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い
ろ

は
歌
「いろは歌」と「無常偈」に
隠されたメッセージとは

http://www.kagawa-konzouji.or.jp/
http://www.facebook.com/konzouji.76

「YUJ」とは「瑜伽」とも書き、サンスクリット語で、「結ぶ、繋ぐ」
を意味します。
YUJ を手に取った方とお寺が良い縁で結ばれますよう。

い
ろ
は
に
ほ
へ
と

　

い
ろ
は
に
ほ
へ
と　

ち
り
ぬ
る
を

　

わ
か
よ
た
れ
そ　
　

つ
ね
な
ら
む

　

う
ゐ
の
お
く
や
ま　

け
ふ
こ
え
て

　

あ
さ
き
ゆ
め
み
し　

ゑ
ひ
も
せ
す

日
本
人
で
あ
れ
ば
、
誰
も
が
馴
染

み
の
あ
る
『
い
ろ
は
歌
』。
そ
の
配

列
は
「
い
ろ
は
順
」
と
呼
ば
れ
、
近

世
ま
で
仮
名
配
列
の
標
準
と
し
て
、

手
習
い
の
手
本
と
し
て
、
ま
た
辞
書

類
の
分
類
な
ど
、
広
く
利
用
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

『
い
ろ
は
歌
』
最
大
の
特
徴
と
は
、

四
十
七
字
の
仮
名
（「
ん
」
を
除
く
）

を
全
て
一
度
ず
つ
配
置
し
て
で
き
た

七
五
調
の
句
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
た
だ
し
、
二
節
目
の
「
わ

か
よ
た
れ
そ
」
は
例
外
と
し
て
六
字

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
四
十
七

字
と
い
う
制
限
の
た
め
、
や
む
を
得

な
い
結
果
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
『
い
ろ
は
歌
』
は

仏
教
の
『
無む

じ
ょ
う常
偈げ

』（
諸し
ょ
ぎ
ょ
う行
無む
じ
ょ
う常　

是ぜ
し
ょ
う生
滅め
っ
ぽ
う法　

生し
ょ
う
め
つ滅
滅め
っ
ち已　

寂じ
ゃ
く
め
つ滅
為い

楽ら
く

）
に
通
じ
る
と
、
新
義
真
言
宗
の

祖
興こ
う
ぎ
ょ
う教
大だ
い
し師
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

『
無
常
偈
』
の
書
き
下
し
は
次
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

諸
行
は
無
常
な
り

　

是
れ
生
滅
の
法
な
り

　

生
滅
を
滅
し
已お

わ

れ
ば

　

寂
滅
を
も
っ
て
楽
と
為な

す

意
味
は
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
無

常
で
あ
り
、
生
じ
て
は
滅
す
る
も
の

で
あ
る
。
生
滅
そ
の
も
の
を
滅
す
る

こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
寂

滅
（
全
て
を
滅
し
き
っ
た
状
態
）
で

あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
楽
、
す
な
わ
ち

悟
り
の
姿
で
あ
る
」
と
な
り
ま
す
。

で
は
、『
無
常
偈
』
と
『
い
ろ
は
歌
』

が
ど
の
よ
う
に
通
じ
る
と
い
う
の
で

し
ょ
う
か
。

釈迦涅槃図（金倉寺蔵）



『
い
ろ
は
歌
』と『
無
常
偈
』

ま
ず
は
『
い
ろ
は
歌
』
と
『
無
常

偈
』
を
対
比
し
な
が
ら
、
一
節
ず
つ

確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

色
は
匂
へ
ど　

散
り
ぬ
る
を

「
色
」は
仏
教
用
語
で「
色し

き

」と
い
い
、

「
五
感
に
よ
っ
て
認
識
で
き
る
物
質

存
在
」を
意
味
し
ま
す
。つ
ま
り
、「
五

感
で
感
じ
る
（
匂
う
）
こ
と
が
で
き

る
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
い
つ
し
か
散

り
去
り
、
そ
の
存
在
自
体
が
無
く

な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
→
諸
行
無
常

　

我
が
世
誰
ぞ　

常
な
ら
ぬ

「
ま
し
て
や
、
私
の
人
生
や
他
人

の
人
生
も
、
永
遠
で
あ
る
も
の
な
ど

あ
る
で
あ
ろ
う
か
」
→
是
生
滅
法

　

有
為
の
奥
山　

今
日
越
え
て

「
有う

い為
」
は
仏
教
用
語
で
「
あ
ら

ゆ
る
存
在
が
様
々
な
因
縁
に
よ
っ
て

生
滅
し
永
続
し
な
い
様
」
を
意
味
し

ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
人
の
世
に
つ

き
ま
と
う
生
滅
の
法
を
今
ま
さ
に
乗

り
越
え
て
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。
→
生
滅
滅
已

　

浅
き
夢
見
じ　

酔
ひ
も
せ
ず

「（
悟
り
の
世
界
に
入
っ
て
）
浅
い

夢
な
ど
見
ず
、
そ
れ
に
酔
う
こ
と
も

あ
る
ま
い
」
→
寂
滅
為
楽

さ
て
、『
い
ろ
は
歌
』
と
『
無
常
偈
』

を
対
比
し
て
み
ま
し
た
が
、
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
正
直
、
最
後
の
一
節

で
あ
る
「
浅
き
夢
見
じ　

酔
ひ
も
せ

ず
」
と
「
寂
滅
為
楽
」
に
疑
問
が
残

り
ま
す
。

『
い
ろ
は
歌
』の
成
立

さ
て
、
視
点
を
変
え
て
『
い
ろ
は

歌
』
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
現
存
す
る
最
古
の
『
い
ろ

は
歌
』
は
、承

じ
ょ
う
り
ゃ
く暦
三
年
（
一
〇
七
八
）

に
書
写
さ
れ
た
『
金こ

ん
こ
う
み
ょ
う

光
明
最さ
い
し
ょ
う勝
王お
う
き
ょ
う経

音お
ん

義ぎ

』に
見
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り『
い

ろ
は
歌
』
成
立
の
下
限
は
承
暦
三
年

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
上
限
は
い
つ
に
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。こ
れ
は
、『
い
ろ
は
歌
』

が
四
十
七
字
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
す
る
と
、
答
え
が
見
え

て
き
ま
す
。

「
音
義
」
と
い
う
の
は
、
特
定
の

漢か
ん
せ
き籍
や
仏
典
の
中
か
ら
、
難
し
い
文

字
や
問
題
の
あ
る
文
字
を
拾
い
出
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
発
音
や
意
味
の
説

明
を
加
え
た
も
の
で
、『
金
光
明
最

勝
王
経
音
義
』
は
『
金
光
明
最
勝
王

経
』
に
つ
い
て
の
音
義
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

『
金
光
明
最
勝
王
経
音
義
』
で
は
、

漢
字
の
音
を
表
す
た
め
、『
い
ろ
は
歌
』

が
登
場
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
漢
字
の

音
を
区
別
す
る
た
め
四
十
七
文
字
必

要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
日
本

で
は
四
十
七
音
の
区
別
が
始
ま
っ
た

時
代
、
こ
れ
が
『
い
ろ
は
歌
』
成
立

の
時
期
の
上
限
と
い
え
ま
す
。

こ
の
時
期
の
特
定
に
つ
い
て
は
、

日
本
語
史
よ
り
ア
プ
ロ
ー
チ
が
さ
れ

て
お
り
、
方
法
論
の
違
い
は
あ
っ
て

も
、
大お

お
や矢
透と
お
る

氏
、
小こ
ま
つ松
英ひ
で
お雄
氏
と
も

に
お
お
む
ね
西
暦
九
七
〇
年
以
降
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、そ
う
な
る
と
『
い
ろ
は
歌
』

の
作
者
は
誰
な
の
で
し
ょ
う
か
。

 『
い
ろ
は
歌
』の
作
者

『
い
ろ
は
歌
』
の
作
者
と
し
て
、

も
っ
と
も
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る

の
は
、
弘こ

う
ぼ
う法
大だ
い
し師
説
で
し
ょ
う
。
弘

法
大
師
説
が
浸
透
し
た
理
由
と
し
て

次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
、
い
ろ
は
歌
の
内
容
は
、
仏
教
の

　
　

悟
り
の
境
地
を
暗あ

ん
ゆ喩
す
る
も
の

　
　

で
あ
る

二
、
仮
名
が
重
複
し
な
い
と
い
う
厳

　
　

し
い
制
約
の
も
と
こ
れ
ほ
ど
優

　
　

れ
た
内
容
を
読
み
込
ん
で
い
る

ま
た
真し

ん
ご
ん
し
ゅ
う

言
宗
で
は
、
古
く
か
ら
学

問
的
用
途
に
『
い
ろ
は
歌
』
を
用
い

て
き
た
経
緯
も
あ
り
、
弘
法
大
師
作

の
説
を
支
持
す
る
土
壌
が
で
き
た
の

で
し
ょ
う
。

し
か
し
、『
い
ろ
は
歌
』
の
成
立

年
代
か
ら
考
え
て
、
弘
法
大
師
説
は

成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、『
い

ろ
は
歌
』
は
弘
法
大
師
で
な
け
れ
ば

作
り
得
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

明
治
時
代
の
日
刊
紙
『
萬よ

ろ
づ
ち
ょ
う
ほ
う

朝
報
』

で
、「
国
音
の
歌
」
を
募
集
し
ま
し
た
。



こ
れ
は
、『
い
ろ
は
歌
』
の
四
十
七

字
に
「
ん
」
を
付
加
し
た
四
十
八
字

で
作
る
、
新
し
い
『
い
ろ
は
歌
』
を

作
ろ
う
と
い
う
試
み
で
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
応
募
総
数
は
な
ん

と
一
万
通
以
上
、
最
優
秀
賞
に
は
坂

本
百
次
郎
に
よ
る
「
と
り
な
く
こ
ゑ

す
」
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

と
り
な
く
こ
ゑ
す　

ゆ
め
さ
ま
せ

　

鳥
鳴
く
声
す　
　
　

夢
さ
ま
せ

み
よ
あ
け
わ
た
る　

ひ
ん
が
し
の

　

見
よ
明
け
わ
た
る　

東
の

そ
ら
い
ろ
は
え
て　

お
き
つ
へ
に

　

空
色
映
え
て　
　
　

沖
つ
辺
に

ほ
ふ
ね
む
れ
ゐ
ぬ　

も
や
の
う
ち

帆
舟
群
れ
居
ぬ　
　

靄
の
う
ち

「
ん
」
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
で
、

七
五
調
が
整
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
以
上
に
早
朝
の
船
着
き
場

の
様
子
が
目
に
浮
か
ぶ
素
晴
ら
し
い

詩
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
い
ろ

は
歌
』
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
小
松
英
雄
氏
は
十
九
位
に
選

ば
れ
た
菱ひ

し
ぬ
ま沼
倉
四
郎
の
作
品
も
取
り

上
げ
て
い
ま
す
。

そ
た
ひ
も
え
ち
る　

ゐ
ろ
り
へ
に

粗
朶
火
燃
え
散
る　

囲
炉
裏
辺
に

し
つ
の
よ
さ
む
を　

な
け
く
み
ゆ

賤
の
夜
寒
を　
　
　

嘆
く
見
ゆ

め
こ
お
と
う
ゑ
て　

か
ほ
や
せ
ぬ

女
子
弟
飢
ゑ
て　
　

顔
痩
せ
ぬ

あ
は
れ
き
い
ね
ん　

わ
ら
ふ
す
ま

哀
れ
着
寝
ね
ん　
　

藁
衾

こ
ち
ら
は
古
文
に
近
く
、
格
調
の

高
い
出
来
に
な
っ
て
い
ま
す
。
貧
し

い
親
子
の
悲
哀
を
描
く
様
は
、
ま
さ

に
『
貧ひ

ん
き
ゅ
う窮
問も
ん
ど
う答
歌か

』
の
よ
う
で
す
。

「
国
音
の
歌
」の
募
集
期
間
は
た
っ

た
の
五
ヶ
月
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
の

作
品
が
寄
せ
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
、

真
剣
に
取
り
組
め
ば
『
い
ろ
は
歌
』

の
水
準
の
も
の
を
制
作
す
る
こ
と
は

可
能
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ち
な

み
に
最
優
秀
賞
の
「
と
り
な
く
こ
ゑ

す
」
の
作
者
で
あ
る
坂
本
百
次
郎
は
、

数
学
の
教
師
で
あ
り
ま
し
た
。

咎
無
く
て
死
す

再
び
『
い
ろ
は
歌
』
に
話
を
戻
し

ま
し
ょ
う
。『
い
ろ
は
歌
』
を
七
字

ず
つ
の
韻
文
と
し
て
並
べ
て
み
る
と
、

あ
る
言
葉
が
浮
か
び
あ
が
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

い
ろ
は
に
お
へ
と

ち
り
ぬ
る
を
わ
か

よ
た
れ
そ
つ
ね
な

ら
む
う
ゐ
の
お
く

や
ま
け
ふ
こ
え
て

あ
さ
き
ゆ
め
み
し

　
　

ゑ
ひ
も
せ
す

こ
の
韻
文
の
末
の
後
を
一
字
ず
つ

拾
う
と
次
の
一
文
が
出
て
き
ま
す
。

と
か
な
く
て
し
す

咎と
が

無
く
て
死
す

「
咎
無
く
て
死
す
」
と
は
、
悪
い

行
い
を
す
る
こ
と
も
無
く
清
ら
か
な

ま
ま
死
ぬ
、
と
い
う
こ
と
。『
い
ろ

は
歌
』
の
内
容
を
、
た
っ
た
一
言
に

凝
縮
し
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

ま
た
『
無
常
偈
』
最
後
の
句
「
寂
滅

為
楽
」
の
趣し

ゅ
い意
と
も
一
致
し
ま
す
。

こ
れ
は
偶
然
な
の
か
、
そ
れ
と
も

意
図
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。

そ
の
判
断
は
つ
き
か
ね
ま
す
が
、「
咎

無
く
て
死
す
」
の
存
在
は
常
識
と
し

て
認
知
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

赤あ
こ
う穂
浪ろ
う
し士
の
討
ち
入
り
で
有
名
な

『
忠ち

ゅ
う
し
ん
ぐ
ら

臣
蔵
』
で
す
が
、
も
と
も
と
の

名
前
は
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』。「
仮

名
手
本
」
と
は
『
い
ろ
は
歌
』
の
こ

と
。
つ
ま
り
、「
咎
無
く
し
て
罪
を

う
け
た
赤
穂
四
十
七
士
」
を
い
ろ
は

四
十
七
字
に
引
き
当
て
た
も
の
で
す
。

「
咎
無
く
て
死
す
」
が
『
い
ろ
は

歌
』
作
者
の
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ

た
に
し
ろ
、
偶
然
の
も
の
で
あ
っ
た

に
し
ろ
、『
い
ろ
は
歌
』
の
中
に
そ

の
一
文
が
あ
る
事
実
は
変
わ
り
ま
せ

ん
。
小
松
英
雄
氏
は
「
た
ま
た
ま
こ

の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
」
と
判
断

さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
咎
無
く
て
死
す
」

と
い
う
一
文
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、『
い

ろ
は
歌
』
が
思
想
と
し
て
も
完
成
さ

れ
、
支
持
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

『いろはうた』小松英雄著
　講談社学術文庫



浜口育弘（文）
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―
智ち
し
ょ
う証
大
師
さ
ま
御
生
誕
か
ら

一
二
〇
〇
年
。
金こ

ん
ぞ
う
じ

倉
寺
で
は
盛
大
な

お
祭
が
開
催
さ
れ
、
多
く
の
方
が
お

祝
い
に
か
け
つ
け
ま
し
た
。

え
え
な
ぁ
、
春
爛
漫
の
タ
イ
ミ
ン

グ
に
。
桜
た
ち
の
桜
香
を
上
品
に
漂

わ
せ
て
、
厳
か
な
風
景
に
一
役
か
っ

と
る
で
。お
、デ
ニ
ー
さ
ん
も
来
と
っ

た
ん
や
。

今
回
は
仲
間
た
ち
と
参
加
さ
せ
て

貰
っ
て
ま
す
。

い
つ
も
の
笑
顔
が
ま
ぶ
し
い
の

う
。
デ
ニ
ー
さ
ん
は
ニ
コ
ニ
コ
の
天

才
や
な
。

昔
は
ニ
コ
ニ
コ
の
天
才
が
よ
う
け

お
っ
た
ん
や
け
ど
な
。
だ
ん
だ
ん
だ

ん
だ
ん
と
減
っ
て
し
も
た
で
。

誰
か
と
思
た
ら
智
証
大
師
さ
ん

か
。
こ
げ
に
盛
大
な
誕
生
会
し
て
も

ろ
て
ど
な
い
で
す
か
？

ワ
シ
が
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と

を
、
千
年
以
上
経
っ
た
今
で
も
大
切

に
し
て
く
れ
と
る
ん
は
あ
り
が
た

い
。
た
だ
本
当
の
意
味
で
理
解
し
て

く
れ
と
る
も
ん
が
減
っ
て
き
と
る
。

せ
や
け
ど
み
ん
な
昔
よ
り
高
学
歴

に
な
っ
た
で
。
賢
い
人
間
は
増
え
た

ん
ち
ゃ
う
？

賢
い
だ
け
で
は
い
か
ん
の
や
。
そ

れ
は
か
し
こ
バ
カ
や
。
一
見
バ
カ
の

よ
う
で
も
実
は
し
っ
か
り
と
し
と
る

バ
カ
か
し
こ
、
心
の
器
の
広
い
、
ど

ん
な
場
面
で
も
対
応
の
で
き
る
柔
ら

か
い
、
心
の
し
っ
か
り
し
た
人
間
で

な
い
と
い
か
ん
の
や
。
そ
れ
が
ニ
コ

ニ
コ
の
天
才
や
で
。

確
か
に
文
明
は
発
達
し
た
け
ど
、

そ
れ
を
制
御
す
る
力
は
欲
望
に
呑
み

込
ま
れ
て
し
も
と
る
。
人
間
ど
な
い

な
っ
と
ん
や
ろ
か
、
と
ワ
シ
も
時
々

思
う
で
。

人
間
だ
け
や
で
。
限
り
の
な
い
欲

望
に
足
を
取
ら
れ
て
、
泥
沼
で
も
が

き
苦
し
み
よ
る
ん
は
。
欲
で
ざ
わ
つ

く
心
を
静
め
て
、
世
の
中
を
観
て
み

な
。
目
の
前
に
極
楽
が
広
が
っ
と
る

は
ず
や
で
。

目
の
前
が
極
楽
か
い
な
。
よ
し
、

ワ
シ
も
心
の
眼
で
み
て
み
よ
か
。

…
い
つ
も
と
変
わ
ら
ん
が
な
。

ワ
シ
は
長
い
間
、
人
間
の
様
を

じ
っ
と
観
て
き
た
。
金
色
の
風
呂
敷

で
心
の
ガ
ラ
ク
タ
を
包
む
人
、
ボ
ロ

の
風
呂
敷
で
心
の
金
を
包
む
人
。
本

当
に
色
ん
な
人
が
お
っ
た
わ
。
そ
れ

ぞ
れ
の
人
に
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
送
っ
と
る
ん
や
が
、気
づ
く
人
、

気
づ
か
ん
人
。
ゴ
ロ
ハ
チ
は
気
づ
き

お
っ
た
の
。
鈍
感
そ
う
や
の
に
。

ワ
シ
も
鈍
感
な
ふ
り
し
て
実
は

し
っ
か
り
ア
ン
テ
ナ
貼
っ
て
る
ん
や

で
。
だ
か
ら
植
物
の
声
も
仏
さ
ん
の

声
も
よ
う
聞
こ
え
よ
る
。
ア
ン
テ
ナ

や
か
ら
ピ
ン
ピ
ン
の
天
才
い
う
と
こ

か
い
な
？

ゴ
ロ
ハ
チ
は
、
耳
が
で
か
い
だ
け

や
ろ
。

ま
た
盗
み
聞
き
か
い
な
。
ぐ
ち
聞

き
わ
ら
べ
さ
ん
。
毎
度
毎
度
、
耳
の

こ
と
は
ほ
っ
と
い
て
ん
か
！

―
来
年
に
は
一
二
〇
〇
歳
の
お
誕
生

日
を
迎
え
る
智
証
大
師
さ
ま
。
あ
な

た
は
智
証
大
師
さ
ま
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

か
？



修し
ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
と
は
、
日
本
各
地
の
霊れ
い
ざ
ん山

を
修
行
の
場
と
し
、
深
山
幽
谷
に
分

け
入
り
厳
し
い
修
行
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
超
自
然
的
な
能
力
「
験げ

ん
り
き力
」

を
得
て
、
衆し

ゅ
じ
ょ
う生
の
救
済
を
目
指
す
日

本
独
自
の
実
践
的
な
宗
教
で
す
。

起
源
は
古
く
、
縄じ

ょ
う
も
ん文
時
代
と
い
わ

れ
て
お
り
、
山
を
神
と
崇
め
る
自
然

崇
拝
の
信
仰
か
ら
発
展
し
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
弥
生
時
代
に
は
山
は
農

耕
に
必
要
な
水
の
源
と
崇
め
ら
れ
、

ま
た
古
代
よ
り
山
は
死
者
の
霊
が
籠

る「
山さ

ん
ち
ゅ
う中
他た

界か
い

」の
信
仰
が
あ
り
ま
す
。

飛あ
す
か鳥
時
代
か
ら
奈な

ら良
時
代
に

は
、
古
代
か
ら
の
山
の
信
仰
に
中

国
か
ら
き
た
道ど

う
き
ょ
う教
、
仏
教
（
特
に

「
茶
柱
が
立
つ
と
縁
起
が
い
い
」。

一
昔
前
は
、
こ
ん
な
会
話
が
交
わ
さ

れ
ま
し
た
。「
茶
柱
が
立
つ
」
と
は
、

お
茶
を
茶
碗
に
注
い
だ
時
、
茎
が
釣

り
の
「
う
き
」
の
よ
う
に
縦
に
浮
か

ん
で
い
る
様
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

こ
の
言
い
伝
え
の
由
来
は
諸
説
あ

り
ま
す
。
ま
ず
は
、
人
の
手
で
茶
摘

み
が
行
わ
れ
て
い
た
頃
は
茶
茎
が
入

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ご
く
稀

に
茎
が
入
っ
て
茶
柱
が
立
つ
こ
と
は
、

ご
く
わ
ず
か
な
こ
と
、
と
い
う
希
少

性
か
ら
縁
起
が
よ
い
と
さ
れ
た
説
。

次
に
、『
古こ

じ

き
事
記
』
に
出
て
く
る

大お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ

国
主
命
が
、
須す

せ

り

ひ

め

勢
理
昆
売
を
妻
と

し
て
迎
え
、宮
殿
を
建
て
る
際
、し
っ

密み
っ
き
ょ
う教
）
が
融
合
し
、
修
験
道
と
な
り

ま
し
た
。
開
祖
と
仰
が
れ
る
役え

ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

行
者

（
役え

ん
の
お
づ
ぬ

小
角
）
が
活
躍
し
た
の
も
こ
の

時
期
で
す
。

役
行
者
は
、
舒じ

ょ
め
い明
天
皇
六
年

（
六
三
四
）、
大や

ま
と
の
く
に

和
国
茅ち

原は
ら

の
里
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
葛か

つ
ら
ぎ城
、
熊く
ま
の野
、
大お
お
み
ね峰

な
ど
の
霊
山
で
修
行
し
、
箕み

の
お面
の
滝

の
龍り

ゅ
う
け
つ穴
で
は
竜り
ゅ
う
じ
ゅ樹
菩ぼ

薩さ
つ

か
ら
秘
法
を

授
か
り
、
葛
城
山
（
金こ

ん
ご
う剛

山
）
の
岩

窟
で
孔く

じ
ゃ
く雀
明み
ょ
う
お
う王
の
呪
法
を
修
め
、
生い

駒こ
ま

山
の
鬼
を
調
伏
し
、
前ぜ
ん

鬼き

、
後ご

き鬼

と
名
付
け
て
自
ら
の
家
来
と
さ
れ
ま

し
た
。

ま
た
、
各
地
の
霊
山
を
行あ

ん
ぎ
ゃ脚

さ
れ

た
と
伝
え
、
全
国
に
は
役
行
者
に

よ
っ
て
開
基
さ
れ
た
と
伝
え
る
霊
山

が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
大
峰

山
と
の
結
び
つ
き
は
深
く
、
修
験
道

の
守
護
神
と
し
て
蔵ざ

王お
う

権ご
ん
げ
ん現
を
感
得

さ
れ
、
大た

い
ほ
う宝
元
年
（
七
〇
一
）
六
月

七
日
、
六
十
八
歳
の
と
き
に
老
母
を

と
も
に
天て

ん
じ
ょ
う上
ヶが

岳
の
山
上
よ
り
五
色

の
雲
に
乗
っ
て
天
上
に
登
ら
れ
ま
し

た
。

か
り
柱
を
建
て
た
と
い
う
故
事
か
ら
、

柱
を
建
て
る
こ
と
は
、
繁
栄
の
象
徴

と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
茶
碗
の

中
に
立
っ
た
茶
柱
を
、
そ
の
神
聖
な

柱
に
見
た
て
た
と
い
う
説
で
す
。

ま
た
、
俗
っ
ぽ
い
由
来
説
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
商
人

が
、
番
茶
を
た
く
さ
ん
作
り
す
ぎ
て
、

売
れ
残
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、「
茶

柱
が
立
つ
と
縁
起
が
よ
い
」
と
ふ
れ

ま
わ
っ
た
と
い
う
説
で
す
。

現
在
は
、
急
須
の
注
ぎ
口
か
ら
茶

の
葉
や
茎
が
出
な
い
よ
う
に
、
注
ぎ

口
の
根
元
に
茶
漉
し
が
つ
い
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
す
か
ら
、「
茶
柱
が

立
つ
」
と
い
う
言
葉
も
忘
れ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
方
で
、
最
近
「
茶
柱
縁
起
茶
」

な
る
お
茶
が
話
題
だ
と
か
。
こ
の
お

茶
、
茶
柱
に
浮
力
を
持
た
せ
た
必
ず

茶
柱
が
立
つ
お
茶
ら
し
い
の
で
す
。

コ
レ
は
縁
起
が
い
い
！
と
い
う
こ
と

で
、
受
験
生
を
持
つ
家
庭
を
は
じ
め
、

一
般
企
業
や
旅
館
な
ど
か
ら
注
目
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

t
er

a de ca
fe
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宗
祖
智
証
大
師
御
生
誕

一
二
〇
〇
年
慶
讃
大
法
会

二
〇
一
三
年
三
月
二
十
三
～

二
十
五
日
に
わ
た
り
、「
智
証
大
師

御
生
誕
一
二
〇
〇
年
慶け

い
さ
ん讃
大
法
会
」

が
執し

ゅ
ぎ
ょ
う行さ
れ
ま
し
た
。

心
配
さ
れ
て
い
た
雨
も
な
く
、
連

日
好
天
に
恵
ま
れ
、
多
く
の
参
拝
者

の
方
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

中
日
で
あ
る
三
月
二
十
四
日（
日
）

に
は
、
総
本
山
園お

ん
じ
ょ
う
じ

城
寺
よ
り
福ふ

け家
英え
い

明め
い

長ち
ょ
う
り吏
猊げ
い
か下
大だ
い
ど
う
し

導
師
の
も
と
、「
大だ
い

曼ま
ん

荼だ

ら羅
供く

」
を
厳ご
ん
し
ゅ
う修す

る
こ
と
が
で

き
、
宗
祖
智
証
大
師
さ
ま
へ
の
御
報

恩
と
な
っ
た
と
、
金
倉
寺
一
同
大
変

嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
境
内

で
は
各
種
催
し
も
開
催
さ
れ
、
参
拝

し
て
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
も
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

こ
の
た
び
の
大
法
会
を
執
行
す
る

に
伴
い
、
多
く
の
方
々
に
ご
尽
力
を

賜
り
ま
し
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
金
倉

寺
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

宗祖智証大師御生誕1200年慶讃大法会　於 金倉寺
平成25年3月23日（土）～25日（月）



■
編
集
後
記

平
成
二
十
五
年
八
月
五
日
発
行

編
集
・
発
行　

金
倉
寺

発
行
人　

村
上
法
照

お
問
い
合
わ
せ
は

〒
七
六
五
ー
〇
〇
三
一

香
川
県
善
通
寺
市
金
蔵
寺
町
一
一
六
〇

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
八
七
七
ー
六
二
ー
〇
八
四
五

yuj@
kagaw

a-konzouji.or.jp

哲
済

香
祥

前
回
の
Ｙ
Ｕ
Ｊ
第
十
六
号

よ
り
半
年
ほ
ど
間
が
開
い

て
し
ま
い
ま
し
た
。
本
当

は
春
号
と
し
て
出
す
予
定

だ
っ
た
の
で
す
が
、
智
証

大
師
慶
讃
大
法
会
と
訶
利

帝
母
例
祭
に
挟
ま
れ
、
泣

く
泣
く
春
号
を
お
休
み
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

い
つ
も
Ｙ
Ｕ
Ｊ
を
楽
し
み

に
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

皆
さ
ま
に
は
申
し
訳
ご
ざ

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
よ
り
、
内
容
の
マ
イ

ナ
ー
チ
ェ
ン
ジ
も
し
て
気

分
一
新
が
ん
ば
っ
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
ほ

し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
れ

ば
、
ぜ
ひ
ご
一
報
を
！

乃
木
将
軍
の
部
屋
（
客
殿
）

遺
品
公
開

日に
っ
し
ん清
・
日に
ち
ろ露
戦
争
の
勝
利
に
大
き

く
貢
献
し
た
乃の

ぎ木
希ま
れ
す
け典
。
明め
い
じ治
天
皇

崩ほ
う
ぎ
ょ御
後
は
、
夫
婦
と
も
に
明
治
天
皇

を
追
っ
て
殉じ

ゅ
ん
し死
を
と
げ
、
軍
神
、
忠

義
の
士
と
し
て
現
在
も
多
く
の
人
々

に
崇
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

陸
上
自
衛
隊
第
十
一
師
団
が
置
か

れ
る
善ぜ

ん
つ
う
じ

通
寺
市
は
、
乃
木
将
軍
が
初

代
師
団
長
と
し
て
赴
任
し
た
地
と
し

金
倉
寺
坐
禅
会

金
倉
寺
で
定
期
的
な
坐ざ
ぜ
ん禅

会
が
始

ま
り
ま
し
た
。
初
心
者
の
方
か
ら
坐

禅
や
ヨ
ガ
経
験
者
ま
で
、
幅
広
く
参

加
い
た
だ
け
る
会
に
し
よ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
皆
さ
ま
の
ご
参

加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

毎
月
十
日

午
前
十
時
～
午
前
十
一
時
半

毎
月
二
十
五
日

午
後
七
時
～
午
後
八
時
半

参
加
費　

五
百
円

※
駐
車
場
利
用
の
方
は
三
百
円

（
要
駐
車
券
）

場
所　

金
倉
寺
お
茶
堂

内
容

　

〇
分
～　

坐
禅
の
説
明

一
〇
分
～　

準
備
運
動
な
ど

二
〇
分
～　

坐
禅

五
〇
分
～　

坐
禅
後
の
運
動

六
〇
分
～　

座
談
会

八
五
分
～　

お
勤
め（
般
若
心
経
）

九
〇
分　
　

終
了
（
予
定
）

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
中
で
も
金

倉
寺
は
乃
木
将
軍
の
寄
宿
地
で
あ
り
、

乃
木
将
軍
と
最
も
縁
の
あ
る
地
で
あ

り
ま
し
た
。

金
倉
寺
で
は
、
七
月
よ
り
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
「
う
ど
ん
県
・
時
間
旅

行
物
語
」
の
協
賛
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、

乃
木
将
軍
の
住
ま
い
で
あ
っ
た
客き

ゃ
く
で
ん殿

の
一
般
公
開「
乃
木
将
軍
の
部
屋（
客

殿
）・
遺
品
公
開
」
を
開
催
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

金
倉
寺
に
残
り
ま
す
乃
木
将
軍
の

書
や
軍
帽
、
愛
読
し
て
い
た
『
宇う

津つ

保ぼ

物
語
』、
日
常
生
活
で
使
っ
て
い

た
食
器
や
明
治
三
十
二
年
当
時
の
職

員
名
簿
な
ど
の
遺
品
を
客
殿
内
に
配

置
し
、
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
乃
木

将
軍
の
遺
品
に
ふ
れ
、
明
治
期
に
思

い
を
は
せ
る
「
時
間
旅
行
」
を
お
楽

し
み
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

日
時
は
二
〇
一
三
年
七
月
～
十
二

月
ま
で
の
第
一
・
第
三
土
日
、
時
間

は
十
時
～
十
六
時
、
料
金
は
二
百
円

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
付
き
）
と
な
っ
て

い
ま
す
。

金倉寺客殿



訶か

利り

帝て
い

堂
で
祈
願
を
し
た
り

お
参
り
の
方
と
お
話
を
す
る
よ
う

に
な
っ
て
早
く
も
三
年
が
た
ち
ま
し

た
。
そ
の
間
、
様
々
な
ご
夫
婦
に
お
会

い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

子
ど
も
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
ご
夫
婦
が
無

事
に
授
か
り
、
毎
月
の
よ
う
に
来
て
く
れ

て
、
一
緒
に
成
長
を
感
じ
た
り
。
安
産
祈

願
を
さ
れ
た
方
が
家
族
み
ん
な
で
初
ま
い
り

に
来
て
い
た
だ
い
た
り
、
二
人
目
も
金
倉
寺
で
、

と
再
び
祈
願
に
来
て
く
れ
る
方
も
多
く
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、
訶
利
帝
堂
を
開
け
始
め
て
間
も
な
い
頃
、
子

授
け
で
熱
心
に
お
参
り
を
さ
れ
て
い
た
ご
夫
婦
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
う
ち
見
え
な
く
な
り

心
配
し
て
い
た
の
で
す
が
、
先
日

ざ
く
ろ
絵
馬
の
整
理
を
し
て
い

る
と
、
そ
の
ご
夫
婦
の
最
近
か

け
ら
れ
た
絵
馬
を
偶
然
見
つ

け
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら

お
子
様
は
ま
だ
の
よ
う

で
し
た
が
、
二
人
で
以

前
の
よ
う
に
お
参
り
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
お
参
り
の
仕
方
が
あ

る
な
あ
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

火 水 木 金 土日 月

十
一
月 

霜
月

九
月 

長
月

十
月 

神
無
月

八
月 

葉
月

火 水 木 金 土日 月

火 水 木 金 土日 月

火 水 木 金 土日 月
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訶利帝母縁日

訶利帝母縁日

戌の日地蔵縁日法要

戌の日

坐禅会

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（9月はお休み）

午前9時30分と午前11時と午後2時より
安産祈願（行事などによる変更あり）

坐禅会 毎月10日午前10時～と25日午後7時～
お茶堂にて（参加費500円）
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戌の日 先祖供養
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戌の日

1513

97

26

1817
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20
戌の日

御影供 護摩供 護摩供・灯籠供養

戌の日・護摩供

訶利帝母縁日

坐禅会

坐禅会

坐禅会

坐禅会採燈護摩供坐禅会

坐禅会




