
発 行 所
比 叡 山 時 報 社
jihoh@deluxe.ocn.ne.jp
大津市坂本本町４２２０
郵便番号 ５２０－０１１６
電話 ０７７－５７８－０００１
振替 ００９７０ －２－ ９７３２
宗教法人延暦寺事務所
定価 １部１１０円 年１２００円

延延暦暦寺寺広広報報
叡山講福聚教会
会 報

年度会費（３０００円）中
に会報（比叡山時報）
購読料を含む。

八
月
四
日
、
比
叡
山
に
お
い
て
、
本
年
で
三
十
五
回
目
を
数

え
る
「
世
界
宗
教
者
平
和
の
祈
り
の
集
い
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
日
本
の
宗
教
代
表
者
を
始
め
、
世
界
各
国
か
ら
参
加
し
た

各
宗
教
指
導
者
を
含
む
約
5
0
0
名
が
山
上
に
集
ま
り
、
世
界

の
平
和
に
つ
い
て
一
心
に
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ
て
世
界
が
不
安
の
渦
に
飲
み

込
ま
れ
た
昨
今
、
海
外
で
は
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
問
題
、

国
内
で
は
元
首
相
襲
撃
事
件
、
と
い
っ
た
痛
ま
し
い
出
来
事
が

起
こ
り
ま
し
た
。
昭
和
の
戦
前
・
戦
中
の
雰
囲
気
を
も
思
わ
せ

る
か
の
よ
う
な
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
一
体
、
宗
教
者
は
何
を

す
べ
き
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
問
い
か
け
に
答
え
る

べ
く
、「
平
和
の
祈
り
の
集
い
」
で
は
数
多
く
の
方
々
が
、
真

摯
な
お
気
持
ち
を
表
し
黙
祷
し
ま
し
た
。

宗
教
は
心
の
支
え
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
以

降
、
多
く
の
方
が
手
を
合
わ
せ
、
黙
祷
す
る
姿
は
記
憶
に
新
し

い
で
し
ょ
う
。
で
は
、「
祈
り
」に
力
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

目
に
見
え
る
「
物
理
的
な
力
」
に
頼
っ
て
生
き
て
い
る
現
代
人

い
さ
さ

に
は
、
聊
か
難
し
い
問
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、

目
に
見
え
な
い
「
精
神
的
な
力
」
は
確
か
に
存
在
し
ま
す
。
科

学
的
・
物
理
的
・
医
学
的
と
い
う
切
り
口
で
数
値
化
で
き
る
も

の
は
、
諸
法
実
相
の
中
の
ほ
ん
の
一
部
、「
氷
山
の
一
角
」
で

あ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
人
類
は
長
い
時
間
を
か
け
て
、

「
見
え
ざ
る
力
」
を
言
語
化
す
る
努
力
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

仏
教
に
お
け
る
八
万
四
千
の
法
門
と
云
わ
れ
る
数
多
く
の
教
え

は
、
そ
の
努
力
の
結
晶
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

宗
教
者
は
、「
目
に
見
え
る
力
」
と
「
目
に
見
え
ざ
る
力
」

と
を
繋
ぐ
結
節
点
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
当
然
、
人
間

で
あ
る
た
め
に
「
迷
い
」
が
生
じ
ま
す
。
そ
の
際
、
諸
々
の
聖

典
を
拠
り
所
と
し
て
前
へ
進
も
う
と
し
ま
す
。
自
然
と
、「
祈

り
」
を
捧
げ
る
と
い
う
行
為
に
行
き
つ
き
ま
す
。「
祈
り
」
な

く
し
て
は
、
生
き
ら
れ
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、こ
れ
は
何
も
宗
教
者
に
限
っ
た
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
は
誰
も
が
迷
い
、
誰
も
が
不
安
と
闘
い
、
誰
も
が
心
の
安
寧

を
求
め
ま
す
。
そ
れ
を
「
祈
り
」
と
い
う
形
を
通
し
て
、
他
者

を
排
斥
せ
ず
、
相
手
に
敬
意
を
も
っ
て
、
多
く
の
人
々
が
目
指

す
安
心
・
安
全
な
生
活
へ
と
好
循
環
さ
せ
て
い
く
。
平
和
実
現

の
第
一
歩
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

殺
伐
と
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
今
一
度
、
ピ
ュ
ア
な
気

持
ち
で
「
祈
り
」
に
接
し
、
自
分
自
身
の
至
ら
な
さ
を
見
つ
め

直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

祈祈りりはは世世界界平平和和実実現現のの第第一一歩歩

令
和
4
年
比
叡
山
か
ら

発
信
す
る
言
葉

す
べ
て
の
行
い
は
大
悲
か
ら

比
叡
山
１
面
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突
然
の
豪
雨
雷
鳴
に
も
「
神
仏
の
激
励
を
得
た
」
と
祈
り
続
け
る
大
樹
孝
啓
天
台
座
主
猊
下
と
各
宗
教
指
導
者
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盂
蘭
盆
会
の
意
味
合
い
を
解
説

施
餓
鬼
に
よ
る
仏
道
修
行
の
実
践

我
が
国
で
は
、
毎
年
の
八
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で
の
四
日
間
を
「
お
盆
」
と
し
、
そ
の
期
間
に
ご

先
祖
様
の
霊
を
お
迎
え
し
て
お
参
り
す
る
慣
習
を
伝
え
ま
す
が
、
昨
今
は
状
況
も
変
わ
り
レ
ジ
ャ
ー
な
ど

を
楽
し
む
夏
休
み
と
の
受
け
取
り
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
号
で
は
、
叡
山
学
院
坂
本
道
生
師

よ
り
ご
寄
稿
い
た
だ
き
、
本
来
の「
お
盆
」の
意
味
合
い
や
成
り
立
ち
を
、
お
盆
行
事
の
う
ち
の
一
つ「
施

餓
鬼
会
」
を
中
心
に
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

お
盆
と
施
餓
鬼
の
経
典

う

ら
ぼ
ん
き
ょ
う

中
元
節
と『
盂
蘭
盆
経
』の
習
合

う

ら

お
盆
は
、
正
式
に
は
盂
蘭

ぼ
ん

え

盆
会
と
い
い
、『
盂
蘭
盆

経
』
と
い
う
経
典
に
由
来
し

ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
釈
尊

も
く
れ
ん

の
弟
子
で
あ
る
目
連
が
神
通

力
に
よ
っ
て
亡
き
母
の
様
子

を
う
か
が
う
と
、
餓
鬼
道
で

飢
え
に
苦
し
む
姿
が
あ
り
ま

し
た
。
大
い
に
悲
し
ん
だ
目

連
は
、
釈
尊
に
亡
き
母
を
餓

鬼
道
か
ら
救
済
す
る
方
法
をげ

請
い
ま
し
た
。
釈
尊
は
「
夏

あ
ん
ご
安
居
が
終
わ
る
日
（
旧
暦
の

七
月
十
五
日
）
に
大
勢
の
僧

侶
達
に
飲
食
を
施
し
な
さ

い
。
そ
う
す
れ
ば
、
亡
き
母

や
過
去
七
世
の
父
母
は
苦
界

か
ら
救
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」

と
告
げ
、
目
連
が
そ
の
通
り

に
施
食
し
た
と
こ
ろ
亡
き
母

や
過
去
七
世
の
父
母
が
救
わ

れ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
盂
蘭
盆
会

は
、
僧
侶
に
飲
食
を
布
施
す

る
功
徳
に
よ
っ
て
、
亡
き
父

母
や
先
祖
を
救
済
す
る
と
い

う
先
祖
供
養
の
一
環
で
あ

こ
う

り
、「
孝
」
の
思
想
を
重
視

す
る
中
国
で
広
く
流
行
し
ま

し
た
。

ま
た
、
中
国
で
は
道
教
行

事
の
一
つ
と
し
て
中
元
節
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
七
月
十

五
日
に
道
士
達
に
飲
食
を
献

じ
、
地
獄
や
餓
鬼
の
衆
生
を

救
う
も
の
で
す
。『
盂
蘭
盆

経
』
の
内
容
と
似
て
い
る
こ

と
か
ら
、
や
が
て
習
合
し
、

中
華
圏
で
は
「
中
元
節
盂
蘭

盆
会
」
と
し
て
儀
礼
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
中
元
節
は
、
死
者

が
こ
の
世
に
や
っ
て
来
る
時

き
せ
つ

期
（
鬼
節
）
に
当
た
る
こ
と

か
ら
、
日
本
で
も
お
盆
に
ご

先
祖
様
が
帰
っ
て
く
る
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。と

こ
ろ
で
、『
盂
蘭
盆
経
』

は
長
ら
く
中
国
撰
述
の
経
典

と
見
做
さ
れ
、
ま
た
盂
蘭
盆

は
「
逆
さ
吊
り
」
の
意
味
に

捉
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、

最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ

の
経
は
イ
ン
ド
撰
述
の
経
典

で
あ
り
、
盂
蘭
盆
と
は
「
僧

侶
に
施
す
お
供
え
の
飲
食
を

載
せ
た
鉢
」
の
こ
と
と
見
直

さ
れ
て
い
ま
す
。

え
ん

く
き
ょ
う

施
餓
鬼
の
起
源『
焰
口
経
』

さ
て
、
施
餓
鬼
会
と
は
、

六
道
を
輪
廻
す
る
衆
生
の
中

で
も
特
に
飢
え
に
苦
し
む
餓

鬼
に
飲
食
を
施
す
儀
礼
で

す
。
本
来
、
施
餓
鬼
は
年
一

回
の
お
盆
の
行
事
に
限
ら

ず
、
食
事
の
際
な
ど
に
常
に

行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
ま

す
。施

餓
鬼
の
起
源
と
さ
れ
る

経
典
は
多
岐
に
亘
り
ま
す

が
、
中
国
や
我
が
国
の
施
餓

鬼
作
法
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
も
の
の
一
つ
に
不
空

（
七
〇
五
―
七
七
四
）
訳
の

ぐ

ば
つ
え
ん

く

が

き

だ

ら

に

『
救
抜
焰
口
餓
鬼
陀
羅
尼

き
ょ
う経
』（
以
下
、『
焰
口
経
』）

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
あ
る
夜
、
釈
尊
の
弟
子

あ
な
ん

で
あ
る
阿
難
が
修
行
を
し
て

い
た
と
こ
ろ
に
焰
口
と
い
う

名
の
餓
鬼
が
現
れ
ま
し
た
。

そ
の
姿
は
ひ
ど
く
痩
せ
衰

え
、
口
か
ら
炎
を
吐
き
、
喉

は
針
の
よ
う
に
細
く
、
髪
の

毛
は
乱
れ
、
極
め
て
醜
い
も

の
で
し
た
。
そ
の
餓
鬼
が
阿

難
に
、「
お
前
は
三
日
後
に

死
ん
で
餓
鬼
道
に
堕
ち
る
だ

ろ
う
」、
さ
ら
に
「
そ
の
苦

を
免
れ
る
に
は
、
数
限
り
な

い
餓
鬼
ら
に
飲
食
を
施
せ
」

と
告
げ
ま
し
た
。
阿
難
が
釈

尊
に
無
量
の
餓
鬼
た
ち
に
飲

食
を
施
す
方
法
を
請
う
と
、
む
り
ょ
う

釈
尊
は
「
変
食
真
言
（
無
量

い
と
く
じ
ざ
い
こ
う
み
ょ
う
し
ゅ
し
ょ
う
み
ょ
う

り
き

だ

威
徳
自
在
光
明
殊
勝
妙
力
陀

ら

に
羅
尼
）
を
誦
す
な
ら
ば
、
わ

ず
か
な
飲
食
で
あ
っ
て
も
そ

れ
が
無
量
の
飲
食
へ
と
変
化

し
、
餓
鬼
た
ち
を
満
腹
に
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
そ
の
功
徳
に
よ
り
阿
難
は

生
き
長
ら
え
、
餓
鬼
道
に
堕

ち
る
こ
と
を
免
れ
る
だ
ろ

う
」と
説
い
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
『
焰
口
経
』

に
は
、
多
く
の
餓
鬼
に
飲
食

を
施
し
て
無
縁
の
餓
鬼
を
救

済
す
る
、
言
わ
ば
無
縁
の
亡

者
を
供
養
す
る
こ
と
が
説
か

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も

と
も
と
は
先
祖
供
養
と
は
結

び
つ
か
な
い
も
の
で
し
た
。

一
方
で
、
施
餓
鬼
を
し
た
者

に
は
、
そ
の
功
徳
と
し
て
延

命
な
ど
の
現
世
利
益
が
あ
る

と
説
い
て
い
る
の
で
、
現
世

至
上
主
義
の
中
国
で
大
い
に

流
行
し
ま
し
た
。
後
に
日
本

に
は
弘
法
大
師
空
海
（
七
七

四
―
八
三
五
）
が
伝
え
た
と

さ
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
施
餓
鬼
会
の

発
展
形
と
も
言
え
る
儀
礼
に

す
い
り
く
え

水
陸
会
が
あ
り
ま
す
。
水
陸

会
と
は
、
餓
鬼
の
み
な
ら
ず

六
道
す
べ
て
の
衆
生
に
、
あ

る
い
は
地
獄
界
か
ら
仏
界
ま

で
の
十
界
す
べ
て
の
衆
生
に

飲
食
を
施
し
て
一
切
を
救
済

す
る
儀
礼
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
盂
蘭
盆

会
と
施
餓
鬼
会
の
二
つ
は
ル

ー
ツ
や
そ
の
目
的
を
異
に
す

る
の
で
す
が
、
餓
鬼
の
救
済

と
い
う
点
で
共
通
す
る
こ
と

か
ら
、い
つ
か
ら
か
習
合
し
、

し
ば
し
ば
「
盂
蘭
盆
会
施
餓

鬼
法
要
」
な
ど
と
称
し
て
、

お
盆
に
先
祖
供
養
の
た
め
に

施
餓
鬼
会
が
修
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。お
そ
ら
く
、

「
孝
」
の
思
想
を
も
つ
中
国

人
が
「
施
餓
鬼
や
水
陸
会
に

よ
る
功
徳
を
、
我
が
も
の
だ

け
に
せ
ず
祖
霊
に
廻
向
し
て

あ
げ
た
い
」
と
考
え
た
こ
と

か
ら
先
祖
供
養
の
儀
礼
へ
と

変
化
し
、
広
く
受
容
さ
れ
た

一
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま

す
。現

在
で
も
中
国
・
朝
鮮
半

島
・
台
湾
の
寺
院
に
お
い

て
、
施
餓
鬼
会
や
水
陸
会
は

先
祖
供
養
の
儀
礼
と
し
て
七

日
間
に
わ
た
り
盛
大
に
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。

台湾・台北市にある臨済護国禅寺での水陸会の様子

坂
本
道
生

（
さ
か
も
と
ど
う
し
ょ
う
）

昭
和
５１
年
（
１
９
７

６
）
岐
阜
県
生
ま
れ
。
叡

山
学
院
専
修
科
卒
。
北
海

道
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
博
士
課
程
修
了
。
博
士

（
文
学
）。

現
在
、
叡
山
学
院
准
教

授
、
種
智
院
大
学
非
常
勤

講
師
、
天
台
宗
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー
研
究
員
。
専
門

は
中
国
仏
教
・
仏
教
儀

礼
。
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施
餓
鬼
の
推
奨
と
そ
の
心
構
え

仏
教
流
の
先
祖
供
養

と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
儒

教
や
道
教
な
ど
中
国
在
来
の

宗
教
で
は
、
先
祖
供
養
の
際

に
血
食
（
け
っ
し
ょ
く
／
け

つ
じ
き
）、
す
な
わ
ち
動
物

の
生
贄
を
供
え
る
こ
と
が
最

上
の
供
養
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
そ
れ
に
は
必
ず

殺
生
が
伴
う
の
で
、
皇
帝
で

あ
り
な
が
ら
大
の
仏
教
信
者

で
あ
っ
た
梁
の
武
帝
（
在
位

五
〇
二
―
五
四
九
）
は
、
先

祖
供
養
の
際
の
血
食
を
禁
止

し
、
蔬
果
（
野
菜
）
を
供
え

る
よ
う
に
と
の
勅
令
を
出
し

ま
し
た
。

時
代
が
下
っ
て
北
宋
代
の

じ
ゅ
ん
し
き

天
台
僧
遵
式
（
九
六
四
―
一

〇
三
二
）
は
、
梁
の
武
帝
の

名
を
挙
げ
な
が
ら
殺
生
を
伴

わ
な
い
先
祖
供
養
の
方
法
と

し
て
、
施
餓
鬼
の
実
践
を
推
奨
し
ま
す
。

観
想
�
心
の
眼
で
見
つ
め
る

遵
式
が
著
し
た
施
餓
鬼
に

関
す
る
資
料
に
は
、
施
餓
鬼

を
実
践
す
る
上
で
の
心
構
え

が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
「
変
食
真
言
を
唱

え
れ
ば
、
施
し
た
飲
食
に
よ

っ
て
無
数
の
餓
鬼
が
救
わ
れ

る
。施
餓
鬼
を
行
う
な
ら
ば
、

そ
の
事
を
如
実
に
観
想
せ

よ
」
と
い
い
、
ま
た
「
い
ま

施
す
飲
食
の
多
少
は
関
係
な

い
。
飲
食
の
量
は
自
由
自
在

で
あ
る
と
の
境
地
で
施
食
せ

よ
」
と
い
い
ま
す
。

我
々
は
と
か
く
「
こ
れ
っ

ぽ
っ
ち
の
飲
食
で
は
餓
鬼
を

救
済
す
る
こ
と
な
ど
出
来
な

い
と
か
、
逆
に
沢
山
の
飲
食

が
あ
る
か
ら
多
く
の
餓
鬼
が

救
わ
れ
る
だ
ろ
う
」
な
ど
と

考
え
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
変
食
真
言

に
よ
っ
て
遍
満
し
た
飲
食

を
、
来
集
し
た
餓
鬼
達
が
受

け
取
る
様
子
を
観
想
す
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
心
の
眼
で
見

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
言

っ
て
い
ま
す
。
形
式
だ
け
の

施
餓
鬼
で
は
な
く
、
誠
心
誠

意
、
心
の
底
か
ら
餓
鬼
を
救

済
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が

必
要
不
可
欠
な
の
で
す
。
な
ん
が
く
え

さ
ら
に
遵
式
は
、
南
岳
慧

し思
禅
師
（
五
一
五
―
五
七

七
）
の
言
葉
を
引
用
し
な
が

ら
「
餓
鬼
の
み
な
ら
ず
六
道

の
衆
生
す
べ
て
に
飲
食
が
行

き
渡
る
様
子
を
観
想
せ
よ
。

そ
の
観
想
か
ら
六
波
羅
蜜

（
菩
薩
が
実
践
す
べ
き
六
つ

の
修
行
）
が
生
じ
る
」
と
も

述
べ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
施
餓
鬼
は
餓
鬼

の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
全
て
の

衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
に
観
想
す
る

こ
と
が
そ
の
ま
ま
菩
薩
行
と

な
る
の
で
す
。

先
祖
供
養
を
通
し
て
の
仏
道
修
行

自
分
自
身
を
省
み
る
期
間

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る

と
、
お
盆
と
は
祖
先
の
霊
を

お
迎
え
し
、
お
参
り
す
る
時

期
で
あ
る
と
同
時
に
、
私
た

ち
が
先
祖
供
養
を
通
し
て
仏

道
修
行
を
実
践
す
る
時
期
で

あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
ご
先
祖
様

を
偲
ぶ
こ
と
で
、
自
分
自
身

の
「
行
い
」
や
「
生
活
」、

ひ
い
て
は
自
身
の
「
在
り

方
」
や
「
命
」
に
つ
い
て
じ

っ
く
り
省
み
る
機
会
と
し
た

い
も
の
で
す
。

最
後
に
、『
盂
蘭
盆
経
』

に
は
餓
鬼
道
で
苦
し
む
亡
き

母
の
様
子
が
説
か
れ
て
い
ま

し
た
が
、
必
ず
し
も
皆
さ
ん

の
ご
先
祖
様
が
餓
鬼
道
で
苦

し
ん
で
い
る
な
ど
と
思
う
こ

と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
ご
先

祖
様
は
、
我
々
に
と
っ
て
き

っ
と
特
別
な
存
在
と
し
て
在

り
続
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う

ね
ん
ご

か
ら
、
是
非
、
懇
ろ
に
施
餓

鬼
を
行
っ
て
い
た
だ
き
、
そ

の
功
徳
を
ご
先
祖
様
に
廻
向

な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

口
に
す
る
も
の
が
炎
に
変
じ
、
飢
え
に
苦
し
む
餓
鬼
（
写
真

上
）
が
、
光
明
真
言
の
功
徳
に
よ
り
浄
土
に
引
接
さ
れ
る

（
中
）『
光
明
真
言
功
徳
絵
詞
』（
重
文
・
葛
川
明
王
院
蔵
）

写
真
下
左
右
は
叡
山
学
院
で
の
法
要
実
習
の
様
子
。
光
明
供

に
よ
る
施
餓
鬼
会
で
は
九
條
錫
杖
を
唱
え
る

餓
鬼
の
種
類
も
様
々
。
炎
を
口
に
受
け
苦
し
む
食
火
炭（
じ
き
か
た
ん
）餓
鬼（
写
真
上
左
）。

鷹
に
襲
わ
れ
る
曠
野
（
こ
う
や
）
餓
鬼
（
右
）。
ま
た
、
屍
を
貪
る
疾
行
（
し
っ
こ
う
）
餓

鬼
（
写
真
下
）
共
に
『
餓
鬼
草
紙
』（
河
本
家
本
・
国
宝
・
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）。
画
像
は

「
国
立
文
化
財
機
構
所
蔵
品
統
合
検
索
シ
ス
テ
ム
」（https://colbase.nich.go.j

p/collection_item
s/tnm

/A‐
10476?locale=

ja

）
を
加
工
し
て
作
成
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写真左下は東南寺（戸
津）説法での法要の様子
（令和３年撮影）

釈
尊
の
教
え
通
り
に
無
数
の
餓
鬼
に
飲
食
を
施
す
僧
侶

た
ち
（
写
真
上
）。
修
行
中
の
阿
難
の
前
に
現
れ
た
焰

口
餓
鬼
（
下
）。

共
に
『
餓
鬼
草
紙
』（
曹
源
寺
本
・
国
宝
・
京
都
国
立

博
物
館
蔵
）
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