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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。

壬
申
の
乱

「
私
の
病
は
重
い
。
後
事
を
お
前

に
任
せ
た
い
。」

「
私
は
こ
れ
か
ら
吉
野
に
参
り
、

仏
道
修
行
を
い
た
し
た
い
と
思
い
ま

す
。」兄

で
あ
る
天て

ん

智ち

天
皇
か
ら
の
申
し

出
に
身
の
危
険
を
感
じ
た
大お

お

海あ
ま
の人
皇み

子こ

（
後
の
天て
ん

武む

天
皇
）
は
、
す
ぐ
に

剃て
い
は
つ髪
し
吉よ
し

野の

の
地
へ
と
向
か
わ
れ
ま

し
た
。
天
智
天
皇
十
年
（
六
七
一
）

十
月
十
九
日
の
こ
と
で
し
た
。

十
二
月
三
日
、
禍
根
を
残
し
た
ま

ま
天
智
天
皇
は
崩
御
さ
れ
ま
し
た
。

半
年
後
、
つ
い
に
古
代
日
本
最
大
の

内
乱
と
い
わ
れ
る
壬じ

ん
し
ん申
の
乱
の
火
蓋

は
切
っ
て
落
と
さ
れ
ま
し
た
。

吉
野
で
態
勢
を
整
え
た
大
海
人
皇

子
は
、
翌
年
六
月
二
十
四
日
、
吉
野

を
発
ち
美み

の濃
へ
と
逃
れ
ま
す
。
美
濃

で
は
臣
下
に
よ
っ
て
す
で
に
兵
が
興

さ
れ
て
お
り
、
七
月
二
日
、
大
海
人

皇
子
は
軍
勢
を
二
手
に
分
け
て
近お

う
み江

と
大や

ま
と和
へ
と
向
か
わ
せ
ま
し
た
。

大お
お

友と
も
の

皇み

こ子
の
主
宰
す
る
近
江
朝
は

こ
れ
に
応
じ
、
七
月
七
日
、
息お
き

長な
が

の

横よ
こ
か
わ川

で
両
軍
は
衝
突
し
ま
す
。
し
か

し
、
大
海
人
皇
子
の
軍
が
近
江
軍
を

退
け
る
と
、
以
後
連
戦
連
勝
を
重
ね
、

七
月
二
十
二
日
、
雌
雄
を
決
す
る
瀬せ

田た

橋ば
し

の
戦
い
で
も
大
勝
し
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
翌
二
十
三
日
に
大
友
皇

子
が
自
害
し
、
約
一
ヶ
月
に
及
ぶ
戦

乱
は
終
結
し
ま
し
た
。

大
友
皇
子
の
子
で
あ
っ
た
与よ

た
の多

王お
お
き
みは
、
父
の
菩
提
を
弔
う
た
め
、
天

智
天
皇
の
念ね

ん

持じ

仏
で
あ
っ
た
弥み

勒ろ
く

菩ぼ

薩さ
つ

を
本
尊
と
す
る
寺
の
建
立
を
発ほ
つ

願が
ん

し
、
天
武
天
皇
に
上
奏
し
ま
し
た
。

そ
の
志
に
感
じ
た
天
武
天
皇
は
、

こ
の
寺
に
「
園お

ん

城じ
ょ
う

寺じ

」
の
寺
号
を
与

え
ら
れ
ま
し
た
。

大峰奥駆道（釈迦ヶ岳付近）



吉
野
と
仏
道
修
行

さ
て
、
大
海
人
皇
子
は
な
ぜ
仏
道

修
行
の
地
と
し
て
吉
野
を
選
ん
だ
の

で
し
ょ
う
か
。
当
時
の
仏
教
の
中
心

地
は
飛あ

す
か
の
み
や

鳥
宮
（
奈
良
県
高
市
郡
明
日

香
村
）
で
あ
り
ま
し
た
が
、
大
海
人

皇
子
が
入
ら
れ
た
吉
野
は
吉
野
川
を

挟
ん
だ
南
の
地
で
あ
り
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
大
海
人
皇
子
の
仏
道
修

行
と
い
う
の
は
、
山
岳
仏
教
の
修
行

で
あ
り
ま
し
た
。『
日に

本ほ
ん

書し
ょ

紀き

』
に

も
「（
大
海
人
皇
子
は
）
天
文
や
占

星
の
術
を
よ
く
さ
れ
た
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
陰お

ん
み
ょ
う
ど
う

陽
道
に
通
じ
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
頃
の
陰
陽

道
に
通
じ
た
山
岳
修
行
者
と
い
え
ば
、

役え
ん
の
お小
角づ
ぬ

が
有
名
で
す
。

「
は
じ
め
小
角
は
葛か

つ
ら
ぎ木
山
に
住

み
、
呪
術
を
よ
く
使
う
こ
と
で
有
名

で
あ
っ
た
。
外
従
五
位
下
の
韓

か
ら
く
に
の
む
ら
じ

国
連

広ひ
ろ

足た
り

の
師
匠
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
小

角
の
能
力
が
悪
い
こ
と
に
使
わ
れ
、

人
々
を
惑
わ
す
も
の
で
あ
る
と
讒ざ

ん
げ
ん言

さ
れ
、
遠お

ん
る流
の
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。」

こ
れ
は
『
続
し
ょ
く

日に

本ほ
ん

紀ぎ

』
文も
ん

武む

天
皇

三
年
（
六
九
九
）
五
月
二
十
四
日
条

に
み
ら
れ
る
記
事
で
す
が
、
役
小
角

は
陰
陽
道
に
通
じ
て
い
た
韓
国
連
広

足
を
弟
子
に
も
つ
こ
と
か
ら
、
山
岳

仏
教
の
修
行
と
し
て
陰
陽
道
が
重
視

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
時
代
に
は
仏
道
修
行
の
た
め

に
吉
野
に
入
る
も
の
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
山
岳
仏
教
の
修
行

者
は
群
れ
を
な
し
て
、
武
力
ま
で
た

く
わ
え
た
山や

ま
ぶ
し伏
的
集
団
で
あ
り
ま
し

た
。
大
海
人
皇
子
が
吉
野
に
入
っ
た

の
も
、
そ
う
い
っ
た
山
伏
集
団
を
勢

力
に
取
り
組
む
目
的
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
大
海
人
皇
子

の
吉
野
入
り
を
「
虎
に
翼
を
つ
け
て

野
に
放
つ
よ
う
な
も
の
だ
」
と
評
し

た
記
事
が
、『
日
本
書
紀
』
に
み
ら

れ
る
の
も
こ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。

一
方
、
役
小
角
が
遠
流
さ
れ
た
原

因
も
、
危
険
分
子
と
判
断
さ
れ
た
た

め
で
し
ょ
う
。
く
し
く
も
吉
野
か
ら

の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
政
権
を
奪
取

し
た
天
武
政
権
が
、
葛
城
を
中
心
と

す
る
役
小
角
一
派
に
政
権
を
脅
か
さ

れ
る
事
件
で
あ
り
ま
し
た
。

吉
野
修
験
道
の
成
立

役
小
角
は
後
代
、
葛
城
や
大お
お
み
ね峯
の

修
行
場
を
開
創
し
た
修し

ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
の
祖
と

仰
が
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
大
海
人
皇

子
や
役
小
角
の
山
岳
修
行
は
、
原
始

修
験
道
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
原

始
修
験
道
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
吉
野
の
修
験
道

よ
り
追
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

大
海
人
皇
子
、
役
小
角
の
後
、
吉

野
修
験
道
で
特
筆
す
べ
き
は
、
元が

ん
こ
う興

寺じ

の
僧
神じ
ん
え
い叡

で
し
ょ
う
。『
今こ
ん
じ
ゃ
く昔

物

語
集
』
巻
十
一
第
五
に
は
、
次
の
よ

う
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
神
叡
は
、
悟
り
の
智
慧
を
得
た

い
と
思
い
、
大
和
国
吉
野
郡
の
比ひ

蘇そ

寺じ

の
塔
に
虚こ

空く
う
ぞ
う蔵
菩ぼ

薩さ
つ

を
鋳い

付つ

け
た
。

そ
の
虚
空
蔵
菩
薩
に
緒
を
つ
け
、
そ

れ
を
引
き
な
が
ら
、［
虚
空
蔵
菩
薩
よ
、

わ
た
し
に
智
慧
を
授
け
た
ま
え
］
と

神
叡
が
祈
り
つ
づ
け
る
と
神
託
が
下

り
、
神
叡
は
悟
り
の
智
慧
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。」

神
叡
の
他
に
も
大
安
寺
の
僧
道ど

う

璿せ
ん

も
吉
野
比
蘇
寺
で
坐
禅
の
修
行
に
努

め
、
そ
の
弟
子
で
あ
る
行

ぎ
ょ
う
ひ
ょ
う
表
は
最さ
い
ち
ょ
う澄

の
師
で
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
神
叡
が
行
っ
た
こ
の
修
行
は
、

「
求ぐ

聞も
ん

持じ

法ほ
う

」と
呼
ば
れ
、原
始
修
験

行
者
に
は
広
く
伝
わ
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
延
暦
初
年
、
ま
だ
一
沙
門
で

あ
っ
た
空く

う

海か
い

が
「
求
聞
持
法
」
を
う

け
、
吉
野
や
四
国
の
地
で
修
行
に
明

け
暮
れ
た
話
は
有
名
で
す
。

後
年
、
最
澄
は
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

、
空
海
は

高こ
う

野や

山さ
ん

を
開
き
、
天て
ん
だ
い台
・
真し
ん
ご
ん言
の
密み
っ

教き
ょ
う

僧
が
活
躍
し
た
背
景
に
は
、
彼
ら

が
飛
鳥
時
代
か
ら
始
ま
る
原
始
修
験

道
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
た
こ
と
、

さ
ら
に
人
々
が
修
験
行
者
の
験げ

ん
り
き力

に

期
待
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

空
海
修
行
の
伝
承
か
ら
、
と
り
わ

け
真し

ん
ご
ん言
系
修
験
行
者
は
金き
ん

峯ぷ

山せ
ん

を
拠

点
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

後
に
真
言
系
修
験
行
者
に
祖
と
仰
が

れ
た
聖し

ょ
う
ぼ
う宝も
、
金
峯
山
で
修
行
を
し
、



参
詣
道
の
整
備
や
仏
像
造
立
な
ど
金

峯
山
の
復
興
に
尽
力
し
ま
し
た
。
こ

う
し
て
、
吉
野
を
中
心
と
し
た
真
言

系
修
験
行
者
に
よ
り
当と

う
ざ
ん山
派
修
験
が

形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

熊
野
三
山
と
修
験
道

吉
野
と
同
じ
く
古
代
よ
り
人
々
の

信
仰
を
集
め
た
の
が
熊く

ま

野の

で
す
。
熊

野
は
熊
野
三
山
、
す
な
わ
ち
熊
野
本ほ

ん

宮ぐ
う

大
社
、
熊
野
速は
や
た
ま玉
大
社
、
熊
野
那な

智ち

大
社
の
三
宮
を
い
い
、
そ
れ
ぞ
れ

家け

津つ

御み

子こ
の
お
お大

神か
み

、
速
玉
大
神
、
夫ふ

須す

美み

大
神
を
主
祭さ
い
じ
ん神

と
し
ま
す
。

家
津
御
子
大
神
は
紀き

い伊
国
に
あ
ら

わ
れ
た
素す

さ
の
お

戔
嗚
神
で
あ
り
、
あ
ま
り

に
災
い
を
も
た
ら
す
の
で
、「
根ね

の

国く
に

（
死
者
の
国
）」
へ
と
追
い
や
ら

れ
た
神
で
す
。
速
玉
大
神
は
根
の
国

の
主
宰
者
で
あ
る
伊い

ざ弉
冉な
み

神
の
死
の

ケ
ガ
レ
を
払
う
神
、
夫
須
美
大
神
は

死
し
て
熊
野
（
花は

な

ノ
窟い
わ
や）
に
ま
つ
ら

れ
た
伊
弉
冉
神
そ
の
も
の
で
す
。
こ

の
よ
う
に
熊
野
三
山
に
ま
つ
ら
れ
る

三
祭
神
は
、
い
ず
れ
も
伊
弉
冉
神
に

関
連
す
る
神
で
あ
り
、
熊
野
信
仰
は

根
の
国
の
主
宰
者
で
あ
る
伊
弉
冉
神

へ
の
信
仰
、
つ
ま
り
死
者
の
霊
に
対

す
る
信
仰
な
の
で
す
。

も
と
も
と
氏う

じ
ぞ
く族
を
中
心
に
集
落
を

構
成
し
て
き
た
古
代
社
会
で
は
、
先

祖
の
霊
は
年
月
を
経
て
山
を
の
ぼ
り
、

神
と
な
っ
て
氏
族
に
福
を
も
た
ら
す

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を

祖そ

霊れ
い

信
仰
と
い
い
ま
す
が
、
熊
野
で

は
伊
弉
冉
神
が
祖
霊
に
代
わ
り
祀
ら

れ
た
た
め
、
い
つ
し
か
日
本
国
中
の

祖
霊
が
宿
る
山
と
な
り
ま
し
た
。

熊
野
信
仰
は
夫
須
美
大
神
を
祭
神

と
す
る
那
智
よ
り
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
う
考
え
る
と
那
智
滝
は
そ
の
聖
域

に
入
る
た
め
の
禊み

そ
ぎの
場
所
で
あ
り
、

祖
霊
の
籠
も
る
山
と
は
そ
の
先
に
あ

る
妙み

ょ
う
ほ
う
ざ
ん

法
山
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

妙
法
山
は
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
、

『
妙み

ょ
う
ほ
う法
蓮れ
ん
げ
き
ょ
う

華
経
』
よ
り
名
付
け
ら
れ

た
山
で
、
そ
の
修
行
は
壮
絶
を
究
め

ま
し
た
。
た
と
え
ば
あ
る
修
行
者
は
、

修
行
の
後
に
骨
だ
け
の
姿
と
な
り
ま

し
た
が
、
法
華
経
を
唱
え
る
舌
だ
け

が
生
身
で
残
り
、
山
中
で
法
華
経
を

唱
え
続
け
た
そ
う
で
す
。
ま
た
妙
法

山
阿あ

弥み

陀だ

寺
の
僧
で
あ
っ
た
応お
う
し
ょ
う照
法ほ
っ

師し

は
、
法
華
経
に
説
か
れ
る
薬や
く
お
う王
菩

薩
と
同
じ
く
仏
を
供
養
す
る
た
め
、

自
分
の
身
を
捧
げ
焼
身
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
熊
野
は
日
本
国
中
の
祖

霊
の
籠
も
る
土
地
と
な
り
、
そ
の
母

山
で
あ
る
妙
法
山
を
拠
点
と
し
た
法

華
行
者
た
ち
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て

い
き
ま
す
。
ま
た
天
台
に
馴
染
み
の

あ
る
法
華
行
者
は
、
本ほ

ん
ざ
ん山
派
修
験
と

呼
ば
れ
、
そ
の
勢
力
を
吉
野
と
二
分

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

大
峯
奥
駆
道
と
熊
野
検
校

独
立
し
て
成
立
し
た
吉
野
と
熊
野

の
修
験
道
で
し
た
が
、
十
世
紀
に
入

り
こ
の
二
大
霊
山
が
大
峯
奥お

く
が
け駆
道
に

よ
っ
て
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
十
一
世
紀
頃
に
は
、「
熊
野

よ
り
大
峯
に
入
り
金
峯
山
に
参
っ
た
」

と
い
う
記
録
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、

修
験
行
者
に
よ
る
大
峯
奥
駆
修
行
が

活
発
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

寛か
ん
ち治
四
年
（
一
〇
九
〇
）、
白し
ら
か
わ河

上じ
ょ
う
こ
う皇に
よ
る
熊
野
御ご

幸こ
う

が
行
わ
れ
、

そ
の
先せ

ん
だ
つ達
役
を
務
め
た
園
城
寺
の
僧

増ぞ
う

誉よ

は
熊
野
三
山
の
検け
ん
ぎ
ょ
う校に
任
じ
ら

れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
熊
野
、
吉
野

の
地
は
大
友
皇
子
の
菩
提
寺
で
あ
る

園
城
寺
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

園
城
寺
を
通
じ
て
修
験
集
団
の
支

配
に
成
功
し
た
朝
廷
は
、
再
び
天
智

系
が
主
流
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
権

力
は
い
よ
い
よ
最
盛
期
を
迎
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
時
代
は
武

家
政
権
の
足
音
が
聞
こ
え
始
め
て
お

り
、
修
験
集
団
も
そ
の
渦
に
飲
み
込

ま
れ
て
い
く
の
で
し
た
。

『熊野詣』五来重著
講談社学術文庫

『吉野・熊野信仰の研究』
五来重編　雄山閣出版
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recipe.12甘栗とくるみの甘酒パフェ
【準備】1. 絹ごし豆腐はさっと茹でて水切りをする。2. リンゴは皮を
むいて一口大にする。

【作り方】１.甘酒、絹ごし豆腐、リンゴ、レモン汁をミキサーで混ぜ、
甘酒豆腐クリームを作る。2. 器 に 玄米フレーク、甘栗、クルミ
の順に盛りつけ、最後に甘酒豆腐クリームを注ぐ。量や比率はお
好みで。3. ミントなどを添えると彩りもよくなります。

【材料／ 4 人前】
甘酒豆腐クリーム
　甘酒…60g、絹ごし豆腐…
　1/2 丁、リンゴ…1/2、レ
　モン汁…小さじ 1
玄米フレーク、甘栗、クル
ミは器に合わせ適量を。

三み

井い

古こ
り
ゅ
う流
煎
茶
道
を
学
び
始
め
て
、

も
う
す
ぐ
三
年
。
先
月
を
も
っ
て
、

よ
う
や
く
全
て
の
お
手
前
を
ひ
と
と

お
り
習
い
終
え
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
も
ご
経
験
が
あ
る
か
と

は
思
い
ま
す
が
、
ひ
と
と
お
り
習
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
教
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ

れ
は
話
が
別
。
お
手
前
の
途
中
で
手

順
を
忘
れ
た
り
間
違
う
こ
と
も
多
々

あ
り
、
ま
し
て
や
お
茶
を
煎
れ
な
が

ら
、
お
手
前
の
お
心
を
感
じ
入
る
余

裕
も
な
く
、
指
導
者
と
な
る
に
は
ま

だ
ま
だ
遠
い
道
の
り
で
す
。

そ
れ
で
も
、
今
の
自
分
で
も
三
井

古
流
煎
茶
道
を
知
っ
て
い
た
だ
く
術

は
あ
る
は
ず
。
と
い
う
こ
と
で
、
紹

介
で
き
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
一
人
で

で
も
お
茶
を
煎
れ
て
、
多
く
の
方
に

煎
茶
道
に
触
れ
る
場
所
を
提
供
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
毎
月
十
六
日
の
訶か

利り

帝て
い

母も

尊そ
ん

縁
日
の
日
。
少
し
心
を
落
ち
着

け
て
、
お
茶
を
味
わ
い
な
が
ら
参
拝

の
方
と
お
話
が
で
き
れ
ば
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
も
し
煎
茶
道

の
お
手
前
を
見
て
み
た
い
、
味
わ
っ

て
み
た
い
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

れ
ば
、
お
寺
の
一
角
で
体
験
し
て
み

ま
せ
ん
か
。
お
電
話
で
も
メ
ー
ル
で

も
結
構
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
連
絡
を

く
だ
さ
い
。
一
緒
に
、
ひ
と
と
き
の

安
ら
ぎ
を
満
喫
し
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
今
回
の
お
菓
子
は
、
疲
労

回
復
に
よ
い
と
評
判
の
甘
酒
を
使
っ

た
お
菓
子
で
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
な
し

の
甘
酒
は
、
の
ど
ご
し
も
す
っ
き
り

し
て
、
こ
と
の
ほ
か
飲
み
や
す
く

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
甘
酒
を
使
用

し
た
甘
酒
豆
腐
ク
リ
ー
ム
が
絶
品
。

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/

―
金こ
ん

倉ぞ
う

寺じ

訶か

利り

帝て
い

堂ど
う

前
の
ぐ
ち
聞
き

わ
ら
べ
さ
ん
。
今
日
も
耳
を
大
き
く

し
て
、
な
に
や
ら
頷
い
て
ま
す
。

世
間
話
も
ヒ
ソ
ヒ
ソ
話
も
よ
う
聞

こ
え
る
…
ん
ー
ん
、
分
か
る
わ
ぁ
…

何
を
一
人
で
ニ
タ
ニ
タ
し
と
る

ん
や
。
悪
い
も
ん
で
も
御
供
え
さ
れ

よ
っ
た
ん
か
？

う
わ
っ
！
ゴ
ロ
ハ
チ
お
っ
た
ん
か

い
な
。
ワ
シ
の
仕
事
や
で
。
ほ
っ
と

い
て
ん
か
。

そ
な
い
な
大
き
な
耳
で
盗
み
聞
き

す
る
ん
が
仕
事
か
い
な
。
と
こ
ろ
で

そ
こ
に
あ
る
梅
の
木
、
変
な
輪
っ
か

が
で
き
と
る
な
ぁ
。

あ
っ
、
あ
れ
な
。
ボ
ク
が
作
っ
た

ん
で
。
あ
の
輪
を
通
し
て
話
し
て
く

れ
た
方
が
よ
う
聞
こ
え
る
き
ん
。
そ

れ
で
あ
の
輪
を
作
っ
た
ん
や
。
け
ど
、

あ
の
輪
が
低
す
ぎ
て
な
ぁ
。
実
は
も

う
一
つ
高
い
所
に
作
っ
て
あ
る
ん
や
。

知
っ
と
る
で
。

こ
の
二
つ
の
輪
を
通
し
て
、
境
内

中
の
話
が
よ
う
聞
こ
え
る
ん
で
。
や

け
ど
こ
れ
は
み
ん
な
に
は
内
緒
や
。

二
人
だ
け
の
秘
密
に
し
と
こ
う
な
。

い
や
、
そ
れ
は
出
来
ん
。
み
ん

な
に
知
っ
て
も
ろ
う
て
こ
そ
、
み
ん

な
の
本
当
の
声
が
聞
け
る
も
ん
や
で
。

お
ー
い
、
ホ
ル
ト
さ
ん
！
あ
ん
た
の

ト
コ
の
輪
は
ぐ
ち
聞
き
わ
ら
べ
さ
ん

が
、
作
っ
た
も
ん
や
で
！

そ
う
や
っ
た
ん
か
。
い
つ
の
間
に

か
輪
が
で
き
よ
っ
て
、
不
思
議
に
思

と
っ
た
ん
や
。
と
こ
ろ
で
、
ゴ
ロ
ハ

チ
よ
。
近
頃
頭
の
方
が
薄
う
て
気
に

な
っ
と
る
ん
や
が
。

ホ
ル
ト
さ
ん
、
若
ハ
ゲ
か
？

お
か
げ
で
、
光
が
あ
た
る
と
ヒ
リ

ヒ
リ
し
よ
る
。
な
ん
と
か
し
て
や
。

ど
れ
ど
れ
、
炭
酸
ガ
ス
が
多
い
の

と
血
の
巡
り
が
悪
い
の
ぅ
。
血
糖
値

も
高
い
し
体
は
で
か
い
。
お
ま
け
に

傷
が
治
り
に
く
い
と
き
て
る
。
体
中

に
な
に
や
ら
居
る
み
た
い
や
で
。

病
気
は
内
か
ら
治
さ
な
い
か
ん
。

和
尚
は
切
る
専
門
や
が
な
。

助
け
も
す
る
で
。
ゴ
ロ
ハ
チ
、
手

伝
う
て
く
れ
ん
か
。

内
か
ら
治
す
に
は
、
ま
ず
根
か
ら

や
。
根
に
直
接
養
分
を
や
ら
な
あ
か

ん
。
さ
ぁ
て
、
ゴ
ロ
ハ
チ
特
製
ド
リ

ン
ク
を
飲
ん
で
み
な
。

―
ゴ
ロ
ハ
チ
特
製
ド
リ
ン
ク
を
お
い

し
そ
う
に
飲
む
ホ
ル
ト
さ
ん
。
ご
っ

く
ん
ご
っ
く
ん
…
あ
っ
と
い
う
間
に

一
一
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
を
飲
み
干
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

体
中
が
温
か
く
な
っ
て
き
お
っ

た
。
芽
も
根
も
出
る
で
～
っ
！

お
っ
、
ボ
ク
の
マ
イ
ク
も
よ
う
聞

こ
え
る
わ
。
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
、
笑

う
た
り
泣
い
た
り
、
ほ
ん
ま
に
良

か
っ
た
。
最
近
ち
ょ
っ
と
聞
き
に
く

か
っ
た
ん
や
。
そ
れ
で
耳
を
大
き
く

し
と
っ
た
ん
や
。

皆
が
良
う
な
っ
て
よ
か
っ
た
。

そ
う
い
え
ば
、
ゴ
ロ
ハ
チ
の
耳
も

で
か
い
の
ぉ
。
な
ん
ぞ
聞
き
に
く
い

こ
と
で
も
あ
る
ん
か
？

生
ま
れ
つ
き
や
！
気
に
し
と
る
き

ん
、
ほ
っ
と
い
て
ん
か
。

―
皆
さ
ん
の
話
声
も
、
ぐ
ち
聞
き
わ

ら
べ
さ
ん
の
耳
に
は
届
い
て
い
る
よ

う
で
す
よ
。



その14、円珍さん⑬

天て
ん
だ
い台
座ざ

主す

と
な
っ
た
円え
ん
ち
ん珍
さ
ん
は
、

延え
ん

暦り
ゃ
く

寺じ

の
本
堂
の
大
修
理
に
と
り
か

か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
文も

ん
じ
ゅ殊
堂
、

薬や
く

師し

堂
、
経き
ょ
う
ぞ
う蔵
と
横
一
列
に
並
ん
で

い
た
小
堂
の
上
に
、
大
き
な
屋
根
を

か
ぶ
せ
、
九
間
の
大
堂
に
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
現
在
延
暦
寺
の
総
本
堂
で

あ
る
根こ

ん
ぽ
ん本

中ち
ゅ
う
ど
う堂

が
完
成
し
ま
し
た
。

元が
ん
ぎ
ょ
う慶

元
年
（
八
七
七
）、
円
珍
さ

ん
は
ふ
い
に
「
円え

ん
さ
い載

師
の
船
が
沈
ん

で
い
る
」
と
告
げ
、
涙
を
流
し
そ
の

死
を
悼
み
ま
し
た
。
円
載
と
は
共
に

仏
法
を
求
め
唐と

う

を
旅
し
た
仲
間
。
そ

の
円
載
が
千
巻
以
上
の
経
典
類
を
持

ち
帰
る
た
め
、
乗
船
し
た
船
が
難
破

し
、
全
て
が
海
に
飲
み
込
ま
れ
て
し

来
年
の
干え

と支
は
、巳み

。
巳
（
へ
び
）

と
聞
い
て
、
皆
さ
ん
は
何
を
連
想
す

る
で
し
ょ
う
か
。
一
般
的
に
、
蛇
は

執
念
深
い
と
か
悪
く
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
蛇
は
金
運
を
つ
か
さ
ど

る
と
い
う
の
は
よ
く
聞
く
話
。
蛇
は

古
代
イ
ン
ド
で
は
弁べ

ん
ざ
い
て
ん

財
天
さ
ま
の
使

い
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
白
蛇
は
弁
財

天
の
化
身
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

弁
財
天
さ
ま
と
い
え
ば
、
金
運
や
財

産
運
に
ご
利
益
が
あ
る
と
い
わ
れ
る

神
様
。
そ
こ
か
ら
、
白
い
蛇
が
家
に

住
み
着
い
た
ら
そ
の
家
は
金
運
に
恵

ま
れ
る
、
蛇
を
見
た
ら
金
運
が
ア
ッ

プ
す
る
、
な
ど
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

ま
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
後
に
唐
か

ら
帰
国
し
た
智ち

聡そ
う

が
円
珍
さ
ん
に
円

載
の
訃
報
を
告
げ
る
と
、
山
内
一
同

が
驚
い
た
そ
う
で
す
。

ま
た
あ
る
日
、
三み

井い

寺で
ら

山
内
を
歩

い
て
い
た
円
珍
さ
ん
が
、
石
橋
に
差

し
掛
か
り
、
ふ
と
西
の
空
を
眺
め

る
と
、「
唐
の
青せ

い
り
ゅ
う
じ

龍
寺
が
燃
え
て
い

る
」
と
い
い
ま
し
た
。
す
ぐ
に
真し

ん

言ご
ん

を
唱
え
閼あ

か伽
水す
い

を
か
け
る
と
、
一
筋

の
雲
が
起
こ
り
西
の
空
に
飛
ん
で
い

き
ま
し
た
。
後
日
、
青
龍
寺
か
ら
火

災
を
鎮
め
て
く
れ
た
礼
状
が
届
い
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
石
橋
は

「
村む

ら
く
も
ば
し

雲
橋
」
と
呼
ば
れ
、
現
在
も
三

井
寺
勧か

ん
が
く
い
ん

学
院
の
前
に
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
霊れ

い
げ
ん
た
ん

験
譚
を
残
す
円
珍

さ
ん
の
毎
日
は
、
お
そ
ら
く
、
仏
界

と
の
対
話
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

な
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
蛇
は
脱

皮
す
る
生
き
物
で
す
。
蛇
の
抜
け
殻

を
財
布
に
入
れ
て
お
く
と
お
金
が
貯

ま
る
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
よ
ね
。
こ

れ
は
脱
皮
と
い
う
行
為
が
無
限
に
続

く
生
命
を
現
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ

た
た
め
で
、 

そ
の
蘇
生
力
が
皮
に
も

宿
り
、
財
布
の
中
に
あ
る
お
金
を
無

限
に
増
や
し
て
い
く
力
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
伝
わ
っ
た
話
の

よ
う
で
す
。
ま
た
、お
金
が
身
（
巳
）

に
つ
く
、
実
（
巳
）
入
り
が
良
く
な

る
、
な
ど
駄
洒
落
の
よ
う
に
い
わ
れ

る
説
も
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
来
年
は
そ
の

お
金
が
宿
る
と
い
わ
れ
る
巳
年
。
こ

の
と
こ
ろ
の
不
景
気
続
き
で
元
気
の

な
い
日
本
に
と
っ
て
、
希
望
の
第
一

歩
と
な
る
よ
う
な
明
る
い
一
年
に
な

る
と
い
い
で
す
ね
。
ま
た
、
も
ち
ろ

ん
こ
の
Ｙ
Ｕ
Ｊ
を
手
に
と
っ
て
く
だ

さ
る
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、
心
豊
か
な

素
晴
ら
し
い
一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
、

願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

『智証大師　円珍』
小林隆彰　東方出版

その 14、巳年
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哲
済

香
祥

哲
済

香
祥

す
い
ま
せ
ん
！
前
回
の
宣

言
を
覆
し
、
特
集
を
「
山

岳
修
験
」
か
ら
「
吉
野
熊

野
」
に
変
更
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
本
当
は
も
う
少

し
広
い
年
代
で
山
岳
修
験

の
流
れ
を
取
り
上
げ
た

か
っ
た
ん
で
す
が
、吉
野
・

熊
野
の
原
始
修
験
だ
け
で

余
白
が
な
く
な
る
と
は
…

い
つ
も
や
け
ど
、
い
ろ
い

ろ
詰
め
込
も
う
と
し
す
ぎ

や
な
い
？

あ
れ
で
も
だ
い
ぶ
削
っ
た

ん
で
。
そ
の
削
っ
た
分
を

ブ
ロ
グ
で
「
Ｙ
Ｕ
Ｊ
番
外

編
」
と
し
て
書
こ
う
と

思
っ
て
ん
や
け
ど
。

い
っ
そ
特
集
だ
け
で
Ｙ
Ｕ

Ｊ
を
作
っ
て
み
た
ら
…

天
台
大
師
報
恩
講

随
の
開か
い
こ
う皇

十
七
年
（
五
九
七
）

十
一
月
二
十
四
日
、
中
国
の
お
釈
迦

さ
ま
と
い
わ
れ
た
偉
大
な
僧
侶
が

入に
ゅ
う

滅め
つ

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
天て
ん

台だ
い

大
師
さ
ま
で
す
。
随ず
い

の
晋し
ん

王お
う

（
後

の
煬よ

う
だ
い帝
）
か
ら
も
深
く
崇す
う
け
い敬
さ
れ
、

「
智ち

者し
ゃ

大
師
」
の
名
を
贈
ら
れ
ま
し

た
の
で
、
正
し
く
は
智
者
大
師
さ
ま

で
す
が
、
天
台
山
で
修
行
さ
れ
、
入

滅
の
地
も
天
台
山
で
あ
っ
た
た
め
、

天
台
大
師
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。天

台
大
師
は
大だ

い
ど
う同

四
年（
五
三
八
）

荊け
い
し
ゅ
う州
華か

容よ
う

県け
ん

（
湖こ
な
ん
し
ょ
う

南
省
華
容
県
）
に

生
ま
れ
、
光

こ
う
し
ゅ
う州
大だ
い

蘇そ

山ざ
ん

に
て
慧え

思し

禅
師
に
教
え
を
請
い
、
太た
い
け
ん建
七
年

（
五
七
五
）
よ
り
天
台
山
に
入
っ
て

宗
祖
智
証
大
師
生
誕

一
二
〇
〇
年
慶
讃
大
法
会

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
。

『
法
華
経
』
を
中
心
に
仏
教
を
体
系

化
し
、
禅
の
一
字
に
統
一
し
た
天
台

教き
ょ
う
が
く

学
を
確
立
さ
れ
ま
し
た
。

伝で
ん
ぎ
ょ
う教
大だ
い
し師
は
、
中
国
天
台
山
を
訪

れ
、
天
台
大
師
の
法ほ

う
み
ゃ
く脈を
相そ
う
し
ょ
う承、
帰

国
後
、
比
叡
山
に
日
本
天
台
宗
を
開

創
さ
れ
ま
し
た
。

天
台
寺じ

門も
ん

宗
の
宗
祖
智ち
し
ょ
う証
大
師
も

天
台
山
国こ

く
せ
い清
寺じ

で
天
台
教
学
を
学
ん

で
い
ま
す
。
智
証
大
師
の
日
録
『
行

ぎ
ょ
う

歴れ
き
し
ょ
う
抄
』
に
は
、「
智
者
大
師
の
墳ふ
ん

墓ぼ

が
遥
か
に
見
え
て
き
た
。
私
の
心
は

踊
り
、
感
激
し
、
常
の
ご
と
く
保
て

な
か
っ
た
。
古
い
着
物
を
脱
ぎ
、
天

子
よ
り
賜
っ
た
紫し

衣え

を
着
て
、
墳
墓

の
前
に
至
り
何
度
も
礼
拝
し
た
」
と
、

天
台
大
師
の
霊
蹟
を
参
拝
し
た
と
き

の
感
動
を
伝
え
て
い
ま
す
。

金
倉
寺
で
は
、
天
台
大
師
御
入
滅

の
月
遅
れ
で
あ
る
十
二
月
二
十
三

日 

午
前
十
一
時
半
よ
り
、「
高
祖

天
台
大
師
御
報
恩
講
」
を
行
い
ま

す
。 

法
要
終
了
後
は
、
布
教
師
に

よ
る
法
話
も
あ
り
ま
す
の
で
、
皆
さ

ま
の
ご
参
拝
お
待
ち
し
て
お
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

天台大師坐像



　
今
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、

お
か
る
て
ん
さ
ん
が
複
数
の
新
聞

社
や
テ
レ
ビ
局
の
取
材
を
受
け
ま
し

た
。
新
聞
で
は
、
新
旧
の
絵
馬
を
中
心

と
し
た
内
容
で
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
テ
レ
ビ
は
、
高
齢
化
に
よ
る
子
授
け
、

出
産
の
話
題
な
ど
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
内

容
と
な
り
、
改
め
て
身
の
引
き
締
ま
る
思

い
で
、
取
材
を
お
受
け
し
ま
し
た
。

　
放
送
後
、
絵
馬
を
奉
納
し
た
い
、
御
守
と
し

て
持
ち
た
い
、
あ
る
い
は
娘
さ
ん
に
渡
し
た
い
な
ど

た
く
さ
ん
の
方
が
様
々
な
思
い
で
来
ら
れ
ま
し
た
。
カ
メ

ラ
マ
ン
さ
ん
も
つ
い
最
近
お
父
さ
ん
に
な
ら
れ
た
そ
う
で
、

そ
う
い
う
視
点
で
見
て
く
れ
た
か
ら
こ
そ
、
目
に
と
ま
っ

た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　
お
参
り
に
来
て
く
だ
さ
っ
た

方
の
多
く
も
、
御
縁
が
あ
る
に

違
い
な
い
、
と
の
思
い
で
来

ま
し
た
、
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
だ
き
、
あ
り
が

た
い
な
あ
と
思
う
と
同

時
に
、
自
分
た
ち
が
今

で
き
る
こ
と
を
続
け
て

や
っ
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ

を
感
じ
ま
し
た
。

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
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戌の日
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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）
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