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YUJ を手に取った方とお寺が良い縁で結ばれますよう。

地
獄
の
風
景

地
獄
に
は
等と
う
か
つ活
、
黒こ
く
じ
ょ
う縄、
衆し
ゅ
ご
う合
、

叫き
ょ
う
か
ん喚、
大
叫
喚
、
焦し
ょ
う
ね
つ熱、
大
焦
熱
、

無む

間け
ん

の
八
大
地
獄
が
あ
り
、
い
ず
れ

も
こ
の
世
界
の
地
下
深
く
に
あ
る
。

ま
ず
初
め
に
等
活
地
獄
が
あ
り
、

こ
こ
の
罪
人
は
常
に
相
手
を
傷
つ
け

よ
う
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
る
。

た
ま
た
ま
相
手
に
出
会
う
と
、
ち
ょ

う
ど
猟
師
が
鹿
を
見
つ
け
た
よ
う
な

も
の
で
、
鉄
の
爪
で
も
っ
て
、
お
互

い
に
掴
み
裂
い
て
し
ま
う
。
つ
い
に

は
共
に
血
も
肉
も
果
て
、
た
だ
骨
だ

け
が
残
る
と
い
う
有
様
で
あ
る
。

ま
た
地
獄
に
は
鬼
も
い
て
、
罪
人

を
見
つ
け
る
と
手
に
持
っ
た
鉄
の
杖

や
鉄
の
棒
で
、
罪
人
の
頭
か
ら
足
の

先
に
至
る
ま
で
、
余
す
所
無
く
皆
打

ち
尽
く
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、

罪
人
の
身
体
は
砂
の
塊
の
よ
う
に
破

り
砕
か
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
非
常
に

鋭
い
刀
を
持
つ
地
獄
の
鬼
は
、
ま
る

で
料
理
人
が
肉
や
魚
を
捌さ

ば

く
か
の
よ

う
に
罪
人
の
身
体
を
ズ
タ
ズ
タ
に
切

り
裂
い
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
罪
人
た
ち
は
息

絶
え
て
し
ま
う
の
だ
が
、
ど
こ
か
ら

と
も
な
く
涼
し
い
風
が
吹
く
と
、
罪

人
の
身
体
は
も
と
の
よ
う
に
戻
り
、

た
ち
ま
ち
息
を
吹
き
返
し
て
、
ま
た

同
じ
よ
う
に
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

は
た
ま
た
、
ど
こ
か
ら
か
「
罪
人

ど
も
よ
、再
び
等
し
く
生
き
か
え
れ
」

と
い
う
声
が
す
る
と
も
、
地
獄
の
鬼

が
鉄
の
叉

ふ
た
ま
たで
地
面
を
打
っ
て
「
生
き

か
え
れ
、
生
き
か
え
れ
」
と
唱
え
る

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
等
活
地
獄
に
は
、
無
益
な
殺

生
を
行
っ
た
も
の
が
墜お

ち
、
数
十
億

年
を
一
期
と
し
て
苦
し
み
続
け
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。

阿弥陀仏立像（伝慈覚大師作）



『
往
生
要
集
』と
源
信

以
上
は
八
大
地
獄
の
ひ
と
つ
「
等

活
地
獄
」
の
様
子
で
す
が
、
こ
の

非
常
に
恐
ろ
し
い
地
獄
の
描
写
は
、

平
安
中
期
の
天て

ん
だ
い台
僧
源げ
ん
し
ん信
の
著
作

『
往お

う
じ
ょ
う生
要よ
う
し
ゅ
う集』
に
拠よ

り
ま
す
。

源
信
が
『
往
生
要
集
』
を
撰せ

ん
じ
ゅ
つ述し

た
の
は
永え

い
か
ん観
三
年
（
九
八
五
）
四
月

で
あ
り
、
僧
の
み
な
ら
ず
貴
族
や
文

官
な
ど
当
時
の
知
識
層
に
よ
っ
て

競
っ
て
書
写
さ
れ
読
ま
れ
ま
し
た
。

と
り
わ
け
そ
の
精せ

い

緻ち

な
地
獄
や
極ご
く
ら
く楽

浄じ
ょ
う
ど土

の
描
写
は
、
後
の
文
学
や
美
術

に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
い
い
ま
す
と
『
往
生

要
集
』
は
文
学
作
品
の
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
極
楽
浄
土

へ
往
生
す
る
方
法
を
説
い
た
念ね

ん
ぶ
つ仏
実

践
書
で
す
。『
往
生
要
集
』
は
い
か

に
し
て
誕
生
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

著
者
で
あ
る
源
信
の
生
涯
と
と
も
に

お
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

天て
ん
ぎ
ょ
う慶
五
年
（
九
四
二
）、
源
信
は

大や
ま
と
の
く
に

和
国
葛か
つ
ら
ぎ
し
も
ぐ
ん

城
下
郡
当た
い
ま
ご
う

麻
郷
（
奈
良
県

葛
城
市
當た
い
ま麻
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

父
は
卜う

ら

部べ

正ま
さ
ち
か親
、
母
は
清き
よ
は
ら原
氏
の
出

で
あ
り
、
二
人
は
一
男
四
女
を
も
う

け
ま
し
た
。

幼
い
こ
ろ
か
ら
聡
明
で
仏
教
に
対

す
る
信
仰
が
深
か
っ
た
源
信
は
、
十

代
前
半
で
比
叡
山
に
登
り
、
当
時
脚

光
を
浴
び
始
め
て
い
た
横よ

か
わ川
の
良り
ょ
う
げ
ん源

の
門
を
叩
き
ま
し
た
。
良
源
は
宗
学

の
高
揚
を
第
一
と
考
え
、
僧
侶
の
育

成
に
力
を
注
ぎ
、
良
源
の
庇
護
の
下
、

源
信
は
少
年
期
か
ら
青
年
期
の
日
々

の
す
べ
て
を
天
台
教
学
の
研
鑽
に
費

や
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

天て
ん
え
ん延

元
年
（
九
七
三
）
三
十
二
歳

に
な
っ
た
源
信
は
、
当
時
天
台
学
僧

の
登
竜
門
で
あ
っ
た
広こ

う

学が
く

竪り
ゅ
う

義ぎ

の
受

験
生
に
選
ば
れ
、
見
事
及
第
し
ま
す
。

師
良
源
の
定
め
た
道
を
順
調
に
歩
み

始
め
た
源
信
は
、天て

ん
げ
ん元
三
年（
九
八
〇
）

九
月
三
日
、
良
源
の
悲
願
で
あ
っ
た

延
暦
寺
根こ

ん
ぽ
ん本
中ち
ゅ
う
ど
う堂
供く

養よ
う

大
法ほ
う

会え

に
お

い
て
、
右
方
錫し

ゃ
く
じ
ょ
う
し
ゅ
う

杖
衆
の
頭
役
と
い
う

大
役
を
果
た
し
ま
し
た
。

す
べ
て
が
順
風
満
帆
で
あ
っ
た
源

信
で
す
が
、
こ
の
法
会
を
最
期
に
、

華
や
か
な
舞
台
か
ら
消
え
て
し
ま
い

ま
す
。
何
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

当
時
「
智ち

弁べ
ん

群
を
ぬ
く
」
と
評
さ

れ
て
い
た
源
信
は
、
あ
る
時
、
朝
廷

か
ら
の
招
き
で
法
会
に
出
席
し
ま
し

た
。
そ
の
法
会
に
お
い
て
賜
り
も
の

が
あ
り
、
源
信
は
当
麻
の
母
の
た
め

に
と
贈
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
た

源
信
の
母
は
、
涙
な
が
ら
に
源
信
を

諫
め
た
と
い
い
ま
す
。

「
あ
な
た
が
贈
っ
て
く
れ
ま
し
た

品
、
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。
し
か

し
私
が
願
う
の
は
、
あ
な
た
が
高
名

な
僧
と
し
て
華
や
か
に
振
る
舞
う
こ

と
で
は
な
く
、
仏
門
を
修
め
世
を
救

う
聖
人
と
な
る
こ
と
で
す
。」

こ
の
手
紙
を
受
け
た
源
信
は
、
涙

を
流
し
「
仰
せ
に
随
い
、
き
っ
と
聖

人
に
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
誓
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

慶
滋
保
胤
と
勧
学
会

源
信
の
隠い
ん
と
ん遁
よ
り
、
や
が
て
『
往

生
要
集
』
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
に
、

源
信
と
浄
土
信
仰
の
関
わ
り
で
欠
か

せ
な
い
人
物
が
慶よ

し
し
げ
の
や
す
た
ね

滋
保
胤
で
す
。
当

時
、
保
胤
は
「
勧か

ん

学が
く

会え

」
と
呼
ば
れ

る
念
仏
結
社
を
主
催
し
て
い
ま
し
た
。

勧
学
会
は
康こ

う
ほ
う保
元
年
（
九
六
四
）

天
台
の
学
僧
と
大
学
紀き

伝で
ん
ど
う道
の
学
生ほ

各
二
十
名
ず
つ
が
一
堂
に
集
い
、『
法

華け

経
』
の
講
演
、
念
仏
、
経
の
一
句

を
題
に
詩
会
を
催
し
た
の
が
始
ま
り

で
、
毎
年
三
月
と
九
月
の
十
五
日
に

定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

勧
学
会
の
メ
ン
バ
ー
は
十
四
日
の

夕
に
会
場
で
合
流
し
、
十
五
日
の
朝

『
法
華
経
』
を
講
じ
、
夕
に
は
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

を
念
じ
、
そ
の
後
は
夜
を
徹
し

て
仏ぶ

っ
ぽ
う法
を
讃た
た

え
る
詩
を
つ
く
り
寺
に

納
め
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
念
仏
と
は
、

「
南な

無む

阿
弥
陀
仏
」
と
名み
ょ
う
ご
う号
を
称
え

る
称

し
ょ
う
み
ょ
う名
念
仏
で
、
ま
る
で
「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
の
名
号
が
極
楽
浄
土
へ
往

生
で
き
る
呪
文
で
あ
る
か
の
よ
う
に

称
え
続
け
る
念
仏
行
で
し
た
。

し
か
し
、
天
台
の
念
仏
と
は
「
仏

の
姿
を
心
に
深
く
念
じ
仏
と
一
体
と



な
る
こ
と
」
を
目
指
し
た
観か
ん
そ
う想
念
仏

で
あ
り
、
称
名
念
仏
は
観
想
の
手
段

で
し
か
な
く
、
極
楽
往
生
は
あ
く
ま

で
観
想
念
仏
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

勧
学
会
と
接
近
し
た
源
信
が
、
メ

ン
バ
ー
の
念
仏
往
生
を
模
索
す
る
真

摯
な
姿
勢
に
共
鳴
し
つ
つ
も
、
理
論

の
欠
い
た
念
仏
行
を
憂
慮
し
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
、
念
仏
者
の

理
論
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、『
往

生
要
集
』
が
誕
生
す
る
の
で
す
。

二
十
五
三
昧
会

『
往
生
要
集
』
が
ひ
と
た
び
世
に

現
れ
る
や
、
浄
土
教
家
や
念
仏
者
の

間
に
空
前
の
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。

従
来
の
呪
術
的
な
称
名
念
仏
に
対
し
、

天
台
教
学
に
裏
付
け
さ
れ
た
源
信
の

念
仏
は
、
極
楽
往
生
の
た
め
の
念
仏

の
意
義
を
明
確
に
理
論
化
体
系
化
し

た
も
の
で
し
た
。

そ
の
念
仏
理
論
を
実
践
し
よ
う
と
、

『
往
生
要
集
』
完
成
の
翌
寛
和
二
年

（
九
八
六
）
五
月
に
は
、
念
仏
結
社

「
二
十
五
三ざ

ん
ま
い昧
会え

」
が
結
成
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
『
発ほ

つ
が
ん
も
ん

願
文
』
に
よ
り
ま

す
と
会
の
趣
旨
は
次
の
よ
う
で
し
た
。

「
…
『
観か

ん

無む
り
ょ
う
じ
ゅ

量
寿
経
』
に
念
仏
を

称
え
る
も
の
は
八
十
億
劫
生
死
の
罪

を
除
き
、
極
楽
に
往
生
で
き
る
と
あ

る
の
を
来
世
の
た
の
み
と
し
、
こ
こ

に
わ
れ
ら
は
契
り
を
交
わ
し
て
た
が

い
に
善
友
と
な
り
、
臨り

ん
じ
ゅ
う終ま
で
助
け

あ
っ
て
念
仏
を
称
え
る
こ
と
と
し
た
。

二
十
五
人
を
も
っ
て
結け

ち
え
ん縁
の
衆
の
数

と
し
、
も
し
こ
の
中
に
病
人
が
出
た

ら
結
縁
の
衆
は
見
舞
っ
て
念
仏
を
勧

め
よ
う
。
没
後
、
極
楽
往
生
の
望
み

を
と
げ
た
も
の
も
悪あ

く
ど
う道

に
墜
ち
た
も

の
も
、
必
ず
そ
の
由
を
こ
の
世
の
結け

つ

衆じ
ゅ
うに
知
ら
せ
よ
う
…
」

こ
こ
に
、
臨
終
の
念
仏
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は『
往

生
要
集
』
の
「
臨
終
行
儀
」
に
よ
る

も
の
で
す
。
臨
終
に
際
し
病
人
を
西

向
き
に
し
、
仏
像
の
手
に
結
ん
だ
五

色
の
糸
を
握
ら
せ
、
同
行
者
は
あ
い

集
い
、
臨
終
の
友
の
た
め
に
一
心
に

十
遍
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る

も
の
で
す
。

ま
た
『
往
生
要
集
』
に
は
極
楽
往

生
で
き
た
も
の
は
、
縁
の
あ
る
人
を

極
楽
浄
土
へ
導
く
こ
と
が
で
き
る
と

説
か
れ
て
お
り
、
極
楽
往
生
は
わ
が

身
の
み
で
は
な
く
、
結
縁
衆
の
た
め

で
も
あ
り
ま
し
た
。
後
に
『
往
生
要

集
』
を
宋そ

う

に
送
る
機
会
を
得
た
源
信

は
、
そ
の
書
状
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

「
…
そ
れ
一
天
の
下
、
一
法
の
中
、

み
な
四
部
の
衆
（
仏
弟
子
）
な
り
。

…
み
な
わ
れ
と
共
に
極
楽
に
往
生
す

る
の
縁
を
結
ば
ん
」

横
川
の
僧
都

『
往
生
要
集
』
は
宋
で
も
高
い
評

価
を
受
け
、
源
信
の
意
に
反
し
て
名

声
を
高
め
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
が
、

そ
の
後
も
源
信
は
地
位
や
栄
誉
と
は

無
縁
の
生
涯
を
送
り
ま
し
た
。
そ
ん

な
源
信
を
人
々
は
か
え
っ
て
尊
び
、

そ
の
居
所
で
あ
る
恵え

心し
ん

院
に
ち
な
ん

で
恵
心
僧
都
と
呼
び
ま
し
た
。

紫む
ら
さ
き
し
き
ぶ

式
部
『
源げ
ん
じ氏
物も
の
が
た
り語』
第
五
十
三

帖
「
手て
な
ら
い習
」
に
「
横
川
に
な
に
が
し

の
僧
都
と
か
い
ひ
て
、
い
と
尊
き
人

住
み
け
り
」
と
あ
る
の
は
、
源
信
が

モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

後
に
浄
土
宗
の
祖
と
な
る
法ほ

う
ね
ん然
や

親し
ん
ら
ん鸞
に
よ
り
、『
往
生
要
集
』
は
解

釈
が
加
え
ら
れ
、
新
た
な
念
仏
の
時

代
に
入
り
ま
す
。

法
然
、
親
鸞
は
山
を
下
り
民
衆
の

た
め
の
極
楽
往
生
を
模
索
し
ま
し
た
。

「
一
天
の
下
、
一
法
の
中
、
み
な
仏

弟
子
な
り
。
共
に
極
楽
に
往
生
す
る

の
縁
を
結
ば
ん
。」
と
い
っ
た
源
信

の
精
神
は
、
こ
こ
に
お
い
て
結
実
し
、

今
も
多
く
の
人
々
を
極
楽
往
生
へ
と

導
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。『人物叢書　源信』

速水侑　吉川弘文館
『往生要集（上）』

石田瑞麿訳注　岩波文庫
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recipe.10バナナとあんずの蒸しパン
【作り方】１. 薄力粉と重曹をふるっておく。バナナを
フォークの背でつぶしておく。2. A をよくかき混ぜ 1 を
加えてさっくり混ぜる。3. ある程度混ざったらバナナ
を加えて混ぜる。4. アルミカップ 6 分くらいまで流す。
5. 蒸し器で 10 ～ 15 分くらい蒸す。竹ぐしでついて先
に何も付いていなければ出来上がり。

【材料／アルミカップ 10 個】
薄力粉…約 150g、重曹…小さじ 1、バ
ナナ…1/2 本、A【きび砂糖…大さじ 1、
あんずジャム…大さじ 1 と 1/2、塩…ひ
とつまみ、植物油…大さじ 1/2、豆乳…
60cc、水…60cc】

今
回
は
、
清せ
い
ふ
う風
手で

前ま
え

と
い
う
お
手

前
の
お
心
か
ら
思
う
こ
と
を
。

清
風
手
前
は
、
清
風
棚
と
い
う
棚

か
ら
お
道
具
を
取
り
出
し
て
、
お
手た

前
を
す
す
め
ま
す
。そ
の
お
心
は「
誰

が
家
か
清
風
明め

い
げ
つ月
無
か
ら
ん
」
と
い

い
ま
す
。
私
な
り
に
意
釈
す
る
と
、

「
誰
の
家
に
で
も
、
清
ら
か
な
風
や

明
る
い
月
な
ど
自
然
の
恵
み
は
平
等

に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
。
日
常

生
活
の
中
で
も
、
何
事
も
平
等
に
与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
偏
見
、
ね
た

み
を
持
た
な
い
よ
う
過
ご
す
こ
と
が

大
切
で
あ
る
」
と
な
り
ま
す
。

ど
の
お
手
前
も
そ
う
な
の
で
す
が
、

日
常
を
離
れ
て
作
法
に
集
中
し
て
い

る
と
、
ま
だ
ま
だ
初
心
者
の
私
で
も
、

普
段
考
え
な
い
こ
と
に
気
持
ち
が
及

び
ま
す
。
そ
し
て
、
一
定
の
作
法
を

終
え
、
お
心
や
意
釈
を
、
言
葉
を
選

び
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
口
に
出
し
て
み

る
と
、
日
常
で
忘
れ
て
い
た
心
の
ゆ

と
り
を
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
す
。

こ
の
清
風
手
前
で
、
棚
か
ら
お
道

具
の
出
し
入
れ
を
し
な
が
ら
平
等
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
い
か
に
日

常
で
感
情
に
流
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
か
、
と
反
省
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
時
間
が
持
て
る

こ
と
が
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
と
思

わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

さ
て
、
前
回
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

施せ

茶ち
ゃ

の
日
時
が
、
六
月
三
日
（
日
）

に
決
定
し
ま
し
た
。
三
井
古
流
の
お

煎
茶
に
ご
興
味
の
あ
る
方
、
ぜ
ひ
足

を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

今
回
の
レ
シ
ピ
は
、
簡
単
に
作
れ

る
蒸
し
パ
ン
で
す
。
大
人
は
も
ち
ろ

ん
、
小
さ
い
お
子
様
も
召
し
上
が
れ

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
作
っ
て
家
族
み
ん

な
で
お
召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
。



浜口育弘（文）
浜口緑研究所代表。除草剤などで弱ってい
た「乃木将軍妻返しの松」を独自の研究に
よって元気な姿に戻す。連絡は、
〒 763-0065 香川県丸亀市塩屋町 2-16-17

Denny Horimizu（絵）
生まれ育ちは金蔵寺。金倉寺にて月に 1 度、
EmaFace を展開。似顔絵、ウェルカムボー
ド他、ご要望があれば承っています。
http://www.moridukuri.cho-chin.com/

―
今
日
は
「
こ
ど
も
ま
つ
り
」
の
日
。

お
寺
の
様
子
も
い
つ
も
と
違
っ
て
、

子
供
た
ち
の
笑
顔
に
溢
れ
て
い
ま
す
。

え
え
な
ぁ
、
実
に
え
え
。
そ
れ
ぞ

れ
の
親
子
に
も
笑
み
が
こ
ぼ
れ
よ
る
。

―
境
内
で
は
高
校
生
に
よ
る
太
鼓
や

チ
ア
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
演
劇
に
パ
ト

カ
ー
、
消
防
車
な
ど
も
あ
り
、
子
供

た
ち
は
未
来
を
夢
み
て
目
を
輝
か
せ

て
い
ま
す
。

い
つ
も
は
恐
い
和
尚
も
今
日
は
ニ

コ
ニ
コ
と
愛
想
が
え
え
な
ぁ
。

人
生
楽
々
の
者
は
お
ら
ん
。
そ
れ

を
乗
り
越
え
る
力
が
ニ
コ
ニ
コ
な
ん

や
。
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
か
ら
ニ
コ

ニ
コ
の
遺
伝
子
を
子
供
に
伝
え
る
こ

と
が
家
内
安
全
の
秘
訣
な
ん
や
。

和
尚
、
い
う
な
ぁ
。
理
論
た
く
ま

し
く
あ
り
ア
ホ
を
演
じ
き
る
。
こ
れ

も
人
生
の
生
き
方
か
い
な
。

ゴ
ロ
ハ
チ
、
あ
ん
た
は
ど
っ
か

で
拾
っ
て
き
た
天
の
邪
鬼
を
一
生
背

負
っ
て
生
き
て
く
つ
も
り
か
い
な
。

こ
い
つ
ら
と
の
付
き
合
い
も
も
う

長
い
き
ん
。
和
尚
、
こ
い
つ
ら
も
よ

く
よ
く
付
き
合
い
よ
る
と
、
一
人
一

人
訴
え
て
き
よ
る
ん
で
。

お
前
の
夢
は
「
自
然
再
生
」
や
ろ
、

ゴ
ロ
ハ
チ
。
一
が
あ
る
き
ん
、
百
も

千
も
あ
る
ん
や
で
。
一
を
せ
ん
と
何

も
始
ま
ら
ん
で
。

本
来
防
波
堤
や
っ
た
自
然
が
環

境
破
壊
ゆ
ー
大
津
波
に
飲
ま
れ
て
し

も
う
た
。
自
然
の
防
波
堤
や
っ
た
海

岸
の
森
も
バ
タ
バ
タ
と
枯
れ
て
い
く
。

そ
の
最
大
の
原
因
が
地
球
温
暖
化
や
。

ワ
シ
の
一
に
意
味
あ
る
ん
や
ろ
か
。

ゴ
ロ
ハ
チ
、
あ
ん
た
の
研
究
は
遺

伝
子
ま
で
進
ん
で
る
そ
う
や
が
、
肝

心
の
お
前
さ
ん
の
遺
伝
子
は
ど
う
や
。

ニ
コ
ニ
コ
の
遺
伝
子
を
伝
え
と
る
か
。

そ
れ
が
自
然
再
生
へ
の
一
歩
と
ち
ゃ

う
か
。

遺
伝
子
に
傷
が
つ
く
こ
と
で
、
奇

形
や
突
然
変
異
（
ミ
ュ
ー
タ
ン
ト
）

が
生
じ
る
ん
や
。
ゴ
ロ
ハ
チ
の
ニ
コ

ニ
コ
の
遺
伝
子
に
は
、
ど
っ
か
に
傷

が
つ
い
て
し
も
う
た
ん
や
。

ワ
シ
の
研
究
は
小
さ
い
小
さ
い
、

遺
伝
子
を
保
護
す
る
こ
と
や
の
に
、

自
分
の
ニ
コ
ニ
コ
の
遺
伝
子
の
保
護

に
は
気
づ
い
と
ら
ん
か
っ
た
。

ニ
コ
ニ
コ
の
遺
伝
子
に
は
心
の
平

安
が
必
要
や
。
心
の
平
安
の
た
め
に

は
、
緑
が
生
き
生
き
と
し
た
自
然
環

境
が
必
要
や
で
、
ゴ
ロ
ハ
チ
。

寺
の
役
目
は
ニ
コ
ニ
コ
の
遺
伝
子

を
作
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
ニ
コ
ニ

コ
の
遺
伝
子
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る

自
然
に
感
謝
す
る
こ
と
を
伝
え
る
こ

と
や
。
お
前
さ
ん
は
ど
う
や
。

そ
う
や
、
ワ
シ
が
や
っ
と
る
樹

木
再
生
は
一
本
単
位
か
も
知
れ
ん
が
、

再
生
に
成
功
し
た
技
術
は
他
の
樹
木

に
も
応
用
で
き
る
。
こ
れ
が
ワ
シ
の

ニ
コ
ニ
コ
の
遺
伝
子
を
伝
え
る
こ
と

や
が
な
。

ゴ
ロ
ハ
チ
の
言
う
こ
と
を
信
じ
て

も
ら
え
る
か
は
分
か
ら
ん
で
。
な
ん

せ
、
ワ
シ
を
一
生
背
負
っ
と
る
ん
や

き
に
。

お
前
さ
ん
た
ち
に
も
協
力
し
て
も

ら
わ
な
い
か
ん
で
。

―
ニ
コ
ニ
コ
の
遺
伝
子
、
み
な
さ
ん

の
元
に
も
届
き
ま
し
た
か
？



その12、円珍さん⑪その12、円珍さん⑪

その 12、数珠

博
多
に
着
い
た
円え
ん
ち
ん珍

さ
ん
一
行
は
、

再
び
城し

ろ
や
ま山

の
四し

王お
う

院い
ん

に
滞
在
し
、
帰

朝
の
奏
上
を
し
ま
し
た
。
翌
天て

ん
あ
ん安

三

年
（
八
五
九
）
正
月
十
六
日
、
宮
中

に
召
さ
れ
た
円
珍
さ
ん
は
、
長
安
で

刁ち
ょ
う
け
い慶
に
図
画
さ
せ
た
大だ
い

曼ま
ん

荼だ

羅ら

像ぞ
う

二

幅
を
献
上
し
、
持
ち
帰
っ
た
経
論
千

余
巻
を
中な

か
つ
か
さ
し
ょ
う

務
省
に
納
め
て
、
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

の
山さ
ん

王の
う

院い
ん

へ
と
戻
り
ま
し
た
。

す
る
と
円
珍
さ
ん
の
元
に
一
人
の

老
翁
が
現
れ
、「
中
務
省
は
大
切
な

経
論
を
納
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

私
が
案
内
す
る
か
ら
着
い
て
き
な
さ

い
。」
と
言
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
以
前
円
珍
さ
ん
に
入に

っ
と
う唐

を
勧
め
た
山さ

ん
の
う王
権ご
ん
げ
ん現
が
現
れ
、「
経

仏ぶ
つ

具ぐ

の
う
ち
、
み
な
さ
ん
が
普
段

の
生
活
で
触
れ
る
こ
と
の
多
い
も
の

は
、
数じ

ゅ
ず珠

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
に
お
け
る
数
珠
は
、
イ
ン
ド

か
ら
中
国
に
伝
わ
っ
て
数
を
数
え
る

道
具
と
し
て
普
及
し
た
の
が
始
ま
り

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本

に
入
っ
て
き
た
の
は
、
仏
教
が
伝

わ
っ
た
聖し

ょ
う
と
く徳
太た
い
し子
の
頃
、
素
朴
な
形

で
入
っ
て
き
た
も
の
の
よ
う
で
す
。

奈
良
時
代
に
入
っ
て
、
中
国
文
化
を

受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
仏
教

は
華
麗
な
有
り
様
を
見
せ
、
数
珠
の

材
質
も
多
様
に
な
り
ま
し
た
。

儀
式
用
に
水
晶
で
作
ら
れ
た
数
珠

は
、
装し

ょ
う
ぞ
く束
数
珠
と
い
わ
れ
、
所し
ょ
さ作
で

典
は
山
王
院
に
置
く
ほ
う
が
よ
い
。」

と
割
っ
て
入
り
ま
し
た
が
、
そ
の
声

が
消
え
ぬ
う
ち
に
、「
い
や
、
こ
こ

は
将
来
必
ず
争
い
が
起
こ
る
。
南
へ

数
十
丁
離
れ
た
と
こ
ろ
に
良
い
場
所

が
あ
る
。」と
老
翁
が
反
論
し
ま
し
た
。

老
翁
と
山
王
権
現
の
争
い
は
続
き

ま
し
た
が
、「
と
に
か
く
老
翁
が
い

う
場
所
に
皆
で
行
っ
て
み
よ
う
」
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
老
翁
に
導
か
れ
る
ま
ま
山

を
下
り
辿
り
着
い
た
場
所
が
現
在
の

園お
ん

城じ
ょ
う

寺じ

（
三み

井い

寺で
ら

）
で
あ
り
ま
し
た
。

円
珍
さ
ん
は
園
城
寺
を
再
建
し
、
堂ど

う

宇う

（
現
在
の
唐と
う

院い
ん

）
を
建
立
し
て
、

千
余
巻
の
経
論
を
納
め
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
老
翁
の
正
体
は
新し

ん

羅ら

明み
ょ
う

神じ
ん

で
、
園
城
寺
の
北
野
に
留
ま
っ

た
た
め
、
円
珍
さ
ん
は
貞じ

ょ
う
が
ん観
二
年

（
八
六
〇
）
現
在
の
新
羅
善
神
堂
を

建
て
て
祀
っ
た
そ
う
で
す
。

『智証大師　円珍』
小林隆彰　東方出版

音
を
た
て
る
こ
と
で
仏
を
念
じ
る
よ

り
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
天

台
宗
の
修し

ゅ
げ
ん
し
ゃ

験
者
た
ち
は
、
念
珠
を

擦す

っ
て
音
を
出
す
こ
と
に
よ
り
、
危

険
な
行
に
潜
む
魔
を
よ
け
る
術
と
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
数
珠
に

音
を
求
め
る
の
は
、
日
本
人
独
特
の

感
性
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
数
珠
が
仏
教
の
パ
ワ
ー
そ

の
も
の
を
象
徴
す
る
存
在
と
も
な
っ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
貫か

ん
じ
ゅ主
が
信
者

さ
ん
に
数
珠
を
当
て
て
加
持
を
行
っ

た
り
、
天
台
宗
の
回か

い
ほ
う
ぎ
ょ
う

峰
行
を
行
っ
た

行
者
の
加か

じ持
を
受
け
る
行
為
は
、
そ

の
パ
ワ
ー
が
、
数
珠
を
通
し
て
信
者

に
流
入
す
る
こ
と
を
表
す
例
で
あ
り
、

数
珠
は
既
に
、
単
な
る
道
具
の
一
つ

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。　

各
宗
各
派
の
考
え
方
に
よ
り
、

様
々
な
用
途
に
使
わ
れ
て
い
る
の
が

数
珠
の
特
徴
と
い
え
ま
す
ね
。『お位牌は

どこから来たのか』
多田孝正　興山舎
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『
往
生
要
集
』
の
中
で
描

写
さ
れ
て
い
る
地
獄
の
風

景
は
本
当
に
恐
ろ
し
い
も

の
。
僕
も
子
供
の
こ
ろ
、

恐
い
な
が
ら
も
地
獄
の
絵

本
を
め
く
っ
て
「
悪
い
こ

と
せ
ん
と
こ
」
っ
て
思
っ

た
も
ん
で
す
。
最
近
の
子

供
は
地
獄
を
知
ら
な
い
み

た
い
や
ね
。

こ
の
前
手
に
入
れ
た
『
地

獄
』
の
絵
本
、
私
も
小
さ

い
と
き
に
見
て
、
夜
恐
く

て
ト
イ
レ
に
行
け
な
く

な
っ
た
記
憶
が
あ
る
わ
～
。

風
濤
社
の
『
地
獄
』
ね
。

こ
な
い
だ
夜
一
人
で
読
ん

で
た
け
ど
、
夢
見
も
せ
ん

か
っ
た
。
悪
い
大
人
に

な
っ
て
し
も
た
ん
か
な
…

七
ヶ
所
ま
い
り
の
ご
案
内

香
川
県
の
中ち
ゅ
う
さ
ん讃

地
域
を
中
心
に
、

「
七し

ち
か
し
ょ

ヶ
所
ま
い
り
」
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
四
国
霊
場
第
七
十
一
番
弥い

や

谷だ
に

寺じ

か
ら
第
七
十
七
番
道ど
う
り
ゅ
う
じ

隆
寺
ま
で

の
七
寺
院
を
一
日
で
お
参
り
す
る

と
、 

四
国
霊
場
八
十
八
ヶ
所
を
お
参

り
し
た
こ
と
と
同
じ
だ
け
の
功く

徳ど
く

が

あ
る
と
い
う
も
の
。

寛か
ん
せ
い政

十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
発
刊

の
絵
図『
四
国
八
十
八
番
寺
社
名
勝
』

に
は
、 「
足
よ
は
き
人
は
此
印
七
り

七
ヶ
所
を
め
ぐ
れ
ば 

四
国
巡
拝
に

じ
ゅ
ん
ず
と
い
ふ
」 

と
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。

来
る
五
月
十
九
日
（
土
）、
七
ヶ

所
寺
院
主
催
に
よ
る
七
ヶ
所
ま
い
り

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
行
わ
れ
ま
す
。

全
行
程
で
約
十
六
キ
ロ
、
急
な
登

り
や
下
り
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が

平
地
の
移
動
の
た
め
、
歩
き
遍
路
、

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
も
に
初
め
て
の
方

で
も
安
心
で
す
。
ま
た
、
霊
場
寺
院

訶
利
帝
母
例
祭
の
ご
案
内

本
年
も
恒
例
の
訶か

利り

帝て
い
も母

例れ
い
さ
い祭

を

五
月
十
二
日
（
土
）、
十
三
日
（
日
）

に
開
催
い
た
し
ま
す
。

金
倉
寺
の
法
要
は
、
十
二
日
午
後

三
時
か
ら
の
人
形
供
養
、
十
三
日
午

後
十
二
時
か
ら
の
大
般
若
転
読
会
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
境
内
で
は
こ
ど
も
ま
つ
り
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ま
の
ご

参
拝
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

僧
侶
や
霊
場
先せ

ん
だ
つ達
が
先
導
し
ま
す
の

で
、 

霊
場
ま
い
り
が
初
め
て
の
方
で

も
安
心
し
て
参
拝
い
た
だ
け
る
か
と

思
い
ま
す
。
健
康
の
た
め
の
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
、
ま
た
歩
き
遍
路
の
お
試
し

と
し
て
最
適
の
コ
ー
ス
か
と
思
い
ま

す
。 

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

参
加
希
望
の
方
は
、
金
倉
寺
本
堂
、

ま
た
は
電
話
（
〇
八
七
七
―
六
二
―

〇
八
四
五
）
で
、五
月
十
三
日
（
日
）

ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
時　

五
月
十
九
日
（
土
）

行
程　

弥
谷
寺
～
道
隆
寺

時
間　

午
前
七
時
三
十
分

　
　
　

弥
谷
寺
大
師
堂
集
合

費
用　

一
三
〇
〇
円
（
実
費
）

　
　
　

保
険
、昼
食
、交
通
費

服
装　
自
由（
参
拝
に
適
し
た
服
装
）

持
物　
飲
物
、雨
具
、参
拝
用
品
な
ど

※
お
帰
り
の［
道
隆
寺
～
弥
谷
寺
］

　

は
タ
ク
シ
ー
を
利
用
し
ま
す

※
納
経
、
御
影
な
ど
希
望
の
方
は

　

事
前
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い

定
期
購
読
の
案
内

　
Ｙ
Ｕ
Ｊ
の
定
期
購
読

を
希
望
さ
れ
る
方
は
送

付
先
と
部
数
、
で
き
れ

ば
ご
感
想
も
（
励
み
に

な
り
ま
す
）
明
記
し
て

金
倉
寺
ま
で
ご
連
絡
下

さ
い
。
購
読
料
、
送
料

と
も
に
無
料
で
す
が
、

一
緒
に
お
寺
の
行
事
案

内
を
送
り
ま
す
こ
と
を

ご
了
承
下
さ
い
。

金倉寺掲示板



 

最
近
、
夫
婦
間
の
愛
情
に
関
す

る
ニ
ュ
ー
ス
を
見
ま
し
た
。
そ
れ

は
、「
配
偶
者
を
愛
し
て
い
る
と
実

感
す
る
」
割
合
を
、
妊
娠
中
か
ら
子
ど

も
が
２
歳
の
時
ま
で
継
続
し
て
調
べ
た
も
の
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
妊
娠
中
は
、
夫
も
妻
も

「
愛
し
て
い
る
と
実
感
す
る
」
の
は
約
七

割
で
、
差
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
子
供
が
二
歳
に
な
る
と
そ
う
感
じ
る

妻
の
割
合
は
三
割
と
大
き
く
減
少
、
夫
の
方
は

五
割
と
妻
に
比
べ
て
減
少
幅
は
緩
や
か
で
し
た
。

　

原
因
は
、
夫
が
仕
事
に
忙
し
く
、
育
児
に
苦
労
す
る
妻
を

サ
ポ
ー
ト
で
き
な
い
た
め
、
妻
か
ら
の
愛
情
の
低
下
に
つ

な
が
っ
て
い
る
た
め
と
か
。
心
当
た
り
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

安
産
、
子
授
祈
願
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
ご
夫
婦
は
、
ど
の
ご
夫

婦
も
こ
れ
か
ら
共
に
支
え
合

お
う
と
い
う
意
思
が
伝
わ

り
、
と
て
も
ほ
ほ
え
ま

し
く
感
じ
ま
す
。
ど
う

か
、
そ
の
気
持
ち
を
い

つ
ま
で
も
忘
れ
ず
、
仲
の

良
い
ご
夫
婦
で
あ
り
続
け
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

火 水 木 金 土日 月

五
月 

皐
月

七
月 

文
月

四
月 

卯
月

六
月 

水
無
月

火 水 木 金 土日 月

火 水 木 金 土日 月

火 水 木 金 土日 月

5

8

22 23 24

1 3

14

2

10

64

9
戌の日

訶利帝母縁日
15

1311 12

21

26

1817

27

29 30

25

20
戌の日

2

1312

212019

27

54 87 9

151110

1

3

22

29

23

2624

14

17

25
護摩供

訶利帝母縁日

戌の日

戌の日

戌の日

訶利帝母縁日 着帯戌の日毎月16日午前10時から午後2時まで
訶利帝堂内に参拝できます

不動尊護摩供 毎月28日午前11時から本堂にて
護摩祈願を行います

戌の日の午前11時と午後2時より安産祈
願を行います（行事などによる変更あり）

※ 5月13日（日）は大祭のため午前9時と午後3時に変更します
　 5月25日（金）は所用のため安産祈願はお休みします

護摩供

5

8

22 23 24

7

3

14

2

106

4

9
戌の日

戌の日

訶利帝母例祭

訶利帝母縁日訶利帝母例祭
15

11 12

21 26

1817

27 29 30 31

25

20

護摩供

5

8

22 23

19

1 3

14

2

10

64

9
戌の日

石土入峰修行

15

1311

7

21

26

1817

27

29 30 31

25

20

戌の日 護摩供

訶利帝母縁日




