
ご
本
殿
入
り
口
、
頭
上
の
蟇
股
の
と

こ
ろ
に
は
、
艶
や
か
な
弁
財
天
さ
ま
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
弁
天
さ
ま
が
奏

で
て
い
る
の
は
、
琵
琶
で
は
な
く
お
琴
。

花
々
を
愛
で
、
と
て
も
珍
し
い
琴
弾
弁
財

天
さ
ま
に
お
目
に
か
か
っ
て
、
な
ん
と
も

華
々
し
い
気
持
ち
に
…
…
。
ま
た
帰
り
に

は
、
宮
司
さ
ん
が
お
漬
け
に
な
っ
た
梅
と

結
び
昆
布
の
入
っ
た
大
福
茶
が
い
た
だ
け

て
う
れ
し
い
限
り
で
す
。

拝
殿
前
の
毛
氈
が
敷
か
れ
た
床
几
に

は
、
水
鉢
い
っ
ぱ
い
に
入
れ
浮
か
べ
ら
れ

た
種
々
の
椿
が
ま
た
美
し
い
。
一
服
い
た

だ
い
て
見
上
げ
れ
ば
、
石
段
横
の
大
き
な

高
雄
楓
は
ま
だ
新
芽
を
芽
吹
か
せ
る
準
備

中
、
四
月
の
終
わ
り
頃
に
は
美
し
い
緑
が

拝
殿
に
か
か
る
ん
だ
ろ
う
な
。

ゆ
っ
く
り
と
お
茶
を
い
た
だ
い
た
り
、

椿
の
小
路
を
散
策
し
た
り
と
、
帰
り
の
バ

ス
を
待
つ
人
た
ち
も
時
間
ま
で
ゆ
っ
く
り

と
く
つ
ろ
げ
る
境
内
の
雰
囲
気
が
好
き
で

す
。 ご

本
殿
入
り
口
、
頭
上
の
蟇
股
の
と

こ
ろ
に
は
、
艶
や
か
な
弁
財
天
さ
ま
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
弁
天
さ
ま
が
奏

で
て
い
る
の
は
、
琵
琶
で
は
な
く
お
琴
。

花
々
を
愛
で
、
と
て
も
珍
し
い
琴
弾
弁
財

天
さ
ま
に
お
目
に
か
か
っ
て
、
な
ん
と
も

華
々
し
い
気
持
ち
に
…
…
。
ま
た
帰
り
に

は
、
宮
司
さ
ん
が
お
漬
け
に
な
っ
た
梅
と

結
び
昆
布
の
入
っ
た
大
福
茶
が
い
た
だ
け

て
う
れ
し
い
限
り
で
す
。

拝
殿
前
の
毛
氈
が
敷
か
れ
た
床
几
に

は
、
水
鉢
い
っ
ぱ
い
に
入
れ
浮
か
べ
ら
れ

た
種
々
の
椿
が
ま
た
美
し
い
。
一
服
い
た

だ
い
て
見
上
げ
れ
ば
、
石
段
横
の
大
き
な

高
雄
楓
は
ま
だ
新
芽
を
芽
吹
か
せ
る
準
備

中
、
四
月
の
終
わ
り
頃
に
は
美
し
い
緑
が

拝
殿
に
か
か
る
ん
だ
ろ
う
な
。

ゆ
っ
く
り
と
お
茶
を
い
た
だ
い
た
り
、

椿
の
小
路
を
散
策
し
た
り
と
、
帰
り
の
バ

ス
を
待
つ
人
た
ち
も
時
間
ま
で
ゆ
っ
く
り

と
く
つ
ろ
げ
る
境
内
の
雰
囲
気
が
好
き
で

す
。

に
よ
り
修
復
さ
れ
た
の
が
、
現
存
す
る
社

殿
な
の
だ
そ
う
で
す
。

社
殿
に
向
か
う
参
道
は
、
長
く
緩
い

登
り
坂
。
桜
や
椿
、
水
仙
が
植
え
ら
れ
た

参
道
を
し
ば
し
歩
く
と
、
開
け
た
場
所
に

手
水
舎
が
見
え
て
く
る
。
秋
に
な
る
と
、

三
役
相
撲
の
ご
神
事
が
執
り
行
わ
れ
る
こ

の
場
所
で
は
、
樹
齢
六
百
年
を
超
え
、
と

て
も
貫
禄
の
あ
る
椎
木
の
ご
神
木
が
出
迎

え
て
く
れ
ま
す
。

石
段
を
上
が
れ
ば
拝
殿
が
あ
り
、
右

手
か
ら
社
殿
裏
山
側
に
や
ぶ
椿
の
赤
色
が

見
え
ま
す
。
本
殿
脇
の
小
さ
い
お
社
に
散

る
赤
色
が
可
愛
ら
し
く
も
美
し
い
で
す
。

こ
ち
ら
の
や
ぶ
椿
は
室
町
期
に
は
す
で
に

こ
こ
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
樹
齢
三
百
年
を

超
え
る
大
き
な
古
木
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
や
ぶ
椿
は
珍
種
と
さ
れ
て
い

て
、
花
が
三
角
形
に
開
き
、
し
べ
が
一
般

的
な
白
で
は
な
く
、
赤
み
を
帯
び
て
い
る

の
で
す
。
こ
こ
に
し
か
な
い
、
こ
こ
で
し

か
見
ら
れ
な
い
不
思
議
な
「
平
岡
八
幡
や

ぶ
椿
」
だ
そ
う
で
す
。

境
内
は
、
二
百
種
三
百
本
の
椿
で
あ

ふ
れ
て
い
ま
す
。
椿
は
古
事
記
や
日
本
書

紀
に
も
出
て
く
る
、
い
に
し
え
よ
り
日
本

人
に
は
馴
染
み
の
花
。
秋
か
ら
春
ま
で
と

長
く
咲
く
た
め
、
邪
気
を
祓
い
、
縁
起
の

良
い
花
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
招
福
、
長

寿
、
吉
兆
の
木
と
し
て
も
愛
さ
れ
、
葉
は

榊
の
代
わ
り
に
も
用
い
ら
れ
た
よ
う
で

す
。
木
偏
に
春
と
書
い
て
椿
、
日
本
人
が

愛
し
た
春
の
お
花
は
椿
な
ん
で
す
よ
と
、

宮
司
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

毎
年
の
「
椿
を
愛
で
る
会
」
で
は
、
た

く
さ
ん
の
人
が
訪
れ
、ご
本
殿
内
陣
で
は
、

花
の
天
井
の
特
別
公
開
も
あ
り
、
江
戸
時

代
末
期
に
描
か
れ
た
、
極
彩
色
の
美
し
い

四
十
四
枚
の
花
々
の
天
井
画
を
宮
司
さ
ん

が
解
説
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

ご
祭
神
の
応
神
天
皇
は
勝
ち
運
や
出

世
の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

私
に
と
っ
て
は
、
華
や
い
だ
優
し
い
気
配

が
境
内
に
満
ち
る
お
宮
。
氏
子
さ
ん
を
は

じ
め
花
好
き
な
人
々
の
憩
う
こ
ん
な
優
し

げ
な
場
と
し
て
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る

こ
と
を
、
空
海
さ
ん
も
喜
ば
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

花
三
昧
で
暮
れ
る
春
は
素

敵
で
す
ね
。

三
月
の
半
ば
も
過
ぎ
れ
ば
、
春
め
い

た
日
の
陽
気
に
誘
わ
れ
出
か
け
た
く
な
り

ま
す
。

丹
波
国
と
京
都
を
つ
な
ぐ
街
道
の
ひ

と
つ
、周
山
街
道
。
街
道
沿
い
の
梅
ヶ
畑
、

北
へ
進
め
ば
高
雄
へ
、
こ
の
梅
ヶ
畑
一
帯

の
産
土
神
が
お
わ
す
の
が
梅
ヶ
畑
八
幡
宮

と
も
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
、
平
岡
八

幡
宮
で
す
。
古
来
こ
の
一
帯
は
薬
草
の
産

地
で
あ
り
、
古
墳
も
あ
る
よ
う
で
、
は
る

か
昔
か
ら
人
の
い
と
な
み
が
豊
か
だ
っ
た

よ
う
で
す
。

太
古
か
ら
こ
の
地
を
守
る
神
、
大
地

主
大
神
は
境
内
の
地
主
社
に
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
氏
子
の
方
は
本
殿
に
お
参
り
す

る
前
に
必
ず
こ
の
社
に
お
参
り
さ
れ
る
と

聞
き
ま
し
た
。
な
の
で
私
も
こ
の
お
社
か

ら
ご
挨
拶
し
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
（
八
〇
九
年
）、
弘
法
大
師

空
海
さ
ん
は
高
雄
の
神
護
寺
に
入
ら
れ
ま

す
。
神
護
寺
の
守
護
神
と
し
て
、
豊
前
国

（
大
分
県
）
の
宇
佐
八
幡
宮
か
ら
勧
請
し
、

自
ら
描
い
た
「
僧
形
八
幡
神
像
」
を
ご
神

体
と
し
て
祀
っ
た
の
が
平
岡
八
幡
宮
の
始

ま
り
。
山
城
国
（
京
都
）
で
は
最
も
古
い

八
幡
宮
さ
ま
な
の
で
す
。
石
清
水
八
幡
宮

よ
り
古
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
昔
は
、
こ
の
八
幡
さ
ま
の

あ
た
り
ま
で
も
が
神
護
寺
の
寺
内
で
あ
り

京
か
ら
の
入
り
口
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

平
安
時
代
末
期
、
一
時
は
廃
絶
し
ま

し
た
が
、
神
護
寺
を
復
興
し
た
文
覚
上
人

に
よ
り
再
興
さ
れ
、
室
町
時
代
に
は
、
火

災
に
よ
り
社
殿
を
焼
失
し
ま
す
が
、
将
軍

足
利
義
満
に
よ
り
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
江
戸
時
代
末
期
、
仁
孝
天
皇
の
命

も
う
ひ
と
つ
魅
力
的
な
椿
が
あ
り
ま

す
。
故
事
に
「
願
い
事
を
す
る
と
白
玉
形

の
蕾
が
一
夜
に
し
て
開
花
し
願
い
が
成
就

し
た
」
と
書
か
れ
る
白
玉
椿
伝
説
縁
の
美

し
い
椿
で
す
。
社
務
所
の
お
庭
に
あ
る
こ

の
椿
は
、
寒
い
間
は
霜
除
け
の
布
が
被
せ

て
あ
り
、
大
事
に
大
事
に
育
て
ら
れ
て
い

る
箱
入
り
娘
の
よ
う
で
す
。
ま
だ
寒
い
季

に
宮
司
さ
ん
が
布
の
覆
い
を
少
し
上
げ
て

見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
時
の
笑
顔
が
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。
枝
垂
れ
に
つ
く
蕾
は
、
ま
ん

ま
る
で
雪
の
よ
う
。
開
け
ば
そ
の
八
重
の

花
び
ら
の
白
さ
は
、
気
品
と
清
ら
か
さ
を

兼
ね
備
え
、
本
当
に
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
。
そ

の
姿
は
絵
馬
に
も
描
か
れ
、
奉
納
さ
れ
た

た
く
さ
ん
の
開
花
の
椿
絵
馬
が
、
多
く
の

願
い
事
の
成
就
を
示
し
て
い
ま
す
。

開
花
の
時
期
は
毎
年
ま
ち
ま
ち
で
す

が
、梅
や
椿
、桜
と
花
の
天
井
画
が
重
な
っ

た
時
に
伺
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
良
き
ご

縁
と
い
う
も
の
で
す
ね
。

〈こばやし ゆきえ〉
京都・下鴨生まれ。大学
で日本画を学び、卒業後
は本、雑誌、広告、新聞、
TVCMなど幅広く絵に
関わる仕事に携わる。著
書に『京都でのんびり 私
の好きな散歩みち』、『京
都をてくてく 私が気ままに
歩くみち』、『京都のいち
ねん わたしの春夏秋冬』
がある。

平成30年度「花の天井 春の特別拝観」3月2日～5月15日午前10時～午後4時　「椿を愛でる会」3月9日～4月15日

お
お
と
こ

う
ぶ
す
な
が
み

た
ん 

ば
の
く
に

じ 

ぬ
し
し
ゃ

ぬ
し
の
お
お
か
み

た
か 

お

じ
ん 

ご  

じ

そ
う
ぎ
ょ
う
は
ち
ま
ん
し
ん
ぞ
う

う  

さ 

は
ち
ま
ん
ぐ
うい

わ
し
み
ず
は
ち
ま
ん
ぐ
う

や
ま
し
ろ
の
く
に

も
ん
が
く
し
ょ
う
に
ん

に
ん
こ
う 

て
ん
の
う

さ
ん
や
く 

ず
も
う

し
い
の
き

ゆ
る

へ
ん

た
か  

お 

か
え
で

も
う
せ
ん

ゆ
か
り

し
ょ
う
ぎ

か
え
る
ま
た

こ
と
ひ
き
べ
ん
ざ
い

て
ん

あ
で

と
き
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