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般
若

心
経
最も親しまれているお経
般若心経の本来の姿とは
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「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。

般
若
心
経
の
真
意

我
が
国
に
伝
わ
っ
た
数
多
く
の
仏

教
経き

ょ
う
て
ん典。
そ
の
中
で
、
最
も
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
で
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
お

経
と
い
え
ば
「
般は

ん
に
ゃ若
心し
ん
ぎ
ょ
う経」
で
し
ょ

う
。
出し

ゅ
っ
け家
在ざ
い
け家
を
問
わ
ず
、
日
常
の

お
勤つ

と

め
は
も
ち
ろ
ん
、
お
寺
で
お
願

い
ご
と
を
す
る
と
き
、
ま
た
ご
先
祖

の
供
養
の
た
め
、
墓ぼ

前ぜ
ん

で
お
唱
え
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
お
四し

国こ
く

参ま
い

り

の
お
遍へ

ん

路ろ

さ
ん
も
、
お
唱
え
す
る
の

は
や
っ
ぱ
り
般
若
心
経
で
す
よ
ね
。

ま
た
書
店
の
心
理
、
哲
学
コ
ー

ナ
ー
、
文
庫
コ
ー
ナ
ー
で
も
般
若
心

経
を
扱
っ
た
書
物
が
数
多
く
見
ら
れ

ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
般
若
心

経
が
仏
教
経
典
を
代
表
す
る
お
経
で

あ
る
こ
と
は
分
か
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
ん
な
書
店
に
置
か
れ
て

い
る
般
若
心
経
関
連
書
物
の
解
説

を
ち
ょ
っ
と
覗
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
大だ

い
じ
ょ
う乗
仏
教
の
真し
ん
ず
い髄
」
で
あ
る
と
か

「
空く

う

の
思
想
」
を
説
い
た
お
経
と
い

う
解
説
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
人
生

に
主
題
を
お
い
た
書
物
で
は
、「
生

き
方
の
教
科
書
」
や
「
道
し
る
べ
」

と
い
っ
た
説
明
を
付ふ

し
て
い
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
ね
。

こ
れ
ら
の
書
物
が
取
り
上
げ
る
の

が
「
色し

き
そ
く即
是ぜ

空く
う

。
空く
う
そ
く即
是ぜ

色し
き

。」
の

八
字
で
す
。
こ
の
八
字
が
最
も
端
的

に
「
空
の
思
想
」
を
説
い
た
一
文
で

あ
り
、
般
若
心
経
が
説
い
た
真
意
で

あ
る
、と
考
え
ら
れ
、そ
の
説
に
そ
っ

た
書
物
が
多
く
世
に
で
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
般
若
心
経

の
解
釈
は
、
本
来
の
姿
か
ら
外
れ

た
、
拡
大
解
釈
さ
れ
た
般
若
心
経
で

す
。
そ
れ
で
は
、
本
来
の
般
若
心
経

の
姿
と
は
い
か
な
る
も
の
で
し
ょ
う

か
。そ
の
秘
密
を
探
る
た
め
、イ
ン
ド
、

中
国
へ
と
舞
台
を
移
し
ま
し
ょ
う
。 聖観世音菩薩（伝智証大師作）



般
若
波
羅
密
多
心
経

そ
も
そ
も
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
般

若
心
経
は
お
経
で
は
な
く
、
呪じ

ゅ
も
ん文
で

し
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
ド
原
文
に

は
「
般
若
心
経
」
と
い
う
経き

ょ
う
だ
い題は
な

く
、
そ
の
最
後
に
あ
っ
た
「
こ
こ
に

智
恵
の
完
成
の
密み

つ
じ
ゅ呪
を
終
わ
る
」
の

一
文
よ
り
、
般
若
心
経
と
名
付
け
ら

れ
ま
し
た
。

般
若
心
経
が
正
確
に
は
「
般は

ん
に
ゃ若
波は

羅ら

蜜み
っ
た多

心し
ん
ぎ
ょ
う経」

で
あ
る
事
は
周し
ゅ
う
ち知

の

こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
般
若
は
智

恵
、
波
羅
蜜
多
は
完
成
、
密
呪
と
は

真
言
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
般
若
心
経
の
最
も
大
切
な
部

分
は
、
経き

ょ
う
も
ん文の
最
後
の
真
言
で
あ
る

「
羯ぎ

ゃ

諦て
い

羯ぎ
ゃ

諦て
い

。
波は

羅ら

羯ぎ
ゃ

諦て
い

。
波は

羅ら

僧そ
う

羯ぎ
ゃ

諦て
い

。
菩ぼ

提じ

薩そ

婆わ

訶か

。」
な
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
真
言
を
唱
え
る
こ

と
で
、
ど
の
よ
う
な
ご
利
益
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
答
え
は
直
前
の
経
文
を
見
れ

ば
自
ず
と
分
か
り
ま
す
。「
能の

う

除じ
ょ

一い
っ

切さ
い

苦く

。
真し
ん

実じ
つ

不ふ

虚こ

。
故こ

説せ
つ

般は
ん

若に
ゃ

波は

羅ら

蜜み
っ

多た

呪し
ゅ

。」
と
は
、「
す
べ
て
の
苦
し

み
を
鎮し

ず

め
、
真
実
で
疑
い
の
な
い
も

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
智
恵
の
完
成
の

真
言
を
説
く
の
で
あ
る
。」
と
い
う

意
味
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
真
言
は
、

「
す
べ
て
の
苦
し
み
を
鎮
め
る
」
た

め
の
真
言
な
の
で
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
般
若
心
経
は
、

「「
羯
諦
羯
諦
～
」
以
下
の
真
言
に
こ

そ
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
経
文

は
、
般
若
波
羅
蜜
多
と
い
う
真
言
の

威
力
、
霊れ

い
げ
ん験

を
讃た
た

え
る
解
説
で
あ
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

玄
奘
三
蔵
と
般
若
心
経

現
在
、
私
た
ち
が
一
般
的
に
般
若

心
経
と
呼
ぶ
の
は
、
玄げ

ん
じ
ょ
う奘
三さ
ん
ぞ
う蔵
に

よ
っ
て
漢か

ん
や
く訳
さ
れ
た
も
の
で
す
。
玄

奘
三
蔵
と
は
、
孫そ

ん

悟ご

空く
う

の
活
躍
で
有

名
な
『
西さ

い
ゆ
う
き

遊
記
』
の
三
蔵
法ほ
っ
し師
の
モ

デ
ル
と
な
っ
た
人
物
で
す
。

玄
奘
に
般
若
心
経
を
授
け
た
の
は
、

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
あ
り
ま
す
。

「
玄
奘
が
蜀し

ょ
く（
四し
せ
ん川
省し
ょ
う）
に
い
た

と
き
、
身
体
中
に
で
き
た
瘡そ

う

に
よ
っ

て
、
衣
服
が
汚
れ
た
一
人
の
病
人
が

お
り
ま
し
た
。
玄
奘
は
哀
れ
ん
で
、

寺
よ
り
衣
服
と
飲
食
を
施
し
ま
す
と
、

こ
の
病
人
は
自
ら
を
恥
じ
て
、
玄
奘

に
般
若
心
経
を
与
え
ま
し
た
。

玄
奘
は
、
イ
ン
ド
へ
の
求
法
の
旅

の
な
か
、
莫ば

く

賀が

延え
ん

磧せ
き

と
よ
ば
れ
る
広

大
な
砂
漠
を
渡
る
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
長
さ
八
百
余
里
、
ゆ
う
に

三
千
キ
ロ
を
超
え
ま
す
。

空
に
は
飛
ぶ
鳥
も
な
く
、
地
上
に

は
走
る
獣
も
な
く
、
も
ち
ろ
ん
水
も

草
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
た
り
を
み
ま

わ
し
て
も
、
た
だ
ひ
と
つ
自
分
の
影

が
あ
る
の
み
で
す
。

規
則
的
に
聞
こ
え
る
自
分
の
足
音

と
風
の
音
。
こ
の
よ
う
な
極
限
の
状

態
で
、
人
は
と
か
く
こ
の
世
の
も
の

で
は
な
い
奇
怪
な
悪あ

っ
き鬼
を
妄
想
し
、

自
分
を
め
ぐ
っ
て
前
後
す
る
も
の
で

す
。
そ
れ
は
玄
奘
と
い
え
ど
、
同
じ

で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
悪
鬼
に
出
会
っ
た
玄

奘
は
、
始
め
観
世
音
菩
薩
を
念
じ
ま

し
た
が
、
そ
れ
で
も
悪
鬼
を
去
ら
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

こ
で
、
般
若
心
経
を
唱
え
る
と
こ
れ

ら
の
も
の
は
み
な
去
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
危
険
な
と
き
に
救
わ
れ
た
の

は
、
般
若
心
経
の
お
か
げ
で
し
た
。」

こ
れ
は
、
玄
奘
の
弟
子
で
あ
っ
た

慧え
り
ゅ
う立
が
著
し
た
玄
奘
の
伝
記
『
慈じ

恩お
ん

三さ
ん
ぞ
う蔵

行ぎ
ょ
う
で
ん伝

』
に
み
え
る
記
事
で

す
。
こ
の
記
事
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
玄
奘
は
日
頃
よ
り
般
若
心
経
を

護ご

じ持
し
、
身
に
危
険
が
迫
っ
た
と
き

に
は
、
般
若
心
経
に
よ
っ
て
退
け
て

い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
は

ま
さ
に
「
能
除
一
切
苦
」
の
功く

徳ど
く

そ

の
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
が
般

若
心
経
の
経
文
の
始
め
で
す
。「
観か

ん

自じ

在ざ
い

菩ぼ

薩さ
つ

。
行
ぎ
ょ
う

深じ
ん

般は
ん
に
ゃ若
波は

羅ら

蜜み
つ

多た

時じ

。

照し
ょ
う
け
ん見
五ご

蘊う
ん

皆か
い
く
う空
。
度ど

一い
っ
さ
い切
苦く

厄や
く

（
観

自
在
菩
薩
が
深
般
若
波
羅
蜜
多
の
修

行
を
し
て
い
た
と
き
、
人
間
の
知
覚
、

認
識
作
用
は
す
べ
て
空
で
あ
る
と
見

極
め
、
一
切
の
苦
厄
か
ら
逃
れ
た
）」



と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
度
一
切
苦

厄
」
は
イ
ン
ド
原
文
の
般
若
心
経
に

は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
こ
の
文
は
玄
奘
に
よ
っ

て
挿
入
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
理
由

は
、
深
般
若
波
羅
蜜
多
を
行
じ
た
結

果
一
切
の
苦
厄
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
、
実
体
験
に
も
と
づ

い
た
真
実
を
伝
え
た
い
と
い
う
想
い

か
ら
で
し
ょ
う
。

大
般
若
経
と
心

般
若
心
経
を
お
唱
え
す
る
と
き
、

「（
佛ぶ

っ
せ
つ説

）摩ま

か訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」

と
、
ま
ず
経
題
を
唱
え
ま
す
。
頭
に

つ
く
「
摩
訶
」
と
い
う
言
葉
は
「
大

き
な
」
を
意
味
し
、
つ
ま
り
は
「
大

般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」
と
な
り
ま
す
。

こ
こ
に
、
般
若
心
経
の
拡
大
解
釈
が

起
き
た
原
因
が
あ
り
ま
す
。

実
は
、
玄
奘
の
功
績
の
ひ
と
つ
に
、

『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』（
以
下
、
大

般
若
経
）
の
漢
訳
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
大
般
若
経
と
は
、
そ
の
文
字
数
が

五
百
万
字
超
、
巻
数
は
六
百
巻
を
数

え
る
大
経
典
で
あ
り
、
様
々
な
角
度

か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
空
と
論
じ
、

般
若
波
羅
蜜
多
の
功
徳
に
よ
っ
て
悟

り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
説
い

て
い
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
の
般
若
心
経
の
経
題
に

戻
り
ま
し
ょ
う
。
般
若
心
経
と
は
、

大
般
若
経
波
羅
蜜
多
の
「
心
」
の
経

で
あ
る
と
解
釈
で
き
ま
す
。こ
の「
心
」

で
す
が
、
イ
ン
ド
原
文
で
「
フ
リ
ダ

ヤ
」
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

フ
リ
ダ
ヤ
が
意
味
す
る
の
は
、
密
呪
、

す
な
わ
ち
真
言
の
こ
と
で
す
。

と
は
い
っ
て
も
、
私
た
ち
も
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
中
国
の

人
々
も
「
心
」
の
一
字
か
ら
「
人
間

の
心
」
を
連
想
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
、
イ
ン
ド
原
文
で
は
、「
チ
ッ

タ
」
と
い
い
、
ま
っ
た
く
別
の
言
葉

で
す
。
し
か
し
、
フ
リ
ダ
ヤ
の
漢
訳

に
「
心
」
の
一
字
を
与
え
ら
れ
た
瞬

間
か
ら
、
玄
奘
の
意
思
を
離
れ
て
、

「
チ
ッ
タ
」
と
混
同
さ
れ
た
般
若
心

経
の
ひ
と
り
歩
き
が
始
ま
る
の
で
す
。

次
第
に
人
々
は
、「
般
若
心
経
と
は
、

大
般
若
経
の
心
、
核
心
部
分
の
お
経

で
あ
る
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
先
ほ
ど
も
説
明
し
ま
し
た
よ
う

に
、
大
般
若
経
は
繰
り
返
し
空
の
思

想
を
展
開
し
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、

大
般
若
経
の
核
心
は
空
の
思
想
で
あ

る
、
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
。
さ
ら

に
「
色
即
是
空
。
空
即
是
色
。」
の

一
文
が
、
そ
の
連
想
を
強
調
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
要
素
が
絡
み
あ
っ
た

結
果
、
般
若
心
経
が
大
般
若
経
の
最

も
核
心
の
部
分
、
つ
ま
り
は
空
の
思

想
を
説
い
た
お
経
で
あ
る
、
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

般
若
心
経
は
万
能
薬

た
と
え
ば
体
調
の
悪
い
日
が
続
き
、

病
院
へ
い
っ
た
と
し
ま
す
。
お
医
者

さ
ん
が
診
察
し
て
、
薬
を
処
方
し
て

く
れ
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
が
般
若
心
経
な
の
で
す
。
お

医
者
さ
ん
が
仏
（
観
世
音
菩
薩
）
さ

ま
、
薬
が
「
羯
諦
羯
諦
～
」
以
下
の

真
言
、
そ
れ
以
前
の
経
文
は
薬
の
説

明
文
で
す
。
願
い
事
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
適
わ
な
い
現
実
と
い
う
苦

が
あ
る
状
態
。
こ
の
苦
を
除
く
薬
が

般
若
心
経
な
の
で
す
。

つ
ら
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
、
自

分
の
力
だ
け
で
は
ど
う
に
も
で
き
な

い
こ
と
な
ど
、人
生
に
は
と
か
く「
苦
」

が
付
き
も
の
で
す
。
そ
ん
な
と
き
、

神
仏
に
手
を
合
わ
せ
、
お
願
い
を
す

る
だ
け
で
も
楽
に
な
る
も
の
。
般
若

心
経
に
い
た
っ
て
は
、
そ
の
効
果
が

絶
大
だ
と
お
墨
付
き
で
す
。
お
寺
や

お
家
の
仏
壇
、
ま
た
先
祖
の
墓
前
で
、

た
っ
た
一
巻
の
般
若
心
経
を
心
を
込

め
て
唱
え
て
い
た
け
ば
、
き
っ
と
仏

さ
ま
に
想
い
は
伝
わ
る
で
し
ょ
う
。

『玄奘三蔵』長澤和俊訳
講談社学術文庫

『般若心経の総合的研究』
福井文雅　春秋社
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recipe.08 にんじんドーナツ

【作り方】１. にんじんをすり下ろす。 2. 1に材料をすべて加え混
ぜ合わせ、冷蔵庫に入れて30分ほど寝かせる。 3. フライパンに
油を入れ、約170℃まで熱しておく。 4. 2を一口大に丸め、5分
ほど油で揚げる。 メ ー プ ル シ ロ ッ プ と 一 緒 に ど う ぞ 。

【材料／約 14 個】
にんじん…1/2 本（約 30g）
片栗粉…35g、豆腐…50g
白玉粉…25g、砂糖…10g

煎せ
ん
ち
ゃ茶
道
を
学
ん
で
い
る
身
で
す
が
、

最
近
ま
で
玉ぎ

ょ
く
ろ露

は
煎
茶
の
高
級
茶
だ

と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
。
み
な
さ

ん
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

使
う
茶ち

ゃ
の
き樹

は
同
じ
な
の
で
す
が
、

煎
茶
は
日
光
を
た
っ
ぷ
り
浴
び
た
茶

葉
を
摘
み
、
高
温
の
蒸
気
で
蒸
し
て

酵こ
う
そ素
の
働
き
を
止
め
ま
す
。
対
す
る

玉
露
は
、
摘
み
取
る
前
の
二
十
日
間
、

覆
い
を
か
け
日
光
を
遮さ

え
ぎ

っ
て
、
人
工

的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
栽
培
し
た

茶
葉
を
使
用
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、

茶
葉
に
は
甘
み
成
分
が
多
く
含
ま
れ
、

と
ろ
り
と
し
た
深
み
の
あ
る
う
ま
み

が
生
ま
れ
ま
す
。

玉
露
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
番

茶
と
呼
ば
れ
る
新
茶
に
よ
り
う
ま
み

を
感
じ
る
の
は
、
新
芽
を
摘
み
取
る

た
め
、
陽
に
当
た
る
時
間
が
短
い
か

ら
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
玉
露
の
あ
の
独
特
の

う
ま
み
が
苦
手
だ
と
い
う
人
も
。
実

際
、
私
も
初
め
て
飲
ん
だ
玉
露
は
、

正
直
う
ま
み
と
い
う
よ
り
は
、
だ
し

の
よ
う
な
味
が
し
て
、
ど
う
も
好
き

に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
お
煎
茶
の
お
稽
古
の

時
に
飲
ん
だ
玉
露
の
お
い
し
さ
に

び
っ
く
り
。
入
れ
る
湯
の
温
度
に
も

大
い
に
左
右
さ
れ
ま
す
が
、
玉
露
の

種
類
も
様
々
。
苦
手
意
識
の
あ
る
方

も
、
ぜ
ひ
別
の
種
類
の
玉
露
を
い
た

だ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
も
し
か
す

る
と
、
お
気
に
入
り
の
玉
露
が
見
つ

か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。

さ
て
、
今
回
は
お
野
菜
を
使
っ
た

簡
単
で
す
が
ヘ
ル
シ
ー
な
ド
ー
ナ
ツ

で
す
。
代
わ
り
に
、
旬
の
お
野
菜
を

使
っ
て
み
て
も
お
い
し
い
で
す
よ
。

い
ろ
い
ろ
試
し
て
、
ぜ
ひ
旬
の
味
を

満
喫
し
て
く
だ
さ
い
。
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―
今
日
の
ゴ
ロ
ハ
チ
は
ソ
ワ
ソ
ワ
し

て
て
落
ち
着
き
が
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
あ
、め
ん
ど
い
、め
ん
ど
い
の
ぉ
。

お
い
、
ゴ
ロ
ハ
チ
よ
。
何
を
め
ん

ど
い
め
ん
ど
い
言
う
と
る
ん
や
。

何
が
め
ん
ど
い
て
、
そ
れ
を
考
え

る
ん
も
説
明
す
る
ん
も
め
ん
ど
い
わ
。

と
こ
ろ
で
、
神し

ん
ぼ
く木
さ
ん
も
寺
に
め
ん

ど
げ
に
住
み
着
い
て
る
け
ど
、
あ
ん

た
は
な
ん
で
神
さ
ん
な
。

覚
え
と
ら
ん
な
ぁ
。
そ
の
辺
は
よ

う
分
か
ら
ん
め
ん
ど
い
話
や
。

―
金
倉
寺
の
御
神
木
で
あ
る
楠

く
す
の
きと
ゴ

ロ
ハ
チ
の
「
め
ん
ど
い
話
」
は
、
ま

だ
ま
だ
続
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
神
木
さ
ん
、
あ
ん
た
夏

が
来
る
と
な
ん
で
葉
が
落
ち
る
ん
や
。

よ
う
分
か
ら
ん
け
ど
、
隣
の
イ

チ
ョ
ウ
お
ば
さ
ん
も
、
乳
ば
っ
か
り

大
き
く
な
っ
て
葉
が
よ
う
け
散
り
よ

る
。
そ
の
度
に
、
住
職
が
め
ん
ど
い

め
ん
ど
い
言
う
て
掃
除
し
よ
る
。
ゴ

ロ
ハ
チ
、
原
因
分
か
ら
ん
か
。

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
や
。
聴
診
器
で

調
べ
た
る
さ
か
い
。

―
ゴ
ロ
ハ
チ
得
意
の
魔
法
の
聴
診
器
。

こ
れ
で
楠
の
葉
の
化
学
組
成
を
調
べ

て
み
る
と
…

い
よ
る
わ
、
今
は
や
り
の
オ
キ
シ

ダ
ン
ト
い
う
こ
れ
ま
た
め
ん
ど
い
の

が
。
昔
よ
う
あ
っ
た
光
化
学
ス
モ
ッ

グ
ゆ
う
の
も
こ
れ
が
原
因
や
。
説
明

は
め
ん
ど
い
き
ん
省
く
で
。

そ
の
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
い
う
の
が
ワ

シ
や
イ
チ
ョ
ウ
お
ば
さ
ん
の
葉
を
落

と
し
よ
ん
か
。
せ
や
け
ど
な
ん
で
若

い
葉
か
ら
落
ち
る
ん
や
。

オ
キ
シ
ダ
ン
ト
は
な
、
葉
の
中
で

痰た
ん
の
よ
う
に
詰
ま
り
よ
る
き
ん
、
息

苦
し
ゅ
う
な
っ
て
葉
を
殺
し
て
し
ま

う
ん
や
。
若
い
葉
が
お
せ
（
大
人
）

に
な
ら
ん
う
ち
に
親
が
死
ん
で
ま
う

か
ら
、
子
も
栄
養
足
り
ん
く
な
っ
て

落
ち
て
い
き
よ
ん
じ
ゃ
。
お
ま
は
ん
、

め
ん
ど
い
言
う
て
済
ま
し
よ
る
か
ら
、

こ
な
い
に
な
っ
て
し
も
う
た
ん
や
。

神
木
の
く
せ
し
て
。

ゴ
ロ
ハ
チ
、
若
い
の
に
分
か
っ
た

げ
な
こ
と
言
う
な
よ
。

ん
に
ゃ
、
ワ
シ
も
年
か
も
知
れ

ん
。
頭
の
切
れ
と
体
の
油
が
の
う

な
っ
て
し
も
う
た
わ
。
遺い

書し
ょ
書
い
て
、

ほ
ん
で
杖
と
白
い
服
着
て
八
十
八
ヶ

所
回
ら
ん
と
い
か
ん
か
の
ぉ
、
神
木

さ
ん
よ
。

ワ
シ
は
神
さ
ん
や
。
あ
っ
ち
の
話

は
仏
さ
ん
に
聞
い
て
く
れ
。
専
門
外

の
話
は
お
断
り
や
。
お
ま
え
は
ひ
つ

こ
う
て
、
め
ん
ど
い
ん
や
。

ほ
な
仏
さ
ん
に
聞
こ
う
か
な
。

あ
っ
ち
は
ど
な
い
な
っ
と
ん
な
。

が
い
に
急せ

っ
と
る
き
ん
、
め
ん

ど
い
ん
は
お
断
り
や
。
神
さ
ん
と
こ

い
っ
て
聞
い
て
も
ら
え
。

話
相
手
に
は
な
っ
た
る
で
。
せ
や

け
ど
ワ
シ
は
常
に
寝
と
る
き
ん
、
よ

う
あ
る
時
は
鈴
鳴
ら
し
て
や
。

神
さ
ん
、
御お
そ
な
え供

の
酒
や
ビ
ー
ル
を

飲
み
過
ぎ
ち
ゃ
う
か
？
が
い
に
飲
む

き
ん
、
葉
が
赤
や
黄
に
な
っ
て
ま
う

ん
や
ろ
。
え
え
加
減
に
せ
ん
と
、
鼻

の
頭
赤
う
な
る
で
。

あ
ほ
ぬ
か
せ
！

―
そ
ん
な
軽
口
を
叩
く
二
つ
の
影
が

伸
び
始
め
た
初し

ょ
と
う冬
の
夕
暮
れ
で
し
た
。



そ
の
十
、
円
珍
さ
ん
⑨

そ
の
十
、
精
進
料
理

丁て
い
ま
ん満

の
答
え
に
喜
ん
だ
法は
っ
せ
ん全

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

は
、
早
速
丁
満
を
自じ

坊ぼ
う

に
迎
え
も

て
な
し
ま
し
た
。
円え

ん
ち
ん珍

さ
ん
に
対
し

て
も
慰い

問も
ん

の
言
葉
と
、
後
日
自
分
の

と
こ
ろ
へ
訪
ね
て
く
れ
る
よ
う
に
、

と
丁
満
に
伝
え
ま
し
た
。

丁
満
が
こ
の
よ
う
な
特
別
の
待
遇

を
受
け
た
の
に
は
、
理
由
が
あ
り
ま

し
た
。
遡
る
こ
と
十
三
年
前
、
円
珍

さ
ん
の
兄
弟
子
に
あ
た
る
円え

ん
に
ん仁
さ
ん

も
、
密み

っ
き
ょ
う教
の
修し
ゅ
う
が
く学
の
た
め
、
長ち
ょ
う
あ
ん安
を

訪
れ
、
法
全
阿
闍
梨
の
も
と
で
胎た

い

蔵ぞ
う

・
金こ
ん
ご
う剛
両り
ょ
う
ぶ部
の
大だ
い
ほ
う法
を
伝で
ん
じ
ゅ授
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
通
訳
と
し
て
同
行
し

て
い
た
の
が
丁
満
だ
っ
た
の
で
す
。

後
に
法
全
阿
闍
梨
は
、
円
仁
さ
ん

お
寺
で
生
活
し
て
い
る
と
、
ご
飯

は
や
っ
ぱ
り
精し

ょ
う
じ
ん進

料
理
な
の
？
と
聞

か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
残
念
な

が
ら
、
答
え
は
ノ
ー
。
そ
れ
で
は
、

ど
の
よ
う
な
時
に
精
進
料
理
を
食
べ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

精
進
料
理
は
、
仏
教
の
慈じ

ひ悲
の
精

神
に
基
づ
い
て
殺せ

っ
し
ょ
う生
を
禁
じ
る
考
え

か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
が
料
理
と
し
て

本
格
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
が
鎌か

ま

倉く
ら

時
代
以
降
、
や
が
て
日
本
料
理
の

形
成
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

寺
院
に
お
い
て
は
、
仏
道
修
行
の

妨
げ
に
な
る
と
し
て
臭
気
の
強
い
野

菜
や
酒
、
獣
や
魚
の
肉
を
食
す
る
こ

と
を
禁
じ
、
寺
院
内
の
食じ

き

事じ

作さ

法ほ
う

も

の
こ
と
を
「
智
慧
深
く
賢
い
人
物
で

あ
る
」
と
円
珍
さ
ん
に
語
っ
た
よ
う

に
、
丁
満
の
同
行
を
知
り
、
円
珍
さ

ん
に
興
味
を
も
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
て
円
珍
さ
ん
は
、
長ち

ょ
う
あ
ん安
で
法

全
阿
闍
梨
と
い
う
師し

僧そ
う

を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

大だ
い
ち
ゅ
う中
九
年
（
八
五
五
）
六
月
八
日
、

長
安
城
内
に
入
っ
た
円
珍
さ
ん
一
行

は
、
円え

ん
さ
い載

の
宿し
ゅ
く
ぼ
う坊

を
訪
ね
、
た
ま
た

ま
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
円え

ん
か
く覚
と
い

う
日
本
か
ら
の
巡
礼
僧
に
出
会
い
ま

し
た
。
そ
の
円
覚
の
尽
力
に
よ
り
、

円
珍
さ
ん
は
龍り

ゅ
う
こ
う
じ

興
寺
浄じ
ょ
う
ど
い
ん

土
院
に
住
む

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

八
月
十
四
日
よ
り
法
全
阿
闍
梨
の

も
と
で
受
法
に
励
ん
だ
円
珍
さ
ん
と

円
載
は
、
十
一
月
四
日
、
五
日
、
つ

い
に
胎
蔵
・
金
剛
両
部
の
大
法
を
伝

授
さ
れ
た
の
で
し
た
。

『人物叢書　円珍』
佐伯有清　吉川弘文館

『いのちの食味』
福家俊明・福家慶子

戎光祥出版

修
行
の
一
環
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
よ
っ
て
現
在
当
寺
で
は
、
あ

る
一
定
期
間
修
行
を
行
う
時
に
、
精

進
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

作
法
次し

第だ
い

の
中
で
大
切
な
こ
と
は
、

食
事
を
口
に
す
る
前
に
、
御
飯
一
口

を
よ
け
る
施せ

が

き
餓
鬼
と
呼
ば
れ
る
行
為

で
す
。
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
い
た
だ

く
御
飯
や
お
か
ず
が
、
た
と
え
精
進

料
理
で
あ
っ
て
も
、
犠
牲
に
な
っ
た

命
に
感
謝
を
す
る
た
め
で
す
。
ま
た
、

よ
け
た
御
飯
は
、
樹
下
に
置
く
こ
と

で
飢
餓
に
苦
し
む
者
に
施
し
ま
す
。

食
事
作
法
の
次
第
は
、
宗し

ゅ
う
は派

や
寺

院
に
よ
っ
て
多
少
の
相
違
は
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
心
は
共
通
し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
、
精
進
料
理
に
限
ら
ず
、

毎
日
の
食
事
に
も
い
の
ち
を
い
た
だ

く
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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済

今
回
の
テ
ー
マ
「
般
若
心

経
」
は
い
か
が
で
し
た
か
。

最
近
の
テ
ー
マ
が
仏
教
か

ら
離
れ
が
ち
だ
っ
た
の
で
、

今
回
は
直
球
勝
負
を
挑
ん

で
み
ま
し
た
！

「
気
に
な
る
？
気
に
な

る
！
」
で
も
、
精
進
料
理

が
テ
ー
マ
な
の
で
、
仏
教

を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
も

ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

修
行
中
は
食
べ
る
こ
と
が

唯
一
の
楽
し
み
や
か
ら
、

そ
の
欲
求
を
叶
え
る
精
進

料
理
は
ま
さ
に
欲
望
の
塊
。

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が

ら
修
行
す
る
な
ん
て
、
ま

だ
ま
だ
や
ね
～
。

さ
ら
な
る
「
空
」
の
修
行
、

頑
張
り
ま
す
～
…

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

七
ヶ
所
ま
い
り

　
　
七
福
神
な
で
仏

Ｙ
Ｕ
Ｊ
で
も
何
度
か
取
り
上
げ
て

ま
い
り
ま
し
た
が
、
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
だ
に谷
寺じ

か
ら
第
七
十
七
番
道ど
う
り
ゅ
う隆
寺じ

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
寺じ

し
ゃ社

名め
い
し
ょ
う勝

』
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
。

こ
の
七
ヶ
所
ま
い
り
は
、
昭
和

三
十
年
代
ま
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
が
、
高
度
経
済
成
長
の

四
十
年
代
こ
ろ
に
は
衰
退
し
て
し
ま

い
ま
す
。
近
年
で
は
、
平
成
十
八
年

の
善ぜ

ん
つ
う通
寺じ

創
建
千
二
百
祭
の
記
念
事

業
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
が
最
後
に

な
り
ま
す
。

今
回
、
七
寺
院
の
住
職
が
集
ま
り
、

こ
の
七
ヶ
所
ま
い
り
の
存
続
を
願
い
、

皆
さ
ま
に
親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ

う
に
、「
七
ヶ
所
ま
い
り
七
福
神
な

で
仏
」
と
し
て
、
各
霊
場
に
な
で
仏

の
七
福
神
さ
ま
を
一
体
ず
つ
お
祀
り

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
各
寺
院

に
お
祀
り
す
る
七
福
神
は
次
の
通
り

で
す
。

七
十
一
番
弥
谷
寺　
　

大だ
い
こ
く
て
ん

黒
天

七
十
二
番
曼
荼
羅
自　

福ふ
く
ろ
く
じ
ゅ

禄
寿

七
十
三
番
出
釈
迦
寺　

恵え

び

す
比
寿

七
十
四
番
甲
山
寺　
　

毘び
し
ゃ
も
ん
て
ん

沙
門
天

七
十
五
番
善
通
寺　
　

布ほ
て
い袋

七
十
六
番
金
倉
寺　
　

弁べ
ん
ざ
い
て
ん

財
天

七
十
七
番
道
隆
寺　
　

寿じ
ゅ
ろ
う
じ
ん

老
人

金
倉
寺
は
紅
一
点
、
芸
能
、
金
運

の
女
神
さ
ま
で
あ
る
弁
財
天
さ
ま
を

お
祀
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

七
福
神
像
は
、
年
内
に
は
各
寺
院
に

お
祀
り
さ
れ
ま
す
。

来
年
の
初
詣
は
、
七
ヶ
所
ま
い
り

を
し
て
、
七
福
神
さ
ま
を
な
で
て
、

お
か
げ
を
い
た
だ
い
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
巡
拝
の
記
念
品
と
し
て
、

「
七
福
神
宝
船
」
や
「
七
福
腕
輪
」

も
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
み

な
さ
ま
の
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

弁財天像



　

現
在
、
毎
月
十
六
日
の
訶か

利り

帝て
い

母も

尊そ
ん

縁
日
は
、
誰
で
も
堂
内
参

拝
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
午
後
に

は
子こ

さ
ず
け授
祈
願
を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

様
々
な
ご
夫
婦
と
お
話
し
す
る
機
会
が
あ
る

の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
夫
婦
に
そ
れ
ぞ

れ
の
苦
し
み
が
あ
る
の
を
実
感
し
ま
す
。

　

不
妊
の
原
因
が
、
男
性
、
女
性
、
あ
る

い
は
双
方
に
あ
る
と
分
か
れ
ば
、
そ
の
治
療

を
行
う
こ
と
で
、一
歩
前
進
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

一
方
で
は
原
因
不
明
と
診
断
さ
れ
る
ご
夫
婦
も
い
ま

す
。
割
合
と
し
て
は
十
五
％
ほ
ど
で
す
が
、
訶
利
帝
堂
に

参
拝
さ
れ
る
ご
夫
婦
に
は
、
原
因
不
明
の
ご
夫
婦
が
多
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
と
え
治
療
を
行
っ
て
も
、
い
つ
終

わ
る
の
か
、
先
の
見
え
な
い
状
況

が
続
き
が
ち
で
す
。

　

時
に
は
、医
学
の
進
歩
に
よ
っ

て
原
因
が
わ
か
る
こ
と
も
あ

り
、
少
し
ず
つ
治
療
が
確

立
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
最
後
の
砦
は

神
秘
的
で
あ
り
、
人
の

手
で
は
ま
だ
ま
だ
及
ば
な

い
領
域
な
の
だ
な
、
と
改
め

て
思
う
の
で
す
。

火 水 木 金 土日 月

十
二
月 

師
走

二
月 

如
月

十
一
月 

霜
月

一
月 

睦
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

106

4

9
戌の日 涅槃会厄除祈願

訶利帝母縁日
1513

11

12

21

26

1817

27 29

2520
戌の日

5

12

19

2

876

1 4

9

戌の日 訶利帝母縁日
1814

1110

222120

13 17

23

2928 30

262524

6

1312

212019

27

54

8

7

9

15

1110

22

29

23

30 31

24

1817

25

5

12

19

21 3

8764

11
戌の日

訶利帝母縁日
151413

10

22 232018

17

25 2927 2826

24

3130
戌の日

護摩供

天台大師報恩講

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（ 12月は除く）

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）

護摩供

初護摩供 初護摩供

※ 11月の護摩は行のため、お休みさせていただきます

戌の日

戌の日




