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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。

不
動
明
王
の
登
場

大
き
く
見
開
か
れ
た
右
目
に
堅
く

結
ん
だ
口
、右
手
に
は
剣
、左
手
に
縄
、

背
に
は
大
き
な
火
炎
。 

お
よ
そ
仏

さ
ま
と
は
思
え
な
い
恐
ろ
し
い
形
相

を
さ
れ
た
不ふ

動ど
う

明み
ょ
う
お
う王で
す
が
、 

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

や
地じ

蔵ぞ
う

菩
薩
と
共
に
、
古
く

よ
り
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
き
た
仏

さ
ま
で
も
あ
り
ま
す
。

不
動
明
王
の
も
っ
と
も
古
い
姿
は

『
不ふ

空く
う

羂け
ん

索じ
ゃ
く

神じ
ん

変ぺ
ん

真し
ん

言ご
ん

経き
ょ
う』
に
説
か

れ
る
も
の
で
、
そ
こ
で
は
「
不ふ

動ど
う

使し

者し
ゃ

」
と
呼
ば
れ
、
大だ
い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

の
召
使

い
と
し
て
扱
わ
れ
、
少
々
肥
え
た
少

年
の
姿
で
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
不
動
明
王
は
次
第
に
そ

の
姿
を
変
え
、
人
々
に
襲
い
か
か
る

迷
い
や
障
害
を
打
ち
払
い
、
時
に
は

誤
っ
た
道
に
進
も
う
と
す
る
人
を
捕

ま
え
て
叱
り
と
ば
し
、
仏
道
に
導
く

忿ふ
ん

怒ぬ

の
仏
さ
ま
に
な
り
ま
し
た
。
こ

う
し
て
、
不
動
明
王
は
大
日
如
来
が

人
々
を
導
く
た
め
の
仮
の
姿
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

不
動
明
王
の
本
名
は
ア
チ
ャ
ラ
＝

ナ
ー
タ
と
い
い
、「
動
か
な
い
守
護
者
」

を
意
味
し
ま
す
。
ま
た
イ
ン
ド
で
ア

チ
ャ
ラ
は
山
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、

不
動
明
王
は
山
の
神
で
も
あ
る
わ
け

で
す
。
一
方
、
大
日
如
来
は
太
陽
を

象
徴
し
ま
す
。

太
陽
は
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
源
で
す

が
、
同
時
に
手
の
届
か
な
い
存
在
で

す
。
一
方
、
山
は
私
た
ち
に
直
接
恵

み
を
も
た
ら
す
存
在
で
す
が
、
時
に

は
荒
々
し
い
姿
で
私
た
ち
に
襲
い
か

か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

人
々
は
、
太
陽
が
日
暮
れ
と
共
に

山
の
端
に
消
え
入
る
様
を
、
大
日
如

来
が
不
動
明
王
へ
と
変
化
す
る
姿
に

重
ね
合
わ
せ
、
そ
の
信
仰
を
深
め
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 不動明王立像（伝智証大師作）



弘
法
大
師
と
波
切
不
動

さ
て
、
密み
っ
き
ょ
う教の

尊
像
で
あ
る
不
動

明
王
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は

い
つ
頃
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
密
教

を
日
本
に
も
た
ら
し
た
弘こ

う
ぼ
う法
大だ
い

師し

に

依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
想
像
に

難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

弘
法
大
師
が
唐と

う

に
渡
り
、
多
く
の

密
教
経
典
と
と
も
に
、
帰
朝
し
た
の

が
大だ

い
ど
う同
元
年
（
八
〇
六
）
十
月
の
こ

と
で
す
。
こ
の
時
請
来
し
た
も
の
の

中
に
、
不
動
明
王
に
つ
い
て
書
か
れ

た
経
典
、
並
び
に
不
動
明
王
が
描
か

れ
た
両り

ょ
う
ぶ部

曼ま
ん

荼だ

羅ら

も
含
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
ま
た
弘
法
大
師
は
自
ら
刻
ん

だ
不
動
明
王
立
像
を
持
ち
帰
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
現
在
高こ

う

野や

山さ
ん

南な
ん
い
ん院
に
あ
る
波な
み
き
り切
不
動
尊
で
す
。

波
切
不
動
尊
は
、
弘
法
大
師
が
帰

朝
す
る
時
、
師
で
あ
っ
た
恵け

い

果か

阿あ

闍じ
ゃ

梨り

の
命
令
で
、
風
波
の
難
を
鎮
め
る

た
め
に
、
一
刀
三さ

ん
ら
い礼
し
て
三
尺
の
不

動
明
王
を
刻
み
、
そ
れ
を
恵
果
阿
闍

梨
が
開か

い
げ
ん眼
さ
れ
た
も
の
で
す
。

帰
朝
後
、
波
切
不
動
尊
は
神じ
ん

護ご

寺じ

に
安あ
ん

置ち

さ
れ
、
次
い
で
醍だ
い

醐ご

寺じ

に
遷

さ
れ
ま
し
た
。
平

た
い
ら
の
ま
さ
か
ど

将
門
の
乱
で
は
尾お

張わ
り

の
熱あ
つ

田た

神じ
ん
ぐ
う宮
へ
と
遷
さ
れ
、
将
門

の
降
伏
を
祈き

祷と
う

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
に
高
野
山
へ
と
遷
さ
れ
、
現
在
の

南
院
に
落
ち
着
き
ま
し
た
が
、
蒙も

う

古こ

襲
来
の
時
に
は
ま
た
ま
た
九
州
に
遷

さ
れ
、
外
敵
退
散
の
祈
祷
を
行
う
な

ど
、
そ
の
効
験
に
よ
っ
て
国
難
を
免

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
話
は
弘
法
大
師

由
来
の
波
切
不
動
尊
の
霊れ

い
げ
ん
た
ん

験
譚
で
あ

り
、
弘
法
大
師
の
不
動
信
仰
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
弘
法
大
師
は

早
く
か
ら
不
動
明
王
に
着
目
し
、
そ

の
修
行
法
を
指
南
し
た
著
作
を
残
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
弘
法
大
師
が
不

動
明
王
を
祈
祷
し
効こ

う
け
ん験

が
あ
っ
た
と

い
う
話
は
残
っ
て
お
ら
ず
不
動
信
仰

を
伝
え
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
一
方

で
、
よ
り
積
極
的
に
不
動
法
を
実
践

し
、
不
動
信
仰
を
確
立
し
た
の
は
、

弘
法
大
師
の
甥
で
あ
る
智ち

し
ょ
う証
大
師
で

あ
り
ま
し
た
。

智
証
大
師
と
金
色
不
動

智
証
大
師
と
不
動
明
王
の
最
初
の

出
会
い
は
、
智
証
大
師
が
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

の

山
中
に
て
十
二
年
の
籠ろ

う
ざ
ん山
修
行
五
年

目
の
冬
の
こ
と
で
し
た
。

石せ
き

室し
つ

で
座ざ

禅ぜ
ん

を
し
て
い
た
智
証
大

師
の
前
に
突
然
金
色
に
輝
く
異
形

の
人
が
現
れ
、「
私
の
姿
を
図
画
し
、

丁
寧
に
拝
み
な
さ
い
」
と
言
い
ま
し

た
。
智
証
大
師
が
「
あ
な
た
は
ど
な

た
で
す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
、「
私

は
金こ

ん
じ
き色
不
動
明
王
で
あ
る
。
あ
な
た

の
人
格
が
極
め
て
高
く
仏
法
を
尊
ぶ

心
が
深
い
た
め
、
私
は
あ
な
た
を
守

護
し
ま
し
ょ
う
。
急
い
で
密
教
を
究

め
人
々
を
導
き
な
さ
い
。」
と
答
え

ま
し
た
。
智
証
大
師
は
す
ぐ
に
画
工

の
空く

う
こ
う光

に
命
じ
て
図
画
さ
せ
、
朝
夕

に
礼
拝
し
た
そ
う
で
す
。
こ
の
尊
像

が
三み

井い

寺で
ら

に
伝
わ
る「
不
動
明
王
像
」

（
黄
不
動
尊
）
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
智
証
大
師
が
唐
に
渡
る
た
め

に
乗
船
し
た
船
が
北
風
に
流
さ
れ
、

琉り
ゅ
う
き
ゅ
う球
国
に
漂
着
し
か
け
た
と
き
、
一

心
に
不
動
明
王
を
念
じ
ま
し
た
。
す

る
と
金
色
不
動
明
王
が
現
れ
、
た
ち

ま
ち
東
風
が
お
こ
り
、
翌
日
に
は
唐

に
渡
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
長
安
へ
向
か
っ
て
い
た

智
証
大
師
が
道
中
病
床
に
臥ふ

す
身
と

な
り
、
徐じ

ょ
ち
ょ
く直と
い
う
信
者
の
家
で
養

生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
熱
心

に
看
病
し
て
い
た
徐
直
が
、
あ
る
夜
、

智
証
大
師
の
枕
元
に
金き

ん

人じ
ん

が
立
っ
て

お
り
、
不
思
議
に
思
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
金
人
と
は
も
ち
ろ
ん
金
色
不
動

明
王
で
、
そ
れ
か
ら
智
証
大
師
の
体

調
は
み
る
み
る
回
復
し
た
そ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
智
証
大
師
は
危
機
に

直
面
す
る
た
び
に
、
不
動
明
王
に
祈

り
、
そ
の
霊
験
に
よ
り
危
機
を
乗
り

越
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
記
録

は
最
も
古
い
不
動
明
王
の
霊
験
譚
で

あ
り
、
不
動
信
仰
の
先
駆
者
は
智
証

大
師
で
あ
る
、
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
後
世
、
智
証
門
流

か
ら
多
く
の
す
ぐ
れ
た
不
動
行ぎ

ょ
う
じ
ゃ者が

輩
出
さ
れ
た
の
も
、
こ
う
い
っ
た
事

情
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。



無
動
寺
の
相
応
和
尚

比
叡
山
に
は
も
う
一
人
有
名
な
不

動
行
者
が
い
ま
す
。
そ
れ
が
無む

動ど
う

寺じ

の
相そ
う
お
う応
和か

尚し
ょ
う
で
あ
り
、
比
叡
山
三

大
地
獄
（
修
行
）
の
一
つ
「
千せ

ん
に
ち日

回か
い
ほ
う
ぎ
ょ
う

峰
行
」
の
始
祖
で
も
あ
り
ま
す
。

相
応
和
尚
は
、
も
と
も
と
葛

か
づ
ら

川か
わ

の
行

者
と
し
て
、
穀
を
絶
ち
塩
を
絶
ち
、

世
の
美
味
を
厭い

と

っ
て
、
つ
い
に
瀑ば
く

流り
ゅ
う

の
水
を
逆
流
さ
せ
る
程
の
験げ
ん
り
き力
を
得

る
ほ
ど
の
人
物
で
し
た
。

あ
る
時
、
相
応
和
尚
が
葛
川
で
不

動
明
王
の
姿
を
心
に
念
じ
て
い
る
と
、

不
動
明
王
が
姿
を
現
し
ま
し
た
。
相

応
和
尚
は
不
動
明
王
に
弥み

勒ろ
く

菩
薩
に

会
わ
せ
て
欲
し
い
と
願
う
と
、
不
動

明
王
は
弥
勒
菩
薩
が
住
す
兜と

率そ
つ

天て
ん

の

内な
い
い
ん院
へ
と
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
門
を
護
る
天
人
に
「
法ほ

華け

経き
ょ
うを
読
み
四し
し
ゅ種
三ざ
ん
ま
い昧
を
修
行
し
て
い

な
い
者
を
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。」
と
断
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
以

後
、
法
華
経
を
読
み
信
仰
す
る
よ
う

に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
う
し
て
相
応
和
尚
は
比
叡
山
と

関
係
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
が
、

そ
れ
以
前
よ
り
相
応
和
尚
は
山
岳
で

修
行
を
す
る
修し

ゅ
げ
ん験
行
者
で
あ
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
不
動
明
王
を
信
仰
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

修
験
道
と
は
、
日
本
古
来
の
山
岳

信
仰
が
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も

の
で
、
種
々
の
仏
菩
薩
、
神し

ん
か
く格
が
崇

拝
対
象
と
な
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も

不
動
明
王
に
対
す
る
信
仰
は
絶
大
な

も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
修
行
や
祈
祷

の
本
尊
は
不
動
明
王
と
な
り
ま
す
。

最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、
不
動
明

王
は
そ
も
そ
も
山
を
象
徴
す
る
尊
格

で
あ
り
、
山
中
で
修
行
す
る
修
験
行

者
に
と
っ
て
、
山
そ
の
も
の
で
あ
る

不
動
明
王
が
本
尊
と
な
る
の
は
当
然

の
こ
と
と
い
え
ま
す
。

修
験
行
者
が
民
衆
の
た
め
に
祈
祷

す
る
う
ち
に
、
不
動
明
王
も
民
衆
へ

浸
透
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
次
に
紹

介
す
る
「
泣な

き

不
動
縁え
ん

起ぎ

」
は
、
そ
の

さ
ま
を
反
映
し
た
説
話
と
い
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

泣
不
動
縁
起

昔
三
井
寺
に
智ち

興こ
う

上し
ょ
う
に
ん人と
い
う
高

僧
が
お
り
ま
し
た
が
、 

当
時
の
医
術

で
は
治
す
こ
と
が
で
き
な
い
難
病
に

か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
こ

で
同
じ
く
高
名
で
あ
っ
た
陰お

ん

陽み
ょ
う

師し

の

安あ
べ
の倍
晴せ
い
め
い明
に
祈
祷
を
依
頼
す
る
と
、 

「
治
療
す
る
に
は
自
分
の
命
を
捧
げ

て
も
い
い
と
い
う
身
代
の
者
が
必
要

で
あ
る
」 

と
答
え
ま
し
た
。

そ
の
話
を
聞
い
た
証し

ょ
う
く
う空は
、
師
匠

の
た
め
な
ら
と
名
乗
り
出
ま
し
た
。 

そ
の
こ
と
に
感
銘
を
受
け
た
安
倍
晴

明
に
よ
っ
て
直
ち
に
難
病
平
癒
の
祈

祷
が
行
わ
れ
、 

智
興
上
人
の
病
も
ま

も
な
く
快
方
に
向
か
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
証
空
は
全
身
耐
え
が
た

い
苦
痛
の
た
め
、
た
ま
ら
ず
床
を
転

が
る
ほ
ど
で
し
た
。 

死
を
覚
悟
し

た
証
空
は
せ
め
て
最
後
は
と
、
普
段

よ
り
信
仰
す
る
不
動
明
王
を
念
じ
続

け
ま
し
た
。 
痛
み
と
苦
し
み
の
た
め
、

夢
う
つ
つ
と
な
っ
た
証
空
は
、 

不
動

明
王
が
苦
し
み
な
が
ら
泣
い
て
い
る

姿
を
拝
し
ま
し
た
。

す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
証
空
の

身
体
か
ら
、
痛
み
や
苦
し
み
が
遠
ざ

か
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

す
っ
か
り

よ
く
な
っ
た
証
空
は
、
不
動
明
王
が

身
代
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た
と
気
づ

き
ま
し
た
。
一
方
、
死
病
を
負
い
地

獄
へ
と
連
れ
て
こ
ら
れ
た
不
動
明
王

は
、
か
え
っ
て
地
獄
の
王
た
ち
に
恭

き
ょ
う

敬け
い

さ
れ
、
再
び
帰
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
不
動
明
王
は
「
身み

が
わ
り代
不
動
」

の
名
で
も
知
ら
れ
、
本
来
「
動
か
な

い
」
は
ず
の
不
動
明
王
が
積
極
的
に

働
き
人
々
を
救
う
姿
は
、
ど
こ
か
滑

稽
で
も
あ
り
親
し
み
や
す
く
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
不
動
明
王
が
よ
り
民

衆
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
と
な
り
、

信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
証
拠
と

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

『不動信仰』
田中久夫編　雄山閣出版
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recipe.11生姜のスコーン
【準備】オーブンを 200 度に温め、生姜は皮ごとすりおろしておく
【作り方】１. ボウルに薄力粉とベーキングパウダーをふるい入れ、他の
材料を全て加え混ぜ合わせる。2. ひとまとまりになったら、打ち粉を
した台の上に置き、麺棒でのばしては折り畳むを数回繰り返す。3. 約
2cm 厚に伸ばし、15 等分に切り分ける。4. クッキングシートをしいた
天板に並べ、10 ～ 12 分焼く。
※お好みでメープルシロップやはちみつ、ジャムをつけてどうぞ

【材料／ 15 個】
薄力粉…約 200g
ベーキングパウダー…10g
塩…ひとつまみ
りんごジュース…80cc
なたね油…40g
生姜…20g

今
回
は
、
先
日
六
月
三
日
に
金
倉

寺
に
て
行
わ
れ
ま
し
た
施せ

茶ち
ゃ

の
様
子

の
ご
報
告
で
す
。

施
茶
で
す
の
で
、
お
菓
子
も
簡
単

な
も
の
を
用
意
す
る
な
ど
格
式
張
っ

た
も
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
お
茶

碗
な
ど
の
道
具
は
お
茶
会
に
も
使
わ

れ
る
も
の
を
使
用
し
ま
し
た
。
ま
た
、

野の

点だ
て

は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
お
道

具
の
飾
り
付
け
を
し
、
参
拝
の
方
に

見
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。

お
抹
茶
と
違
っ
て
滅
多
に
見
ら
れ
な

い
せ
い
か
、
と
て
も
興
味
深
そ
う
に

見
ら
れ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
し
た
。

当
日
は
、
私
の
所
属
す
る
分ぶ

ん
か
い会
の

先
生
た
ち
に
お
手
伝
い
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
茶
葉
の
量
や
温
度

を
き
ち
ん
と
定
め
て
煎
れ
て
い
た
だ

い
た
と
こ
ろ
、
独
特
の
風
味
が
。
普

段
使
用
し
て
い
る
茶
葉
な
の
で
す
が
、

煎
れ
方
に
よ
っ
て
全
く
違
う
も
の
に

な
り
ま
し
た
。
飲
ま
れ
た
参
拝
の
方

の
多
く
も
、
お
茶
の
味
に
驚
か
れ
て

い
ま
し
た
。

初
め
て
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
初

代
宗そ

う

匠し
ょ
う

の
、
深
い
慈
悲
の
心
、
心
づ

く
し
の
お
茶
、
美
味
し
く
喫き

っ

し
て
い

た
だ
く
と
い
う
心
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
、
と
い
う
気
持
ち
を
持
つ
余
裕

も
な
か
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。
た
だ
、

参
拝
途
中
で
ほ
っ
と
一
息
つ
け
た
、

珍
し
く
て
お
い
し
か
っ
た
、
と
い
う

言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
ま
た
三み

井い

古こ

流り
ゅ
う

と
い
う
お
煎
茶
道
を
知
っ
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
何
よ

り
の
成
果
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
今
回
の
レ
シ
ピ
は
、
生
姜

の
ス
コ
ー
ン
で
す
。
暑
い
夏
に
ぴ
っ

た
り
の
、
ち
ょ
っ
と
ス
パ
イ
シ
ー
な

お
菓
子
で
す
。
今
ま
で
に
は
な
い
味

を
、
ぜ
ひ
お
試
し
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、
TEL & FAX　0877-22-8986

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/

―
夏
本
番
。
金
倉
寺
境
内
で
も
あ
ち

こ
ち
か
ら
悲
鳴
が
聞
こ
え
ま
す
。
そ

ん
な
中
涼
し
げ
な
声
も
…

冬
は
堪
え
る
け
ど
、
夏
の
水み
ず
か
け掛
は

最
高
や
。
お
参
り
お
お
き
に
な
ぁ
。

羨
ま
し
い
わ
。
我
々
は
自
分
で
地

下
水
を
汲
み
上
げ
な
あ
か
ん
。

こ
れ
も
冬
を
堪
え
た
ご
褒
美
や

で
。
そ
ん
な
ん
言
う
て
る
お
ま
は
ん

も
調
子
良
さ
そ
う
や
が
な
。

そ
や
ね
ん
。
力
が
湧
い
て
き
よ

る
。
お
前
さ
ん
の
水
の
お
こ
ぼ
れ
を

も
ろ
て
る
か
ら
か
い
な
。

ホ
ン
マ
か
い
な
。
せ
や
っ
た
ら

感
謝
し
て
も
ら
わ
な
困
る
で
。
お
ま

は
ん
根
は
ど
ん
ど
ん
立
派
に
な
っ
て
、

ワ
シ
の
所
に
ま
で
で
し
ゃ
ば
っ
て
き

と
ら
ん
か
？

―
境
内
に
は
も
う
一
人
、
小
さ
な
箱

を
も
っ
た
ゴ
ロ
ハ
チ
が
難
し
い
顔
を

し
て
歩
き
回
っ
て
い
ま
す
。

う
～
ん
…
な
か
な
か
な
い
の
ぉ
。

―
ゴ
ロ
ハ
チ
は
水
掛
地
蔵
さ
ん
と
ホ

ル
ト
さ
ん
の
前
ま
で
来
る
と
、
ピ
タ

リ
と
足
を
止
め
ま
し
た
。

ゴ
ロ
ハ
チ
、
今
日
は
何
企
ん
ど
ん

や
？
メ
ン
ド
イ
こ
と
か
？

う
わ
ー
っ
！
あ
っ
た
あ
っ
た
！

突
然
声
上
げ
た
ら
ビ
ッ
ク
リ
す
る

わ
。
何
が
あ
っ
た
ん
な
？

こ
こ
で
ヨ
シ
っ
と
…
驚
く
も
の
が

あ
っ
た
で
。
あ
ん
た
の
元
気
の
源
や
。

私
の
元
気
の
源
？
水
か
い
な
。

イ
オ
ン
や
が
な
。
ホ
ン
の
わ
ず

か
な
と
こ
ろ
か
ら
天
へ
向
か
っ
て
立

ち
昇
り
よ
る
。
通
常
イ
オ
ン
い
う
ん

は
空
気
１
㏄
あ
た
り
に
１
０
０
０
以

下
や
が
、
こ
こ
は
７
０
０
０
で
と
る
。

い
わ
ゆ
る
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
い
う

や
っ
ち
ゃ
。
ホ
ル
ト
さ
ん
が
そ
れ
を

独
り
占
め
し
よ
る
で
そ
ん
な
大
木
に

な
っ
た
ん
や
。

そ
れ
で
調
子
が
え
え
ん
か
。
い
や

地
蔵
さ
ん
の
水
や
な
い
ん
か
。

そ
れ
は
そ
れ
で
感
謝
し
て
も
う
て

え
え
ん
ち
ゃ
う
か
？

お
ま
け
に
ホ
ル
ト
さ
ん
は
西
に
ヒ

マ
ラ
ヤ
ス
ギ
、
南
に
鐘
楼
が
あ
っ
て
、

根
元
へ
陽
が
当
た
ら
ん
よ
う
に
な
っ

と
る
。
え
え
条
件
が
揃
う
て
見
事
な

根
上
が
り
の
板ば

ん
じ
ょ
う
こ
ん

状
根
や
が
な
。
ま
さ

に
寺
の
宝
や
。

お
い
お
い
、
さ
っ
き
か
ら
ホ
ル

ト
さ
ん
ば
か
り
褒
め
よ
る
け
ど
、
ワ

シ
が
お
る
か
ら
こ
こ
に
お
参
り
く
る

人
や
キ
レ
イ
に
掃
除
し
て
く
れ
る
人

が
お
る
ん
で
。
今
日
か
て
み
ん
な
集

ま
っ
て
楽
し
そ
う
に
話
し
て
た
が
な
。

い
や
い
や
、
み
ん
な
こ
こ
に
集
ま

る
ん
は
、
イ
オ
ン
が
あ
る
か
ら
や
で
。

や
っ
ぱ
り
気
持
ち
が
え
え
ん
や
ろ
う

な
ぁ
。
お
地
蔵
さ
ん
も
イ
オ
ン
の
お

か
げ
を
貰
と
ん
や
で
。

そ
れ
は
殺
生
や
わ
～
…

冗
談
や
が
な
。
お
地
蔵
さ
ん
、
ト

ル
マ
リ
ン
ゆ
う
鉱
石
知
っ
て
る
か
？

電で
ん
気き

石せ
き
と
も
い
う
ん
や
が
、
こ
れ
も

イ
オ
ン
を
発
生
さ
せ
る
と
い
わ
れ
と

る
。
ど
や
？
お
地
蔵
さ
ん
も
ト
ル
マ

リ
ン
で
作
っ
て
も
ろ
う
た
ら
？

ゴ
ロ
ハ
チ
、
か
ら
か
う
の
も
え
え

加
減
に
せ
え
よ
ー
っ
！

―
み
な
さ
ん
も
お
地
蔵
さ
ん
に
お
参

り
し
て
、
ホ
ル
ト
さ
ん
の
下
で
の
ん

び
り
と
過
ご
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。



その13、円珍さん⑫その13、円珍さん⑫

その 13、烏芻沙摩明王

舞
台
を
金こ
ん

倉ぞ
う

寺じ

に
移
し
ま
し
ょ

う
。
円え

ん

珍ち
ん

さ
ん
の
父
宅や
か
な
り成
公
は
道ど
う

善ぜ
ん

寺じ

（
後
の
金
倉
寺
）
を
な
ん
と
か
官か
ん

寺じ

に
し
た
い
と
奏そ
う

上じ
ょ
う

し
た
と
こ
ろ
、

仁に
ん
じ
ゅ寿
元
年
（
八
五
一
）
に
そ
の
勅ち
ょ
っ
き
ょ許

が
く
だ
さ
れ
ま
し
た
。
な
ん
と
か
志

を
果
た
し
た
宅
成
は
、
そ
の
翌
年
に

九
十
八
歳
で
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
時
、
唐
の
越え

っ
し
ゅ
う州

開か
い
げ
ん元

寺じ

に
い

た
円
珍
さ
ん
の
元
に
、
訶か

利り

帝て
い

母も

さ

ま
と
金
色
不
動
さ
ま
が
現
れ
、
二
尊

の
力
で
円
珍
さ
ん
と
宅
成
公
は
永
遠

の
別
れ
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

唐
よ
り
帰
朝
し
た
円
珍
さ
ん
は
、

京
へ
向
か
う
道
中
で
道
善
寺
に
立
ち

四
国
霊
場
な
ど
を
お
参
り
し
て
い

る
と
、
と
き
ど
き
ト
イ
レ
に
仏
さ
ま

が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
お
姿
は
忿ふ

ん

怒ぬ

の
形
相
を
浮
か
べ

た
恐
ろ
し
い
も
の
で
す
が
、
ど
う
し

て
ト
イ
レ
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

こ
の
仏
さ
ま
の
名
前
は
烏う

す

さ

ま

芻
沙
摩

明
王
と
い
い
、「
ウ
ッ
チ
ュ
シ
ュ
マ
」、

ま
た
は
「
ア
グ
ニ
」
と
呼
ば
れ
る
火

の
神
で
し
た
。
こ
の
神
さ
ま
が
仏
教

に
取
り
入
れ
ら
れ
、
天
台
宗
で
は
金こ

ん

剛ご
う

夜や

叉し
ゃ

明
王
に
代
わ
り
、
不
動
明
王

を
中
心
と
し
た
五ご

大だ
い

明
王
の
一
尊
と

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

烏
芻
沙
摩
明
王
は
金
剛
夜
叉
明
王
の

寄
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
弟
の
善よ

し
あ
き甄

よ
り
「
父
の
菩
提
を
弔
う
た
め
、
道

善
寺
の
規
模
を
大
き
く
し
た
い
」
と

相
談
さ
れ
、
円
珍
さ
ん
は
唐
の
青し

ょ
う
り
ゅ
う龍

寺じ

を
模
範
と
し
て
伽が

藍ら
ん

を
造
営
す
る

こ
と
を
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
伽
藍
は

貞じ
ょ
う

観が
ん

三
年
（
八
六
一
）
に
完
成
し
、

円
珍
さ
ん
も
そ
の
落ら

っ
け
い慶
の
斉さ
い

会え

に
招

か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

忙
し
く
も
充
実
し
た
日
々
を
過
ご

し
て
い
た
円
珍
さ
ん
で
し
た
が
、
貞

観
十
年
四
月
に
第
四
代
天て

ん
だ
い台
座ざ

主す

安あ
ん

恵ね

和
尚
が
入
滅
し
、
六
月
三
日
、
円

珍
さ
ん
を
天
台
座
主
に
勅
任
す
る
辞

令
が
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
円

珍
さ
ん
は
五
十
五
歳
で
あ
り
、
若
き

リ
ー
ダ
ー
の
誕
生
に
、
比
叡
山
の
僧

侶
た
ち
は
鐘
を
撞
い
て
喜
び
、
講
堂

に
集
ま
っ
て
円
珍
さ
ん
の
座
主
勅
任

を
拝は

い

賀が

し
ま
し
た
。

『人物叢書　円珍』
佐伯有清　吉川弘文館

『仏像をたずねて』
南日義妙編著　文進堂

変へ
ん

化げ

身
と
も
い
わ
れ
、
金
剛
夜
叉
明

王
は
心
の
不
浄
を
食
い
尽
く
す
の
に

対
し
、
烏
芻
沙
摩
明
王
は
物
の
不
浄

を
食
い
尽
く
す
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
ト
イ
レ
の
浄
化
の
た

め
、
烏
芻
沙
摩
明
王
を
ト
イ
レ
に
祀

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
特
筆
す
べ
き
は
、「
烏
枢
沙

摩
変へ

ん

成じ
ょ
う

男な
ん

子し

法
」
と
呼
ば
れ
る
胎
児

を
男
児
に
変
化
さ
せ
る
法
で
、
男
児

を
求
め
た
平
安
貴
族
を
中
心
に
広
く

信
仰
さ
れ
、
祈
祷
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

ち
な
み
に
近
年
歌
が
流
行
し
一
躍

有
名
に
な
っ
た「
ト
イ
レ
の
神
さ
ま
」

で
す
が
、
こ
の
神
さ
ま
と
は
弁べ

ん
ざ
い
て
ん

財
天

さ
ま
の
こ
と
。
同
じ
ト
イ
レ
を
守
護

す
る
神
仏
で
も
、
一
方
は
忿
怒
姿
の

恐
ろ
し
い
明
王
さ
ま
、
も
う
一
方
は

美
し
い
女
神
さ
ま
と
大
き
く
異
な
り

ま
す
。
皆
さ
ん
は
ど
ち
ら
の
仏
さ
ま

が
お
好
み
で
す
か
？



■
編
集
後
記

平
成
二
十
四
年
七
月
三
十
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

哲
済

香
祥

上
の
記
事
で
も
紹
介
し

ま
し
た
が
、
来
年
三
月

二
十
三
～
二
十
五
日
に
金

倉
寺
で
智
証
大
師
慶
讃
大

法
要
を
行
い
ま
す
。
Ｙ
Ｕ

Ｊ
も
こ
の
流
れ
に
乗
ろ
う

と
今
号
よ
り
第
十
六
号
ま

で
の
三
号
に
渡
り
、
智
証

大
師
さ
ま
を
中
心
と
し
た

特
集
を
組
む
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
次
号
は
「
山
岳

修
験
」
の
予
定
で
す
。

ま
だ
企
画
段
階
の
た
め
、

変
更
に
な
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。

今
号
も
一
年
前
か
ら
の
企

画
を
捨
て
た
り
と
二
転
三

転
し
た
か
ら
ね
～
。

そ
れ
は
内
容
を
忘
れ
た
ん

や
な
か
っ
た
っ
け
？

宗
祖
智
証
大
師
生
誕

一
二
〇
〇
年
慶
讃
大
法
会

天
台
寺じ

門も
ん

宗
の
開
祖
で
あ
る
智
証

大
師
さ
ま
が
誕
生
さ
れ
た
の
は
、
弘こ

う

仁に
ん

五
年
（
八
一
四
）
三
月
二
十
五
日
、

讃
岐
国
金
倉
郷
（
香
川
県
善ぜ

ん
つ
う通

寺じ

市

金こ
ん
ぞ
う蔵
寺じ

町
）
の
こ
と
で
し
た
。

来
る
平
成
二
十
六
年（
二
〇
一
四
）

に
は
、
智
証
大
師
生
誕
一
二
〇
〇
年

を
迎
え
、
こ
の
節
目
に
立
ち
あ
え
る

喜
び
を
皆
さ
ま
と
共
有
し
た
い
と
、

金
倉
寺
で
は
一
年
前
に
あ
た
る
平
成

二
十
五
年
三
月
二
十
三
（
土
）
～

二
十
五
日
（
月
）
の
三
箇
日
、
記
念

法
要
を
行
い
ま
す
。
是
非
皆
さ
ま
の

ご
参
列
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

て
「
大
般
若
く
ぐ
り
」
も
行
い
ま
す
。

こ
れ
は
六
百
巻
あ
る
大
般
若
経
の
下

を
く
ぐ
っ
て
心
願
成
就
を
お
願
い
す

る
も
の
で
、
地
元
で
は
「
大
般
若
は

ん
」
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
採
燈
大
護
摩
修
行
」
は
、
九
日

午
後
一
時
半
よ
り
境
内
に
て
、
皆
さ

ま
の
心
願
成
就
を
願
い
大
護
摩
を
焚

き
上
げ
ま
す
。
終
了
後
は
一
般
の
方

も
参
加
で
き
る
火か

生し
ょ
う

三ざ
ん
ま
い昧

（
火
渡

り
修
行
）
を
行
い
ま
す
。
料
金
は

三
〇
〇
円
で
す
。
ど
う
ぞ
皆
さ
ま
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

円
珍
・
乃
木
ま
つ
り

　

九
月
八
日
（
土
）・
九
日
（
日
）

の
両
日
、
恒
例
の
「
円
珍
・
乃の

木ぎ

ま

つ
り
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
金
倉
寺

で
は
次
の
行
事
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

八
日　

乃
木
将
軍
遺
品
公
開（
客
殿
）

　
　
　

万ば
ん

灯と
う

会え

（
本
堂
）

　
　
　

大だ
い
は
ん
に
ゃ

般
若
く
ぐ
り
（
本
堂
前
）

九
日　

採さ
い
と
う燈
大お
お

護ご

ま摩
修し
ゅ
ぎ
ょ
う
行
（
境
内
）

　
　
　

大
餅
な
げ
大
会
（
本
堂
前
）

「
乃
木
将
軍
遺
品
公
開
」
は
、
八

日
午
前
十
時
～
午
後
四
時
ま
で
、
乃

木
将
軍
が
生
活
さ
れ
て
い
た
客
殿
に

て
、
遺
品
を
展
示
公
開
い
た
し
ま
す
。

「
万
灯
会
（
先
祖
供
養
法
要
）」
は
、

八
日
午
後
六
時
半
よ
り
八
時
こ
ろ
ま

で
本
堂
に
て
、
ご
先
祖
さ
ま
を
灯
明

に
よ
っ
て
供
養
し
、
一
年
間
の
無む

病び
ょ
う

息そ
く

災さ
い

を
願
い
ま
す
。
薄
暗
く
な
っ
た

境
内
を
数
多
く
の
灯
明
が
彩
り
、
風

に
揺
ら
め
く
様
は
、
な
ん
と
も
幻
想

的
で
す
。
ま
た
同
時
刻
本
堂
前
に

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

智証大師坐像



 

現
在
、
訶か

利り

帝て
い

堂
の
内
扉
に
は
、

希
望
さ
れ
る
方
に
奉
納
絵
馬
を
か

け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
お
か
る
て

ん
さ
ん
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
馬
を
か
け
る

方
、
産
ま
れ
て
き
た
赤
ち
ゃ
ん
や
家
族
の
絵

馬
を
か
け
る
方
な
ど
様
々
で
す
。

　

実
は
、
現
在
の
訶
利
帝
堂
を
修
築
す
る

以
前
、
そ
の
拝は

い
で
ん殿
に
は
沢
山
の
絵
馬
や
写

真
が
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
絵
馬
は
お

礼
参
り
の
様
子
、
あ
る
も
の
は
子
授
け
を
お
願

い
し
て
い
る
様
子
な
ど
、
ど
れ
も
お
か
る
て
ん
さ
ん

に
お
参
り
を
し
て
い
る
風
景
を
描
い
た
も
の
で
し
た
。
ま

た
、
写
真
は
無
事
産
ま
れ
た
子
供
た
ち
の
写
真
で
し
た
。　

　

そ
こ
で
、
以
前
の
参
拝
者
が
残
し
た
よ
う
に
、
現
代
の

お
参
り
の
方
に
も
、
金
倉
寺
に
何

か
残
し
て
も
ら
え
た
ら
と
、
奉
納

絵
馬
を
思
い
つ
き
ま
し
た
。

　

修
築
後
、
都
合
に
よ
り
昔

の
絵
馬
は
外
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
あ
る
取
材
を

機
に
、
久
し
ぶ
り
に
取

り
出
し
て
拝
殿
に
か
け

て
あ
り
ま
す
。
昔
の
絵
馬

と
現
在
の
絵
馬
、
見
比
べ
て

み
る
の
も
興
味
深
い
も
の
で
す
。

火 水 木 金 土日 月

八
月 

葉
月

十
月 

神
無
月

七
月 

文
月

九
月 

長
月

火 水 木 金 土日 月

火 水 木 金 土日 月

火 水 木 金 土日 月

2

1312

212019

27

54 87

9 1511

6

1

3

18

29282624

14

17

25
訶利帝母縁日 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（9月はお休み）

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）

※ 10月16日（火）の安産祈願は午後3時に変更します
　 10月28日（日）の安産祈願は午後2時のみ行います
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戌の日

石土入峰修行
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戌の日 護摩供

訶利帝母縁日
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円珍乃木祭
採燈護摩
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先祖供養




