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宗
祖
真
盛
上
人
は
、「
円
戒
国
師
奏
進
ご
法
語
」
の
中
で
、

「
御
手
に
数
珠
を
取
ら
ず
、
御
口
に
声
な
く
と
も
、
御
忘

れ
な
き
ば
か
り
が
念
仏
に
て
候そ
ろ

べ
く
候そ

ろ

」
と
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

信
心
を
大
事
に
し
て
疑
い
の
心
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
、

お
数
珠
を
手
に
せ
ず
、
声
に
出
さ
な
く
て
も
、
心
に
留
め

置
く
お
念
仏
が
上
人
の
お
示
し
に
な
ら
れ
た
お
念
仏
と
も

い
え
る
の
で
す
。

　

こ
の
上
人
の
お
念
仏
は
、「
不
断
念
仏
（
常
念
仏
）」
と

呼
ば
れ
、
私
た
ち
が
、
心
を
正
し
て
、
阿
弥
陀
様
の
お
誓

い
を
信
じ
、
極
楽
に
上
品
往
生
し
て
、
仏
様
の
知
恵
と
慈

悲
で
も
っ
て
、
人
々
の
安
穏
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

比
叡
山
で
の
長
年
の
修
行
の
後
感
得
さ
れ
ま
し
た
「
往
生

の
極
意
」
で
す
が
、　

上
人
は
皆
様
に
そ
の
お
念
仏
を
習

得
い
た
だ
く
為
に
「
別
時
念
仏
会
」
を
修
す
る
事
を
お
勧

め
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
一
日
、
三
日
、
十
日
、
四
十
八
日
（
阿
弥
陀

様
の
誓
い
の
数
）、
九
十
日
と
日
限
を
区
切
っ
て
、
そ
の

期
間
中
は
す
べ
て
の
世
俗
の
業
務
を
忘
れ
、
念
仏
一
途
に

な
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
あ
り
が
た
い
お
勤
め
で
す
。

　

そ
し
て
、
別
時
念
仏
会
を
修
し
、
上
人
の
お
念
仏
を
広

く
知
ら
し
め
る
た
め
、
各
地
に
「
不
断
念
仏
道
場
」
を
開

か
れ
ま
し
た
。

　

ご
本
山
西
教
寺
を
初
め
と
し
て
、
福
井
県
で
は
引
接
寺
、

西
光
寺
、
放
光
寺
、
青
蓮
寺
、
蓮
光
寺
、
三
重
県
伊
賀
で

は
西
蓮
寺
、
九
品
寺
、
西
福
寺
、
西
盛
寺
、
伊
勢
で
は
西

来
寺
、
成
願
寺
、
恵
光
寺
、
称
名
寺
、
蓮
生
寺
、
光
泉
寺

の
十
六
ケ
寺
で
別
時
念
仏
会
が
勤
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
山
西
教
寺
で
は
、
今
で
も
毎
年
九
月
最
後
の
土
日
、

そ
の
「
別
時
念
仏
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
本
宗
と
し
ま
し
て
上
人
の
不
断
念

仏
（
常
念
仏
）
を
後
世
に
繋
げ
る
た
め
、万
日
法
要
（
一
万

日
ご
と
の
法
要
）
が
勤
修
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

記
録
を
見
ま
す
と
、
元
禄
七
年
（
一
六
五
二
）
三
月

十
五
日
、
宗
祖
常
念
仏
開
白
七
万
日
法
要
が
勤
修
さ
れ
ま

し
た
。

　

万
日
法
要
の
開
催
は
こ
れ
が
最
初
で
す
が
、
当
時
西
教

寺
一
門
は
、徳
川
幕
府
の
命
に
よ
り
、天
台
系
の
別
派
「
安

樂
律
宗
」
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
東
叡
山
輪
王
寺
（
今
の

寛
永
寺
）
の
傘
下
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
危
機
感
を
持
っ
た
西
教
寺
は
、
宗
祖
の
み
教
え

「
常
念
仏
」
を
後
世
に
伝
え
る
べ
く
、
あ
り
が
た
い
お
念

仏
の
お
勤
め
と
し
て
、
こ
の
法
要
を
盛
大
に
修
し
ま
し
た
。

　

こ
の
時
、浄
瑠
璃「
大
念
仏
七
万
日
詣
」が
所
演
さ
れ
、西

教
寺
の
門
前
を
中
心
に
数
多
く
の
茶
店
、見
世
物
小
屋
も
立

ち
並
び
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。
特
に
見
世
物
の
興

業
は
、
信
仰
を
兼
ね
た
人
々
の
娯
楽
の
場
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
法
要
は
、
八
万
日
、
九
万
日
、
十
万
日
と
続
く
ご

と
に
盛
況
を
呈
し
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

平
成
十
二
年
、
十
八
万
日
法
要
が
勤
修
さ
れ
て
か
ら
早

十
六
年
、
十
九
万
日
法
要
に
お
出
会
い
で
き
る
御
勝
縁
の

日
が
近
づ
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
節
は
ぜ
ひ
ご
参
詣
い
た
だ
き
、
滅め
つ
ざ
い
せ
い

罪
生
善ぜ

ん

、
現げ

ん
せ世

安あ
ん
の
ん穏

、
後ご

し
ょ
う生

善ぜ
ん
し
ょ処

を
祈
願
、
天
台
真
盛
宗
に
御
縁
の
あ
り

ま
し
た
こ
と
を
喜
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

合
掌

あ
り
が
た
い
お
念
仏
の
お
勤
め

 

︱
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仏
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仏
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萬
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︱
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れ
盛
大
に
勤
ま
り
ま
し
た
。
三
年
前
ご
縁

あ
っ
て
兼
務
住
職
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
。

私
が
観
音
さ
ま
の
念
彼
観
音
力
に
よ
っ
て
勤

め
た
法
要
の
様
子
と
観
音
経
の
一
節
、
降
雹

澍
大
雨
の
お
話
を
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

事
実
、
前
日
の
準
備
は
好
天
に
恵
ま
れ
て

い
ま
し
た
が
、天
気
予
報
で
は
、四
月
十
七
日

は
、
大
雨
と
の
予
報
で
し
た
の
で
、
実
行
委

員
会
の
役
員

さ
ん
は
、
何

日
も
前
か
ら

大
雨
を
予
測
、

境
内
一
帯
を

雨
除
け
の
た

め
に
大
テ
ン

ト
を
張
り
準

備
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
十

七
日
は
、
天

気
予
報
通
り

前
日
の
夜
半

一
、
降ご
う

雹ば
く

澍じ
ゅ

大だ
い

雨う

　

光
明
寺
の
本
尊
は
十
一
面
観
世
音
菩
薩
で

す
。（
以
下　

観
音
菩
薩
）
三
十
三
年
目
に

本
開
帳
法
要
、
十
七
年
目
に
は
中
開
帳
法
要

を
厳
修
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
が
中
開
帳
法
要
の
年
に
当
た
り
、
去

る
四
月
十
七
日
（
日
）
に
地
元
の
普
門
信
徒

さ
ん
、
善
男
善
女
、
老
若
男
女
が
、
参
詣
さ

か
ら
土
砂
降
り
で
、
と
て
も
お
稚
児
行
列
等

お
練
り
が
で
き
る
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

雨
対
策
を
考
え
つ
つ
十
時
に
開
闢
法
要
を
勤

め
ま
し
た
が
、
雨
は
一
向
に
止
ま
ず
、
お
練

り
を
諦
め
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

と
こ
ろ
が
お
厨
子
の
御
扉
を
開
け
『
観
自
在

菩
薩　

行
深
般
若
…
』
と
お
経
を
唱
え
る
や

否
や
、
薄
暗
い
堂
内
で
あ
っ
た
の
が
や
や
明

る
く
な
り
、
不
思
議
な
こ
と
に
今
ま
で
降
っ

て
い
た
大
雨
が
小
雨
と
な
り
、
空
が
や
や
明

る
く
な
っ
て
本
堂
に
陽
が
差
し
て
き
た
よ
う

で
す
。
そ
れ
で
も
降
っ
た
り
止
ん
だ
り
の
天

候
で
、
お
練
り
の
正
午
に
は
晴
れ
る
よ
う
祈

り
つ
つ
待
っ
て
い
ま
し
た
。
有
り
難
や
十
二

時
半
頃
、
空
は
明
る
く
四
月
の
好
天
、
青
空

と
な
り
陽
が
差
し
て
き
ま
し
た
。
観
音
菩
薩

の
御
利
益
を
い
た
だ
き
一
同
安
堵
い
た
し
ま

十
一
面
観
世
音
菩
薩 

中
開
帳
法
要

「
念
彼
観
音
力
と
法
悦
」

　
　
　
　
滋
賀
県
真
野
普
門
光
明
寺
住
職

�
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（
深
光
寺
住
職
）

（写真提供：大津市歴史博物館）

お稚児さんのお練りと住職

光明寺到着前に突風が 信徒総代を先頭で御詠歌のみなさま
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し
た
。
予
定
通
り
普
門
自
治
会
館
を
出
発
、

露
払
い
信
徒
総
代
を
先
頭
に
ご
詠
歌
講
二
十

六
名
、
住
職
、
招
待
僧
、
稚
児
三
十
名
、
信

徒
約
百
余
名
の
大
練
供
養
が
真
野
普
門
の
町

の
中
を
約
一
時
間
に
渡
っ
て
お
練
り
で
す
。

家
の
先
々
で
町
衆
の
方
が
手
を
合
わ
せ
て
拝

み
、
可
愛
い
お
稚
児
さ
ん
に
拍
手
、
曇
っ
て

い
た
空
も
青
空
と
な
り
、
赫
々
と
光
が
照
し

朗
々
と
流
れ
る
御
詠
歌
の
美
し
い
声
と
鈴
の

音
の
中
、
善
男
善
女
、
法
悦
の
行
列
が
続
き

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
神
田
神
社
鳥
居
前
、
光

明
寺
へ
あ
と
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
到
着
す

る
と
こ
ろ
で
、
突
然
、
天
候
が
変
わ
り
突
風

が
吹
き
、
お
稚
児
さ
ん
が
立
っ
て
い
ら
れ
な

い
。
導
師
の
朱
傘
が
風
で
さ
せ
な
い
く
ら
い
、

ビ
ュ
ー
ビ
ュ
ー
荒
く
ん
だ
嵐
、
空
は
、
ど
ん

よ
り
と
今
で
も
、
大
雨
が
降
り
そ
う
で
す
。

手
に
持
っ
て
い
る
物
が
吹
き
と
ぶ
よ
う
な
強

風
と
な
り
ま
し
た
。

　

ひ
と
り
の
役
員
が
と
ん
で
き
て
、
い
ま
本

堂
の
中
が
風
で
、
花
立
て
、
ロ
ー
ソ
ク
立
て
、

供
物
が
風
で
散
ら
か
り
、
そ
れ
を
整
え
て
い

る
か
ら
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
ほ
し
い
と
の
伝
言
、

ゆ
っ
く
り
境
内
に
着
い
て
も
嵐
は
止
ま
ら
ず
、

塔
婆
前
の
三
具
足
は
吹
っ
飛
び
経
本
を
開
け

る
こ
と
も
出
来
な
い
状
態
で
す
。

　

し
か
し
、
不
思
議
や
、
お
稚
児
さ
ん
が
内

陣
へ
入
堂
、
観
音
菩
薩
前
で
小
さ
な
手
を
合

わ
せ
、
観
音
さ
ま
を
拝
み
は
じ
め
る
と
、
今

ま
で
の
猛
風
が
止
み
、
静
け
さ
を
取
り
戻
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

私
が
『
抑
も
十
一
面
観
世
音
菩
薩
ご
恩
徳

報
謝
の
庭
…
（
中
略
）
…
普
門
ノ
在
所
ノ
名

ハ
観
音
ノ
威
徳
ア
リ
、
当
地
ニ
良
ク
災
厄
ヲ

防
ギ
巨
益
ヲ
施
シ
玉
ウ
。
而シ
コ

シ
テ
茲
ニ
平
成

二
十
八
年
四
月
十
七
日
十
一
面
観
世
音
菩
薩

中
開
帳
ヲ
迎
エ
稚
児
、
詠
歌
奉
納
、
及
び
実

行
委
員
会
、
お
練
り
供
養
奉
納
ヲ
厳
修
シ
、

念
彼
観
音
力
の
法
悦
ヲ
頂
キ
普
門
光
明
寺
信

徒
善
男
善
女
同
席
結
縁
ス
、
オ
モ
ン
ミ
レ
バ

正
ニ
今
修
ス
ル
所
、
観
音
ノ
妙
行
ニ
、
三
業

ノ
罪
障
ノ
消
滅
ヲ
願
。
観
音
ノ
霊
験
ヲ
迎
グ

願
ク
ハ
、
観
音
妙
智
力
ノ
威
力
、
益
々
増
益

シ
慈
眼
視
衆
生
。
福
寿
海
無
量
ニ
テ
万
民
快

楽
シ
、
地
域
興
隆
セ
ン
ト
…
と
、
法
則
唱
エ

奉
ル
』
や
否
や
な
ん
と
外
が
明
る
く
陽
が
差

し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
風
も
止

み
、
観
音
経
一
節
に
『
雲う
ん

雷ら
い

鼓く

掣せ
い

電で
ん　

降ご
う

雹ば
く

澍じ
ゅ

大だ
い

雨う　

念ね
ん

彼び

観か
ん

音の

力り
き　

應お
う
じ
と
く
し
ょ
う
さ
ん

時
得
消
散
…
』

俄
に
雲
が
出
て
一
天
嵐
に
な
り
、
雷
が
鳴
り

響
き
、
稲
妻
が
大
地
に
向
か
っ
て
お
そ
う
、

で
も
観
音
さ
ま
の
力
を
念
ず
れ
ば
、
時
、
ま

た
ず
し
て
消
え
去
っ
て
嵐
も
止
ん
で
し
ま
う

で
し
ょ
う
。

　

そ
の
現
象
が
現
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。念
彼
観
音
力　

應お
う
じ
と
く
し
ょ
う
さ
ん

時
得
消
散
、ま
さ
し
く

普ふ
み
ょ
う
し
ょ
う
せ
け
ん

明
照
世
間
。
澍じ

ゅ

甘か
ん

露ろ

法ほ
う

雨う

で
あ
り
ま
し
た
。

　

不
思
議
な
現
象
の
中
、
法
要
が
進
め
ら
れ

ま
し
た
。
法
要
終
了
後
に
は
明
る
い
青
空
と

な
り
光
々
と
輝
き
盛
況
裡
に
厳
修
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
第
二
部
と
し
て
中
開
帳
実

行
委
員
会
が
熟
慮
を
重
ね
、
法
要
と
芸
能
奉

納
、
併
せ
て
、
日
本
仏
教
文
化
を
取
り
入
れ
、

御
詠
歌
奉
納
、
大
正
琴
演
奏
、
三
味
線
尺
八

合
奏
、
続
い
て
念
仏
踊
り
で
盛
り
上
げ
最
後

に
住
職
の
法
話
も
っ
て
十
六
時
四
十
分
に

十
一
面
観
世
音
菩
薩
の
御
扉
が
住
職
に
よ
っ

て
静
か
に
閉
め
ら
れ
ま
し
た
。
御
利
益
を
頂

い
た
法
要
で
あ
り
ま
し
た
。

　

平
成
四
十
五
年
（
二
〇
三
三
年
）
に
は
本

開
帳
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
か

ら
福
聚
海
無
量　

普
門
示
現
（
一
切
の
諸
菩

薩
が
現
れ
て
）
を
勧
悦
を
念
ず
る
次
第
で
す
。

二
、
普
門
と
光
明
寺
の
縁
起

　

光
明
寺
は
湖
西
道
路
真
野
イ
ン
タ
ー
東
北

約
五
百
米
の
位
置
に
あ
り
、
神
田
神
社
（
彦

国
葦
命
）
と
境
内
は
一
帯
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

神
田
神
社
に
保
存
さ
れ
て
い
る
棟
札
の
中

に
（
大
津
市
史
参
照
）

　
「
神
田
大
明
神
社
頭
安
全
村
内
繁
昌
祈
修

　

文
化
三
寅
于
八
月
二
十
日
（
一
八
〇
七
）

遷
宮
導
師
光
明
寺
現
住
満
空
…
」
と
あ
り
、

光
明
寺
の
住
職
が
祭
司
し
て
い
た
の
で
神
仏

習
合
の
寺
と
し
て
繁
栄
し
て
き
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
縁
起
に
よ
れ
ば
、
本
尊
十
一
面

観
世
音
菩
薩
は
、聖
徳
太
子
が「
諸
難
消
滅
」

御
厄
除
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

九
十
六
代
後
醍
醐
天
皇
（
一
三
一
八
）
が

比
叡
山
横
川
谷
に
安
座
、
そ
の
後
、
嘉
暦
元

年
（
一
三
二
六
）
勾
然
と
土ど

山や
ま

（
現
在
の
地

名
は
庄
之
本
）
移
さ
れ
、
観
音
の
山
と
称
さ

れ
ま
し
た
。
元
亀
二
年
（
一
五
七
〇
）
織
田

信
長
が
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
四
方
散
乱
の
中

で
灰
燼
に
な
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
、
火
の
中

か
ら
光
り
輝
き
十
一
面
観
世
音
菩
薩
が
、
お

立
ち
に
な
っ
て
お
出
ま
し
に
な
っ
た
こ
と
が

諸
人
（
普
門
の
人
々
）
が
世
に
不
思
議
な
観

音
菩
薩
と
信
仰
さ
れ
、
草
庵
を
造
営
し
た
の

が
、
現
在
の
普
門
山
光
明
寺
で
あ
り
ま
す
。

　

普
門
の
地
名
は
、
い
つ
の
頃
か
は
判
ら
な

い
が
、
観
音
経
の
中
に
「
観
世
音
菩
薩
普
門

品
」「
普
門
示
現
」「
佛
説
是
普
門
品
時
」
と

あ
る
よ
う
に
観
音
の
地
で
あ
る
こ
と
を
広
く
、

観
音
妙
智
力
の
御
利
益
を
頂
き
た
い
と
思
い

か
ら
、
普
門
と
い
う
地
名
を
名
付
け
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
光
明
寺
は
普
門
の
寺
院
と
し
て

厚
く
護
持
さ
れ
、真
野
普
門
自
治
会
が
、大
き

な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
な
っ
て
い
ま
す
。信
徒
は
、

普
門
に
あ
り
ま
す
浄
土
宗
専
修
院
の
檀
家
で

あ
る
と
と
も
に
光
明
寺
の
信
者
と
し
て
十
一

面
観
世
音
菩
薩
を
厚
く
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

お念仏踊り
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真
盛
上
人
往
生
伝
記

に
ふ
れ
る

　

真
盛
上
人
は
御
往
生
に
際
し
、
最
期
の
お

こ
と
ば
と
し
て
「
相あ
い

構か
ま

え
て
無む

欲よ
く

清し
ょ
う

浄じ
ょ
うに

し
て
念
佛
す
べ
し
。」
さ
ら
に
同
じ
内
容
で

念
を
押
さ
れ
る
よ
う
に
も
う
一
度
「
相あ
い

構か
ま

え

て
無む

欲よ
く

清し
ょ
う

浄じ
ょ
うに
し
て
能よ

く

々よ
く

念
佛
す
べ
し
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
の
お
こ
と
ば
は

真
盛
上
人
の
「
御ご

遺ゆ
い

命め
い

（
最
後
に
遺
さ
れ
た

教
え
の
お
言
葉
）」
と
し
て
、
最
も
敬
い
大

切
に
す
べ
き
で
あ
る
と
『
真
盛
上
人
往
生
伝

記
』
の
中
で
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
お
こ

と
ば
を
源
流
と
し
て
「
戒
称
二
門
」
す
な
わ

ち
、
戒
を
た
も
ち
な
が
ら
念
佛
に
専
念
す
る

と
い
う
本
宗
の
教
え
が
、
私
た
ち
に
ま
で

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
、

本
宗
の
根
本
と
も
い
え
る
お
こ
と
ば
の
中
の

「
相
構
え
て
」
と
い
う
部
分
に
今
回
は
注
目

し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
相あ
い

構か
ま

え
て
」
と
い
う
言
葉
は
、「
相あ

い

」（
古

語
で
は
「
あ
ひ
」）
と
「
構か
ま

え
て
」
と
い
う

二
つ
の
語
か
ら
成
り
立
ち
ま
す
。「
あ
い
」

は
「
一
緒
に
、
互
い
に
」
と
い
う
同
伴
の
意

味
、
或
い
は
「
た
し
か
に
、
ま
さ
に
」
と
い

う
よ
う
に
語
調
を
強
め
る
よ
う
な
意
味
を
持

ち
ま
す
。「
構か
ま

え
て
」
は
「
ぜ
ひ
と
も
、
な

ん
と
か
し
て
」
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
命
令

や
意
思
を
表
す
言
葉
（
こ
の
場
合
は
「
…
す

べ
し
」）
と
呼
応
し
て
「
必
ず
、
き
っ
と
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
し
ま
す
。
従
っ
て

「
相
構
え
て
」
は
「
ぜ
ひ
と
も
必
ず
」
と
い

う
意
味
を
古
語
（
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
日
本

語
）
に
お
い
て
は
表
わ
し
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
真
盛
上
人
が
活
躍
さ
れ
た
室
町
時

代
に
な
り
ま
す
と
現
代
語
と
似
た
「
心
構
え

を
し
て
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
も
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

真
盛
上
人
は
自
ら
の
教
え
を
慕
い
集
ま
っ

た
弟
子
達
の
こ
と
を
心
か
ら
気
遣
わ
れ
、
最

期
の
お
こ
と
ば
を
重
ね
て
二
度
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
が
、「
相
構
え
て
」は「
し
っ
か
り
と
心

構
え
を
し
て
」と
い
う
教
え
と
、「
必
ず
や
き

っ
と
」、
と
い
う
真
盛
上
人
の
弟
子
達
に
対

す
る
慈
し
み
と
い
う
両
方
の
意
味
を

持
ち
、「
心・

構・

え・

を・

し・

て・

必・

ず・

や・

教

え
を
守
り
、
実
行
し
な
さ
い
」
と
い

う
真
盛
上
人
の
願
い
と
弟
子
達
に
対

す
る
慈
愛
の
心
を
示
し
て
い
る
、
と

考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

真
盛
上
人
の
教
え
を
受
け
継
ぎ
信

奉
す
る
私
た
ち
に
は
、
阿
弥
陀
さ
ま

の
お
慈
悲
と
と
も
に
真
盛
上
人
の
慈
愛
が
届

け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を「
相
構
え
て
」

と
い
う
語
の
意
味
か
ら
で
も
感
じ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
真
盛
上
人
の
慈
し
み
に
思
い
を

は
せ
、
感
謝
し
な
が
ら
御
念
佛
を
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

�

（
文
責　

宗
学
研
究
所
已
講　

市
川
直
史
）

第
六
回
『
真
盛
上
人
往
生
伝
記
』
輪
読
会

　
【
日
時
】　

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

（
火
）
十
八
時
よ
り

　
【
会
場
】　

越
前
武
生　

引
接
寺
に
於
て

慈
愛
に
満
ち
た
最
期
の

お
こ
と
ば

第２回

『
鰯
の
頭
も
信
心
か
ら
』

滋
賀
教
区
瀬
田
・
西
德
寺　
　

檀
徒　

内
田　

一
豊

　

昔
よ
く
耳
に
し
た
古
諺
に
「
鰯
の
頭
も
信

心
か
ら
」
と
言
う
言
葉
が
あ
る
。
解
釈
の
仕

方
に
よ
れ
ば
、「
森
羅
万
象
全
て
が
信
心
の

対
象
に
な
る
」
と
も
言
え
る
が
、
私
流
の
解

釈
は
「
世
の
全
て
の
事
象
に
感
謝
す
る
心
を

忘
れ
る
な
」
と
言
う
理
解
で
あ
る
。

　

今
、
仏
教
界
は
未
曽
有
の
危
機
に
直
面
し

て
い
る
と
言
え
な
い
か
？
マ
ス
コ
ミ
の
報
道

等
で
、

一
．
二
十
五
年
後
に
は
日
本
の
寺
院
の
三
〇

％
が
廃
寺
と
な
る
。

二
．
困
窮
寺
院
が
新
興
宗
教
に
狙
わ
れ
て
い

る
。

三
．
大
手
宅
配
業
者
が
僧
侶
の
派
遣
業
務
を

手
掛
け
、
五
〇
〇
名
あ
ま
り
の
僧
侶
が

登
録
し
そ
の
多
く
は
、
今
の
ま
ま
で
は

食
べ
て
行
け
な
い
の
で
登
録
し
た
、
と

言
う
事
で
あ
る
。

　

等
々
枚
挙
に
暇
が
な
い
程
、
我
が
仏
教
界

を
取
り
巻
く
現
状
は
厳
し
い
、
本
当
に
こ
れ

で
よ
い
の
か
？
と
思
う
の
は
私
だ
け
か
？
皆

さ
ん
と
共
に
一
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

一
昨
年
賑
々
し
く
盛
会
裏
に
斎
行
さ
れ
た

「
恵
心
僧
都
一
千
年
御
遠
忌
大
法
要
」
の
際

入
手
し
た「
往
生
要
集
」に「
歩
々
声
々
念
々
、

唯
だ
阿
弥
陀
仏
に
在
り
」
と
あ
る
、
こ
の
意

義
を
ど
う
理
解
し
行
動
に
移
す
の
か
？

　

今
一
度
僧
侶
も
檀
徒
も
仏
教
の
原
点
に
立

ち
返
っ
て
み
る
時
期
が
来
て
い
な
い
か
？

　

宗
門
一
山
挙
げ
て
真
剣
に
こ
の
危
機
を
突

破
す
る
た
め
の
方
策
を
早
急
に
検
討
す
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
「
鰯
で
精
進
落
ち
」
と
な
ら
ぬ
様
に
、日
々

ご
先
祖
の
恩
恵
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
「
明
日

に
礼
拝
、
夕
べ
に
感
謝
」
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
努
め
た
い
も
の
で
あ
る
。

�

合
掌

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

私
の
し
ん
じ
ん
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四
月
法
華
千
部
会
法
要
で
管
長
猊
下
御
親
修

の
入
退
堂
に
奏
で
さ
せ
て
頂
き
、
御
依
頼
で

各
寺
院
の
御
遠
忌
法
要
等
に
も
出
仕
し
て
お

り
ま
す
。

　

次
回
よ
り
真
盛
楽
所
の
雅
楽
に
つ
い
て
楽

器
構
成
と
そ
の
楽
器
の
特
徴
、
役
割
を
数
回

に
分
け
て
案
内
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

宗
祖
真
盛
上
人
二
十
五
霊
場
を
め
ぐ
る

第１回

　

昭
和
初
期
の
巡
拝
帖
の
見
開
き
に
、
西
教

寺
第
三
十
五
世
眞
兀
上
人
は「
追
遠
」と
揮
毫

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
徳
言
を
尊
く
受
け
止
め

な
が
ら
真
盛
上
人
の
遠
き
昔
の
足
跡
を
追
い
、

そ
の
御
生
涯
と
み
教
え
を
体
感
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
生
活
の
心
の
糧
と
し
た
い
も
の
で

す
。
二
十
五
霊
場
巡
拝
帖
に
添
え
ら
れ
た
各

霊
場
の
御
詠
歌
の
解
説
を
主
体
と
し
て
数
回

に
亘
り
当
欄
に
て
紹
介
し
ま
す
。
過
疎
化
・

市
街
化
等
の
事
情
も
あ
っ
て
「
充
分
な
お
も

て
な
し
」
が
行
き
届
か
な
い
カ
所
も
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
今
後
共
世
代
を
超
え
て
霊
場

巡
拝
と
い
う
遺
産
が
継
承
さ
れ
る
事
を
願
い

ま
す
。
第
一
回
は
二
十
五
霊
場
の
名
称
と
所

在
に
つ
い
て
の
概
略
を
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

第
一
番　
　

西
教
寺　
　
　

大
津
市
坂
本

第
二
番　
　

青
龍
寺　
　
　

比
叡
山
黒
谷

第
三
番　
　

極
楽
浄
土
院　

比
叡
山
上
東
谷

第
四
番　
　

六
角
堂
「
早
尾
地
蔵
」

�

大
津
市
坂
本

�

日
吉
馬
場

第
五
番　
　

生
源
寺　
　
　

大
津
市
坂
本

第
六
番　
　

誓
願
寺　
　
　

京
都
市
中
京
区

�

新
京
極

第
七
番　
　

西
方
尼
寺　
　

京
都
市
上
京
区

�

今
出
川
通

第
八
番　
　

地
蔵
院
［
蜊
江
神
社
内
］

�

守
山
市
笠
原
町

第
九
番　
　

総
社
大
神
宮　

越
前
市
京
町

第
十
番　
　

引
接
寺　
　
　

越
前
市
京
町

第
十
一
番　

放
光
寺　
　
　

越
前
市

�

中
新
庄
町

第
十
二
番　

西
光
寺　
　
　

福
井
市
佐
内
町

第
十
三
番　

蓮
光
寺　
　
　

大
野
市
日
吉
町

第
十
四
番　

西
来
寺　
　
　

津
市
乙
部

第
十
五
番　

不
動
院
［
観
音
寺
内
］

�

津
市
大
門　
　

第
十
六
番　

光
泉
寺　
　
　

津
市
野
田

第
十
七
番　

朝
田
寺　
　
　

松
阪
市
朝
田
町

第
十
八
番　

善
光
寺　
　
　

伊
勢
市
吹
上
町

第
十
九
番　

蓮
生
寺　
　
　

松
阪
市
射
和
町

第
廿
番　
　

誕
生
寺　
　
　

津
市
一
志
町

�

大
仰

第
廿
一
番　

称
名
寺　
　
　

津
市
白
山
町
岡

第
廿
二
番　

成
願
寺　
　
　

津
市
白
山
町

�

上
ノ
村

第
廿
三
番　

九
品
寺　
　
　

伊
賀
市
守
田
町

第
廿
四
番　

西
盛
寺　
　
　

伊
賀
市
三
田

第
廿
五
番　

西
蓮
寺　
　
　

伊
賀
市
長
田

�

（
宗
祖�

真
盛
上
人
鑽
仰
会
）

　

皆
様
は
雅
楽
と
い
う
言
葉
か
ら
何
を
思
い

浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
、
ど
ち
ら
か
と
言
う

と
神
社
で
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
ミ
ュ
ー
ジ

ッ
ク
を
連
想
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

お
寺
で
雅
楽
？
聞
か
な

い
ね
ー
、
し
か
し
今
で
も

祝
儀
式
、
葬
送
儀
式
に
雅

楽
の
演
奏
を
加
え
て
い
る

地
方
地
域
が
有
る
と
聞
い

て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
宗
に
も
真し
ん

盛せ
い

楽が
く

所そ

と
い
う
僧
侶
に
よ
る

雅
楽
演
奏
団
体
が
昭
和

六
十
二
年
に
発
足
し
現
在

も
活
動
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
戦
後
、
天
台
宗
三

派
の
本
山
で
雅
楽
演
奏
団

体
を
自じ
　
ま
え前（

本
宗
の
僧
侶
）

で
賄
っ
て
い
る
の
は
我
宗

だ
け
だ
と
聞
い
て
お
り
ま

す
。

　

楽
所
が
創
設
さ
れ
た
理

由
は
平
安
時
代
に
奏
さ
れ

て
い
た
声
明
と
雅
楽
の
合

奏
曲
を
現
在
に
復
元
、
復

曲
し
本
宗
だ
け
で
賄
い
演

奏
す
る
為
で
す
。

　

普
段
は
主
に
御
本
山
の

天
台
真
盛
宗
の
雅が

楽が
く
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五
月
二
十
一
日
（
土
）
天
台
真
盛
宗
に
よ

る
「
恵
心
僧
都
一
千
年
御
遠
忌
法
要
」
が
延

暦
寺
根
本
中
堂
に
て
勤
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

天
台
宗
が
主
催
す
る
、
天
台
宗
祖
師
先
徳

鑽
仰
大
法
会
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も

の
で
、
西
村
猊
下
を
お
導
師
に
、
武
田
西
蓮

寺
御
山
主
、
寺
井
西
来
寺
御
山
主
等
十
四
名

が
式
衆
と
し
て
参
列
し
ま
し
た
。
又
参
詣
者

延暦寺会館に御僧侶ならびに参拝者全員参集される

正面に恵心僧都御影像が掲げられる

根本中堂へ向かう出仕僧侶

比
叡
山 

恵
心
僧
都
遠
忌
に
参
拝
し
て

新
緑
の
比
叡
に
響
く
お
念
仏
の
音

は
、
前
日
か
ら
檀
信
徒
、
寺
庭
婦
人
研
修
会

に
参
加
い
た
だ
い
た
皆
様
及
び
、
当
日
参
加

の
伊
賀
教
区
御
詠
歌
講
、
一
般
参
詣
者
両
者

合
わ
せ
て
二
百
六
名
を
数
え
ま
し
た
。

　

叡
山
会
館
を
出
発
し
た
お
練
り
（
式
衆
）

が
根
本
中
堂
正
面
か
ら
入
堂
す
る
や
御
詠
歌

講
の
「
薬
師
瑠
璃
光
如
来
和
讃
」
の
奉
詠
が

始
ま
り
、
着
座
後
猊
下
の
表
白
、
菩
薩
戒
経
、

念
佛
和
讃
（
御
詠
歌
講
）
と
続
き
、
そ
の
後

参
列
者
二
百
三
十
六
名
全
員
に
て
、
恵
心
僧

都
和
讃
等
を
お
唱
え
し
ま
し
た
。

　

念
佛
回
向
、
猊
下
の
お
十
念
の
後
、
伝
教

大
師
讃
仰
和
讃
、
真
盛
上
人
が
勧
め
ら
れ
た

別
時
念
仏
を
修
し
て
法
要
を
終
え
ま
し
た
。

　

当
日
は
天
の
ご
加
護
か
、
新
緑
眩
し
い
一

日
と
な
り
、
参
詣
者
は
観
光
の
後
帰
途
に
つ

き
ま
し
た
。



（7）　第 116号 平成28年７月１日宝　　　　　珠

伊賀教区御詠歌講による御奉詠

参拝者により法要前後に真読念仏が勤められる

全員で恵心僧都御和讃が唱えられる

管長猊下並びに出仕僧侶
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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
。

三
月

　
　

三
日　

伊
賀
教
区
西
部
組
西
光
寺
様

団
体
参
拝�

四
十
八
名

四
月

　

十
九
日　

福
井
教
区
東
部
組
粟
生
寺
様

団
体
参
拝�

十
八
名

団
体
参
拝

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

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

社
会
部
だ
よ
り

日
本
天
台
三
本
山
﹁
仲
秋
の

名
月
と
天
台
声
明
の
響
き
﹂

　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（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

菊料理のご案内

　

大
津
市
に
は
、
日
本
仏
教
の
母
山
と
も
い

わ
れ
る
「
天
台
宗
総
本
山
比
叡
山
延
暦
寺
」

を
は
じ
め
、「
天
台
寺
門
宗
総
本
山
三
井
寺
」、

「
天
台
真
盛
宗
総
本
山
西
教
寺
」
と
い
う
天

台
三
総
本
山
が
あ
り
ま
す
。
各
寺
の
歴
史
、

由
緒
、
有
す
る
文
化
財
を
み
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
三
総

本
山
共
に
「
天
台
薬
師
の
池
」
と
歌
わ
れ
た

日
本
一
の
雄
大
な
琵
琶
湖
を
眼
下
に
望
め
る

景
勝
の
地
に
位
置
し
、静
寂
の
中
、四
季
折
々

を
感
じ
ら
れ
る
自
然
が
、
訪
れ
る
人
々
を
癒

し
の
世
界
に
誘
う
共
通
の
環
境
の
も
と
、
一

昨
年
よ
り
び
わ
湖
大
津
観
光
協
会
が
中
心
と

な
り
、
三
総
本
山
が
協
力
し
て
当
地
へ
の
た

く
さ
ん
の
方
に
参
拝
し
て
い
た
だ
く
た
め
の

イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
の
三
井
寺
に
お
け
る
「
天
台
声
明
の

響
き
」
に
続
い
て
本
年
は
西
教
寺
に
舞
台
を

移
し
、
下
記
の
と
お
り
「
仲
秋
の
名
月
と
天

台
声
明
の
響
き
」
と
題
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
宗
内
の
皆
様
に
も
是
非
参
詣

頂
き
た
く
御
案
内
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

記

日
本
天
台
三
総
本
山
合
同
行
事
「
仲
秋
の
名

月
と
天
台
声
明
の
響
き
」

　
（
一
）日
時　

九
月
十
四
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　

一
八
：
三
〇
～
二
〇
：
〇
〇

　
（
二
）場
所　

西
教
寺　

本
堂

　
（
三
）内
容　

三
総
本
山
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴

の
あ
る
天
台
声
明

　
（
四
）料
金　

一
名
五
百
円

昨年三井寺における　天台声明の響き

表
紙
説
明

　
萬
日
法
会
供
養
塔

　

本
山
西
教
寺
で
は
、
宗
祖
滅
後
不
断
念
仏
相

続
一
万
日
ご
と
に
万
日
法
会
が
執
行
さ
れ
て
き

た
。
本
堂
前
に
は
、
不
断
念
佛
万
日
法
会
を
記

念
し
て
建
立
さ
れ
た
万
日
法
会
記
念
供
養
塔
が

十
二
基
並
ぶ
。
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、

宗
祖
二
百
回
忌
に
あ
た
る
元
禄
七
年
（
一
六
八

七
）
の
七
万
日
法
会
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
右
端

に
は
「
奉
称
念
弥
陀
宝
号
七
万
日
餘　

有
縁
無

縁
皆
成
仏
道
」「
元
禄
七
甲
戌
天
三
月
」
と
紀

年
銘
が
あ
る
。


