭
の
起
源
と
さ
れ
る
。

［
善
光
寺
一
光
三
尊
仏
の
逸
話
］

　
善
光
寺
秘
仏
本
尊
の
一
光
三
尊
仏
に
は
「
イ
ン

ド
の
月
蓋
長
者
が
、
娘
の
疫
病
を
治
そ
う
と
、
釈

迦
尊
者
に
教
え
を
乞
い
、
教
え
に
従
い
、
西
方
に

向
か
っ
て
祈
る
と
、
阿
弥
陀
仏
が
観
音
菩
薩
と
勢

至
菩
薩
を
従
え
て
現
れ
、
疫
病
か
ら
救
っ
た
姿
で

あ
る
」
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。

三
密
は
避
け
る
も
の

三
密
加
持
は
大
切
な
も
の

 

福
井
教
区
　
別
格
本
山
　
引
接
寺
　
山
主
　
市
川
　
隆
成
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仏
教
の
母
山
で
あ
る
比
叡
山
延
暦
寺
の
大

講
堂
に
は
、
大
日
如
来
を
御
本
尊
を
と
し
て
、

そ
の
左
右
に
は
比
叡
山
で
研
鑽
を
積
ま
れ
た

各
宗
派
の
開
祖
の
御
木
像
が
祀
ら
れ
、
外
陣

に
は
お
釈
迦
様
を
始
め
と
し
て
仏
教
・
天
台

宗
ゆ
か
り
の
高
僧
の
肖
像
画
が
掲
げ
ら
れ
て

お
り
ま
す
。

　
我
が
宗
の
宗
祖
慈
摂
大
師
真
盛
上
人
も
、

他
の
宗
派
の
祖
師
高
僧
と
共
々
に
お
祀
り
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
尊
像
は
、
昭
和
三
十
年
に
大
講
堂
が

火
災
で
灰
燼
に
帰
し
た
後
、
大
講
堂
再
建
に

つ
い
て
、
延
暦
寺
よ
り
本
宗
へ
祖
師
の
御
木

像
謹
刻
の
依
頼
が
あ
り
、
当
山
が
大
本
坊
落

慶
大
法
会
を
勤
め
る
と
い
う
機
に
併
せ
て
奉

安
し
よ
う
と
計
画
さ
れ
、
昭
和
三
十
五
年
四

月
に
福
井
県
武
生
の
内
藤
雅
雲
師
に
よ
り
、

謹
刻
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
尊
像
の
彩
色
が
、
経
年
の

劣
化
に
よ
り
塗
膜
の
剥
離
と
剥
落
が
進
ん
で
、

今
回
現
状
の
塗
装
を
一
度
掻
き
落
と
し
て
新

た
に
彩
色
を
施
す
塗
直
し
を
行
う
修
理
作
業

と
な
り
ま
し
た
。

　
約
七
ヶ
月
に
わ
た
る
修
理
事
業
の
後
、
去

る
六
月
二
日
に
延
暦
寺
小
堀
光
實
前
執
行
を

御
導
師
と
し
て
延
暦
寺
一
山
四
名
式
衆
に
よ

り
還
座
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法

要
に
際
し
、
発
願
者
で
あ
り
ま
す
伊
勢
教
区

比
叡
山
延
暦
寺
大
講
堂
に
お
い
て

　
　
宗
祖
真
盛
上
人
御
尊
像
が
修
復
さ
れ
る

成
願
寺
西
山

真
澄
師
と
有

縁
の
方
々
、

並
び
に
西
教

寺
内
局
と
塔

頭
寺
院
住
職

一
同
が
随
喜

さ
れ
ま
し
た
。

　
法
要
後
、

小
堀
前
執
行

が
、「
申
す

ま
で
も
な
く

世
間
で
は
目

に
見
え
な
い
大
変
恐
ろ
し
い
疫
病
が
蔓
延
を

し
て
お
る
最
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
ん
な
中

で
も
本
日
漸
く
天
台
真
盛
宗
の
御
開
祖
で
あ

り
ま
す
慈
摂
大
師
真
盛
上
人
様
の
御
尊
像
が
、

こ
こ
に
御
無
事
に
お
還
り
を
い
た
だ
き
、
ご

還
座
の
お
勤
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
こ
と

は
誠
に
尊
く
有
難
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

真
盛
上
人
様
が
お
元
気
な
頃
も
お
そ
ら
く
目

に
見
え
ぬ
病
に
、
人
々
の
体
が
、
或
い
は
心

が
、
苛
ま
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
一
心
に
戒
を
保
ち
、
念
佛
を
称
え
、

称
名
念
佛
を
世
の
人
々
に
等
し
く
お
弘
め
に

な
ら
れ
た
こ
と
を
思
う
と
き
、
こ
の
比
叡
山

に
居
り
ま
す
者
は
、
祖
師
方
の
御
苦
労
を
思

い
、
人
々
へ
そ
の
思
い
を
し
っ
か
り
と
伝
え

て
い
く
こ
と
が
役
目
で
あ
る
と
改
め
て
実
感

し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
こ
の
す

が
す
が
し
さ
の
中
で
、
ご
還
座
の
お
勤
め
が

で
き
た
の
も
、
我
々
に
と
っ
て
励
み
に
な
り
、

こ
れ
か
ら
も
祖
師
方
の
お
御
心
を
拝
し
、
共

に
手
を
携
え
、
そ
し
て
世
界
の
人
々
の
心
の

安
寧
を
祈
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
た
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。」と
ご
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。

　
比
叡
山
へ
御
登
山
の
際
は
、
輝
き
を
取
り

戻
し
た
宗
祖
が
お
祀
り
し
て
い
る
大
講
堂
へ

是
非
と
も
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

禅
明
坊
光
秀
館
の

　
　
　
　
ご
案
内

　
今
年
の
一
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
大
河
ド

ラ
マ
「
麒
麟
が
く
る
」
の
主
人
公
は
、
西
教

寺
を
菩
提
寺
と
す
る
明
智
光
秀
公
で
す
。

　
明
智
光
秀
一
族
の
墓
や
、
妻
熙
子
の
墓
が

あ
る
西
教
寺
を
は
じ
め
、
光
秀
公
が
築
城
し

た
坂
本
城
、
明
智
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
盛
安

寺
、
坂
本
城
の
城
門
が
残
る
聖
衆
来
迎
寺
な

ど
、
光
秀
公
ゆ
か
り
の
場
所
が
大
津
市
坂
本

一
帯
に
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
津
市
を
含

む
官
民
連
携
の
協
議
会
が
中
心
と
な
り
、「
び

わ
湖
大
津
　
光
秀
大
博
覧
会
」
を
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
大
博
覧
会
の
メ
イ
ン
拠
点
の
ひ
と
つ
が
、

西
教
寺
の
境

内
に
あ
る

「
禅
明
坊
光

秀
館
」で
す
。

　
当
初
三
月

八
日
オ
ー
プ

ン
の
予
定
で

準
備
を
し
て

お
り
ま
し
た

が
、
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
感

染
拡
大
の
影

左より　 一遍上人・宗祖真盛上人・親鸞上人・
法然上人・良忍上人

修復された宗祖慈摂大師真盛上人御尊像
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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

菊
料
理
の
ご
案
内

　
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
三
日
　
伊
勢
教
区
笠
松
組
浄
泉
寺
様
団
体

参
拝�

三
十
五
名

十
二
月

一
日
　
　
　
伊
賀
教
区
西
部
組
西
蓮
寺
様
団
体

参
拝�

二
十
四
名

六
日
　
　
　
伊
賀
教
区
御
詠
歌
交
流
連
盟
様
団

体
参
拝�

九
十
一
名

一
月

九
日
　
　
　
伊
勢
教
区
小
倭
上
組
成
願
寺
様
団

体
参
拝�

二
十
三
名

二
月

十
九
日
　
　
滋
賀
教
区
滋
賀
南
組
西
接
寺
様
団

体
参
拝�

十
五
名

団
体
参
拝

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
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響
で
オ
ー
プ
ン
延
期
、
四
月
一
日
に
一
度

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
緊
急
事

態
宣
言
で
一
旦
閉
館
、
宣
言
が
解
除
さ
れ

六
月
五
日
か
ら
よ
う
や
く
再
開
で
き
、
お

客
様
を
お
迎
え
し
て
お
り
ま
す
。

　
禅
明
坊
光
秀
館
で
は
、
大
き
く
二
つ
の

展
示
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
一
つ
目
の
び
わ
湖
大
津「
麒
麟
が
く
る
」

展
で
は
、
西
教
寺
に
妻
・
熙
子
の
墓
が
あ

る
こ
と
に
ち
な
み
、
光
秀
公
と
熙
子
の
夫

婦
に
関
す
る
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
入
館
し
て
す
ぐ
、
明
智
光
秀
役
の
長
谷

川
博
己
さ
ん
と
、
熙
子
役
の
木
村
文
乃
さ

ん
の
等
身
大
パ
ネ
ル
に
挟
ま
れ
て
記
念
撮

影
を
し
た
後
は
、
長
谷
川
さ
ん
が
西
教
寺

を
訪
れ
た
際
の
映
像
や
ド
ラ
マ
の
メ
イ
キ

ン
グ
映
像
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
ま
た
、
ド
ラ
マ
の
中
で
光
秀
や
熙
子
が

着
て
い
る
衣
装
、
使
用
し
た
小
道
具
な
ど

が
間
近
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、
大
河
ド
ラ

マ
が
、
ぐ
っ
と
近
い
存
在
に
な
り
、
さ
ら

に
ド
ラ
マ
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。

　
二
つ
目
の「
近
江
の
光
秀
も
の
が
た
り
展
」

で
は
、
部
屋
全
体
を
滋
賀
県
に
見
立
て
、

水
城
や
山
城

な
ど
、
戦
国

の
近
江
を
紹

介
し
て
い
ま

す
。
び
わ
湖

の
真
ん
中
に

立
て
ば
、
戦

国
時
代
、
び

わ
湖
の
周
り

三
六
〇
度
が

城
に
囲
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
で

き
ま
す
。

　
東
国
や
北
陸
と
京
を
結
ぶ
、
び
わ
湖
を

擁
す
る
近
江
は
、
戦
国
時
代
に
は
た
い
へ

ん
重
要
な
場
所
で
あ
り
、「
近
江
を
制
す

る
も
の
は
、
天
下
を
制
す
」
と
い
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
、
実
感
い
た
だ
け
ま
す
。

　
ま
た
、
び
わ
湖
の
部
屋
の
あ
と
に
は
、

明
智
光
秀
公
の
も
の
と
伝
わ
る
甲
冑
や
、

志
賀
の
陣
か
ら
比
叡
山
焼
き
討
ち
、
坂
本

城
築
城
ま
で
の
、
坂
本
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
ド
ラ
マ
を
映
像
で
展
示
し
て
お
り
ま
す
。

　
禅
明
坊
光
秀
館
の
後
は
、
西
教
寺
境
内

を
ゆ
っ
く
り
と
散
策
い
た
だ
き
、
不
断
念

仏
の
鉦
の
音
に
耳
を
す
ま
せ
な
が
ら
、
光

秀
公
の
お
墓
の
前
で
手
を
合
わ
せ
、
光
秀

公
資
料
室
で
直
筆
の
書
状
な
ど
貴
重
な
資

料
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
禅
明
坊
光
秀
館
は
、
来
年
二
月
七
日
ま

で
開
館
し
て
い
る
予
定
で
す
の
で
、
こ
の

機
会
に
是
非
西
教
寺
に
足
を
運
ば
れ
、
今

話
題
の
光
秀
公
に
つ
い
て
、
思
い
を
め
ぐ

ら
せ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
ご
来
場
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

  

禅
明
坊
光
秀
館
　
入
館
料
五
〇
〇
円

　
西
教
寺
菊
料
理
膳
の
九
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
二
、三
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
！

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

西
教
寺
菊
料
理
膳

（
期
間
限
定
十
一
月
十
日
よ
り
三
十
日
ま
で
‼
）


