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一
言

主
神
葛城山一言主神と役行者
その対立と意外な関係

立山（飛騨山脈）

神
々
の
籠
も
る
山

　

立た
ち

山や
ま

に　

降
り
お
け
る
雪
を

　
　

常と
こ

夏な
つ

に　

見
れ
ど
も
あ
か
ず

　
　
　

神
か
ら
な
む
し

　

歌
人
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ
た
大お
お

伴と
も
の
や
か家
持も
ち

が
、
越え
っ

中ち
ゅ
う
の
か
み
守
と
し
て
、
奈
良

の
都
を
離
れ
、
北
陸
へ
下
っ
た
天て
ん

平ぴ
ょ
う

勝し
ょ
う

宝ほ
う

三
年
（
七
五
一
）
に
詠
ま
れ
た

歌
で
す
。
神
が
降
り
立
つ
山
と
い
わ

れ
る
立た
て

山や
ま

の
、
夏
に
も
雪
を
い
た
だ

く
様
を
目ま

の
当あ

た
り
に
し
、
改
め
て

そ
の
神こ
う

々ご
う

し
い
姿
に
感
動
し
た
家
持

の
想
い
が
偲し
の

ば
れ
ま
す
。

　

古
来
よ
り
、わ
が
国
で
は
、神
々
が

籠こ

も
る
場
所
と
し
て
、
山
は
神
聖
視

さ
れ
、崇
拝
さ
れ
て
き
ま
し
た
。も
と

も
と
氏う
じ

族ぞ
く

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
神
に
な
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
山
は

死
者
の
霊
も
帰
る
場
所
で
あ
り
、
生

あ
る
人
が
山
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と

い
う
行
為
は
禁き
ん

忌き

で
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
一
方
で
、
神
々
が
籠
も

る
山
を
修
行
の
場
と
捉
え
、
身し
ん

心し
ん

の

鍛た
ん

錬れ
ん

を
行
う
人
々
も
現
れ
て
き
ま
し

た
。
山さ
ん

林り
ん

修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

者し
ゃ

と
呼
ば
れ
る
こ
れ

ら
の
人
々
の
中
に
、
天て
ん

台だ
い

宗し
ゅ
う

開か
い

祖そ

の

最さ
い

澄ち
ょ
う
、
ま
た
真し
ん

言ご
ん

宗
開
祖
の
空く
う

海か
い

も

含
ま
れ
ま
す
。

　

最
澄
の
後
、
天
台
宗
で
は
、
円え
ん

珍ち
ん

を
中
心
に
園お
ん

城じ
ょ
う

寺じ

を
拠き
ょ

点て
ん

に
お
い
た

グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
、
本ほ
ん

山ざ
ん

派
と
呼

ば
れ
る
山
林
修
行
者
の
集
団
を
形
成

し
て
い
き
ま
す
。

　

一
方
、
空
海
に
よ
っ
て
開
か
れ
た

真
言
宗
で
は
、
聖
し
ょ
う

宝ぼ
う

を
中
心
に
醍だ
い

醐ご

寺じ

を
拠
点
に
お
い
た
グ
ル
ー
プ
に
よ

り
、
当と
う

山ざ
ん

派
と
呼
ば
れ
る
山
林
修
行

者
の
集
団
を
形
成
し
て
い
き
ま
す
。

　

後
に
こ
れ
ら
の
山
林
修
行
者
に
開

祖
と
仰あ
お

が
れ
る
宗
教
者
、
役
え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

行
者
の

唯
一
の
正せ
い

史し

の
記
録
は
、『
続し
ょ
く
に
ほ
ん

日
本

紀ぎ

』
文も
ん

武む

天
皇
三
年
（
六
九
九
）
五

月
二
十
四
日
条
に
あ
る
の
み
で
す
。



役
行
者
の
出
現

　
「
は
じ
め
小お

角づ
ぬ

は
葛か
ず
ら
ぎ木
山や
ま

に
住
み
、

呪じ
ゅ

術じ
ゅ
つ

を
よ
く
使
う
の
で
有
名
で
あ
っ

た
。
外げ
の

従じ
ゅ
ご
い
の

五
位
下げ

の
韓
か
ら
く
に
の
む
ら
じ

国
連
広ひ
ろ
た
り足
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
た

の
で
、
遠お
ん
る流

の
罪
に
処
せ
ら
れ
た
」

　

広
足
と
は
、
当
時
唯
一
の
国
立
病

院
で
あ
っ
た
典て
ん

薬や
く

寮り
ょ
う
に
お
い
て
、
呪

術
に
よ
っ
て
病
気
の
邪じ
ゃ
け気
を
祓は
ら

う

呪じ
ゅ
ご
ん
し

禁
師
で
し
た
。
こ
れ
よ
り
三
十
年

余
の
後
、
広
足
は
、
典
て
ん
や
く
の
か
み

薬
頭
（
典
薬

寮
の
長
官
）
に
ま
で
栄
進
し
ま
す
。

　

そ
の
師
で
あ
っ
た
小
角
こ
と
役
行

者
の
呪
術
の
力
は
相
当
な
も
の
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
役
行
者
の

呪
術
の
力
を
「
人
々
を
惑
わ
す
も
の

で
あ
る
」
と
訴
え
た
人
物
と
は
誰

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
同
条
は
、「
世
間
の
う
わ
さ

で
は
、
小
角
は
鬼き
じ
ん神
を
思
う
ま
ま
に

使
役
し
て
、
水
を
汲
ん
だ
り
薪
を
採

ら
せ
た
り
し
、
若も

し
命
じ
た
こ
と
に

従
わ
な
い
と
、
呪
術
で
縛
っ
て
動
け

な
い
よ
う
に
し
た
、
と
い
わ
れ
る
」

と
続
き
ま
す
。「
鬼
神
を
思
う
ま
ま
に

使
役
し
て
…
」
と
は
、
い
っ
た
い
何

を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

役
行
者
と
一
言
主
大
神

　
『
続
日
本
紀
』
編へ
ん
さ
ん纂
の
後
、
三
十

年
足
ら
ず
で
編
纂
さ
れ
た
仏
教
説
話

集
に
『
日に
ほ
ん
り
ょ
う
い
き

本
霊
異
記
』
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
弘こ
う
に
ん仁
十
三
年
（
八
二
二
）、薬や
く

師し

寺じ

の
僧
景き
ょ
う
か
い

戒
に
よ
っ
て
、
奈な

良ら

時

代
ま
で
の
仏
教
説
話
を
ま
と
め
た
も

の
で
、
こ
の
中
に
役
行
者
の
最
古
の

説
話
「
孔
く
じ
ゃ
く
み
ょ
う
お
う

雀
明
王
の
呪じ
ゅ
ほ
う法

を
修お
さ

め
て

霊れ
い
じ
ゅ
つ術

を
身
に
つ
け
、
こ
の
世
で
仙

人
と
な
っ
て
空
を
飛
ん
だ
話　

第

二
十
八
」
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
役
行
者
の
出し
ゅ
つ
じ自

に
つ
い
て
、「
加か

茂も

の
役
え
ん
の
き
み公
で
、
今
の

高た
か
か
も
の
あ
そ
ん

賀
茂
朝
臣
は
こ
の
系
統
の
出
で
あ

り
、
大や
ま
と
の
く
に

和
国
葛か
ず
ら
き
の
か
み

城
上
郡
茅ち
は
ら原
の
人
で

あ
る
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

役
行
者
は
、
生
ま
れ
つ
き
賢
く
、

博
学
で
、
仏ぶ
っ
ぽ
う法
の
信
仰
厚
く
、
も
っ

ぱ
ら
修
行
に
努
め
、
仙
人
と
と
も
に

永
遠
の
世
界
に
遊
び
、
身
心
を
養
う

こ
と
を
願
っ
て
い
た
た
め
、
四
十
余

歳
に
な
っ
て
も
、
な
お
岩い
わ
や屋

に
住
み
、

粗
末
な
着
物
を
身
に
ま
と
い
、
松
の

葉
を
食
べ
て
過
ご
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
『
孔
く
じ
ゃ
く
き
ょ
う

雀
経
』
の
呪
法
を

修
め
、
不
思
議
な
験
げ
ん
り
ょ
く力
を
示
す
仙
せ
ん
じ
ゅ
つ術

を
身
に
つ
け
た
役
行
者
は
、
鬼
神
を

せ
き
た
て
て
、「
大
和
国
の
金き
ん
ぷ
せ
ん

峯
山
と

葛
城
山
と
の
間
に
橋
を
架
け
渡
せ
」

と
命
じ
た
そ
う
で
す
。

　

神
々
は
み
な
嘆
き
ま
し
た
が
、
葛

城
山
の
一
ひ
と
こ
と
ぬ
し
の
か
み

言
主
神
は
人
に
の
り
移
っ

て
、「
役
行
者
は
陰
謀
を
企
て
、
天
皇

を
滅
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
訴
え

た
た
め
、
天
皇
は
役
行
者
を
伊い
ず
の
し
ま

豆
嶋

に
流
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
こ
で
告
発
者
が
一
言
主
神
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
の
一
言
主
神
は
、『
日
本
書
紀
』

雄ゆ
う
り
ゃ
く略
天
皇
四
年
（
四
六
〇
）
に
、
雄

略
天
皇
が
葛
城
山
に
狩
り
に
出
か
け

た
時
、
長
身
で
顔
や
姿
は
天
皇
に
似

た
現あ
ら
ひ
と
が
み

人
神
と
し
て
現
れ
、
共
に
狩
り

を
楽
し
ん
だ
、
と
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　

雄
略
天
皇
の
時
代
、
一
言
主
神
は

葛
城
山
の
地
に
お
い
て
、
天
皇
と
平

等
の
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
葛
城
山
一
帯
を
治

め
て
い
た
豪ご
う
ぞ
く族

が
祀ま
つ

っ
て
い
た
氏
神
、

そ
れ
が
一
言
主
神
な
の
で
す
。

　

こ
れ
で
、「
鬼
神
を
思
う
ま
ま
に

使
役
し
て
…
」
の
意
味
が
見
え
て
き

ま
し
た
。
葛
城
上
郡
を
中
心
に
活
躍

し
た
役
行
者
は
、
そ
の
圧
倒
的
な
呪

術
に
よ
っ
て
周
囲
の
豪
族
を
従
え
た
、

つ
ま
り
鬼
神
と
は
役
行
者
を
支
持
す

る
一
族
の
氏
神
を
意
味
す
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
こ
と
を
苦
々
し
く
思
っ
た
豪

族
、
葛
城
山
一
帯
を
治
め
一
言
主
神

を
祀
っ
て
い
た
一
族
が
、
役
行
者
を

陥
れ
よ
う
と
訴
え
た
、
と
い
う
こ
と

が
真
相
の
よ
う
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、こ
の
豪
族
と
は
、い
っ

た
い
誰
な
の
で
し
ょ
う
か
。

一
言
主
神
と
賀
茂
朝
臣

　

少
し
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。
天て
ん
む武

天
皇
元
年
（
六
七
二
）、壬じ
ん
し
ん申
の
乱
と

い
わ
れ
る
古
代
日
本
最
大
の
内
乱
が

あ
り
ま
し
た
。
壬
申
の
乱
と
は
、
天

武
天
皇
没
後
、
皇こ
う
た
い
し

太
子
の
大お
お
と
も
の
み
こ

友
皇
子

に
対
し
、
皇こ
う
て
い弟
の
大お
お
あ
ま
の
み
こ

海
人
皇
子
が
地

方
豪
族
を
味
方
に
し
て
起
こ
し
た
反

乱
で
、
勝
利
し
た
大
海
人
皇
子
は
天

武
天
皇
と
し
て
即
位
し
ま
し
た
。



　

天
武
天
皇
十
三
年
（
六
八
四
）、壬

申
の
乱
に
協
力
し
た
豪
族
を
中
心
に

五
十
二
氏
が
、
皇
族
以
外
で
は
最
上

位
に
あ
た
る
朝あ
そ
ん臣

と
呼
ば
れ
る
姓
か
ば
ね

を

賜
り
ま
す
。

　

こ
の
中
に
賀か
も
の
あ
そ
ん

茂
朝
臣
を
賜
っ
た
一

族
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
一
族
こ
そ
、

一
言
主
神
を
氏
神
と
祀
り
、
葛
城
山

一
帯
を
治
め
て
い
た
豪
族
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、『
日
本
霊
異
記
』
の
役

行
者
の
出
自
に
つ
い
て
「
今
の
高
賀

茂
朝
臣
の
系
統
は
こ
の
出
で
あ
る
」

と
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
程
の

五
十
二
氏
の
中
に
、
高
賀
茂
朝
臣
は

含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
再
び
時
代
を

下
り
、
高
賀
茂
朝
臣
を
探
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

高
賀
茂
朝
臣
と
役
行
者

　

高
賀
茂
朝
臣
の
記
述
が
始
め
て
見

ら
れ
る
の
は
、『
続
日
本
紀
』
の
神じ
ん
ご護

景け
い
う
ん雲
二
年（
七
六
八
）十
一
月
二
十
六

日
条
で
す
。
そ
こ
に
は
、「
従
五
位
上

の
賀
茂
朝
臣
諸も
ろ
お雄
、
従
五
位
下
の
賀

茂
朝
臣
田た
も
り守
、
従
五
位
下
の
賀
茂
朝

臣
萱か

や草
に
高
賀
茂
朝
臣
の
姓
を
賜
っ

た
」
と
あ
り
、
賀
茂
朝
臣
と
高
賀
茂

朝
臣
が
全
く
の
同
族
で
あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
役
行
者
も
賀
茂
朝
臣
の

一
族
だ
っ
た
の
で
す
。
す
る
と
、
一

言
主
神
が
役
行
者
を
訴
え
た
と
い
う

話
は
、
同
族
同
士
の
争
い
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、『
続
日

本
紀
』
天
て
ん
ぴ
ょ
う平
宝ほ
う
じ字
八
年
（
七
六
四
）

十
一
月
七
日
条
よ
り
諸
雄
、田
守
、萱

草
が
高
賀
茂
朝
臣
姓
を
賜
る
こ
と
に

な
っ
た
出
来
事
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

田
守
と
そ
の
兄
で
僧
の
円
興
は
、

高た
か
か
も
の
か
み

鴨
神
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説

明
し
ま
し
た
。「
昔
、雄
略
天
皇
が
葛

城
山
で
猟
を
さ
れ
て
い
た
と
き
、
い

つ
も
天
皇
と
獲
物
を
争
う
老
夫
が
お

り
ま
し
た
。
天
皇
は
怒
り
、
そ
の
老

夫
を
土と
さ
の
く
に

佐
国
に
流
し
ま
し
た
が
、
こ

れ
は
私
達
先
祖
が
祀
っ
て
い
た
高
鴨

神
が
老
夫
と
な
っ
た
も
の
で
し
た
」

こ
れ
を
聞
い
た
天
皇
は
、
田
守
を
派

遣
し
、
高
鴨
神
（
高
鴨
阿あ

じ

す

き

治
須
岐

託た
く
の
ひ
こ
ね

彦
根
命
）
を
迎
え
て
、
再
び
大
和

国
葛
城
上
郡
に
祀
ら
せ
ま
し
た
。

　

こ
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
高
鴨

神
は
い
つ
も
天
皇
と
獲
物
を
争
っ
て

い
た
よ
う
で
、
天
皇
と
共
に
狩
り
を

楽
し
ん
だ
一
言
主
神
と
は
対
照
的
で

す
。
ま
る
で
、
役
行
者
の
よ
う
だ
と

は
思
い
ま
せ
ん
か
。

　

つ
ま
り
、「
狩
を
共
に
楽
し
ん
だ
」

と
は
、
壬
申
の
乱
で
天
皇
と
共
に
大

友
皇
子
に
勝
利
し
た
と
い
う
歴
史
的

事
実
、
一
方
、「
獲
物
を
争
う
」
と
は
、

天
皇
を
脅
か
し
た
も
の
、
つ
ま
り
役

行
者
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

役
行
者
は
伊
豆
嶋
へ
、一
方
、高
鴨

神
は
土
佐
国
へ
流
さ
れ
て
お
り
、
一

致
し
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
実

は
、
伊
豆
嶋
が
何
処
を
指
す
の
か
は
、

い
ま
だ
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

高
鴨
神
と
し
て

　

こ
こ
で
ひ
と
つ
の
仮
説
を
立
て
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

壬
申
の
乱
の
功
績
に
よ
り
、
朝
臣

姓
を
賜
わ
っ
た
賀
茂
一
族
は
、
そ
の

後
、
呪
術
の
優
れ
た
役
行
者
が
、
葛

城
山
一
帯
で
活
躍
し
ま
す
が
、
そ
の

こ
と
を
よ
く
思
わ
な
か
っ
た
一
族
の

も
の
が
、「
役
行
者
が
天
皇
を
滅
ぼ

そ
う
と
し
て
い
る
」
と
密
告
し
ま
す
。

脅
威
を
感
じ
た
文
武
天
皇
は
、
す
ぐ

に
役
行
者
を
捕
ら
え
、
土
佐
国
へ
流

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

時
代
が
下
り
、
賀
茂
一
族
の
田
守

ら
は
、
罪
無
く
土
佐
国
に
流
さ
れ
て

い
た
役
行
者
を
不ふ
び
ん憫
に
思
い
、
天
皇

に
高
鴨
神
と
し
て
葛
城
上
郡
の
地
に

迎
え
て
祀
る
こ
と
を
願
い
、
許
可
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
諸
雄
、

田
守
、
萱
草
の
兄
弟
は
、
高
賀
茂
朝

臣
の
姓
を
賜
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
高
鴨
神
は
、
奈
良
県
御ご

せ所

市
鴨か
も
が
み神
の
地
で
、
高
鴨
神
社
の
祭さ
い
じ
ん神

と
し
て
祀
ら
れ
、
京
都
の
賀
茂
大
社

を
始
め
、
全
国
の
賀
茂
（
鴨
、
加
茂
）

神
社
の
総
本
社
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
後
の
賀
茂
一
族
で
す

が
、
諸
雄
の
曾
孫
に
賀
茂
忠た
だ
ゆ
き行
が
お

り
、
忠
行
は
陰
お
ん
み
ょ
う
ど
う

陽
道
を
確
立
し
、
安あ

倍べ
の
せ
い
め
い

晴
明
の
師
匠
と
し
て
も
有
名
で
す
。

こ
れ
ま
た
、
役
行
者
の
呪
術
性
と
の

因
縁
を
感
じ
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

仮
に
役
行
者
が
そ
の
呪
術
性
に
よ

り
、
葛
城
の
山
に
鎮ち
ん
ざ座

す
る
高
鴨
神

と
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
今
も
山
林

修
行
者
と
共
に
、
葛
城
の
山
に
遊
ん

で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
神

籠
も
る
山
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
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三み

い井
古こ
り
ゅ
う流
煎せ
ん
ち
ゃ
ど
う

茶
道
の
特
徴
の
ひ
と

つ
に
、
数
あ
る
お
手て
ま
え前

の
全
て
に
は

お
心
こ
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意い
し
ゃ
く釈
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

お
心
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
お
手
前
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
点た

て
る
の
か
、

そ
の
心
構
え
を
表
現
し
た
言
葉
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
ま
ず
常じ
ょ
う
て
ま
え

手
前
の
お
心

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。「
煎
茗
楽

天
理
」
と
書
い
て
、「
煎せ
ん
み
ょ
う茗
天
理
を

楽
し
む
」
と
読
み
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
お
心
自
体
は
全
て
漢
文
で
示
さ

れ
て
い
る
た
め
、
現
代
の
私
た
ち
に

分
か
り
や
す
く
す
る
よ
う
に
意
釈
が

あ
る
の
で
す
。

　

こ
の
意
釈
で
す
が
、
お
茶
を
点
て

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
道
や
人

生
な
ど
を
学
び
生
活
に
活
か
す
、
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

意
釈
は
、
基
本
的
に
お
茶
を
点
て

る
者
が
、
そ
の
言
葉
を
自
分
な
り
に

消
化
し
て
表
現
す
れ
ば
よ
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
そ
の
人
の

経
験
、
あ
る
い
は
季
節
な
ど
で
も
変

化
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
に
よ
っ
て

違
う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
初
心
者
で
あ
る
私
は
、

お
茶
を
点
て
て
い
る
所し
ょ
さ作
の
中
で
、

そ
の
お
心
を
感
じ
入
る
だ
け
の
余
裕

が
な
い
の
で
、
お
手
前
の
後
に
意
釈

を
問
わ
れ
た
時
、
現
代
語
に
言
い
直

す
こ
と
で
精
一
杯
で
す
。
い
つ
の
日

か
、
本
当
に
そ
の
お
心
を
体
で
感
じ
、

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
今
回
の
レ
シ
ピ
は
、
き
な

粉
を
使
っ
た
和
テ
イ
ス
ト
の
焼
菓
子

で
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
一
緒
に
入
れ

る
ナ
ッ
ツ
。
ナ
ッ
ツ
の
種
類
に
よ
っ

て
、
風
味
や
食
感
が
変
わ
る
楽
し
み

が
あ
り
そ
う
で
す
。
お
好
み
の
ナ
ッ

ツ
を
砕
い
て
試
し
て
く
だ
さ
い
。

recipe.06 きなことナッツのパンケーキ

【作り方】１. ボールにきな粉、薄力粉、砂糖、塩、ベーキングパウダー
をふるい入れ、ナッツも加えておく。2. 別のボールにサラダ油と
豆乳を入れ、ホイッパーでしっかり混ぜる。3. 2を1に加え、ゴム
ベラで混ぜ合わせる。4. クッキングシートを敷いたオーブントレー
に、3を小餅大に取り分け、形を整える。5. オーブン180度で20分
焼けば出来上がり（生焼けのようであれば、2～3分追加）。

【材料／ 8 枚】
きな粉…30g、ナッツ…10g、
薄 力 粉 …100g、 砂 糖 …35g、
ベーキングパウダー…小さじ
1/2、サラダ油…40ml、豆乳
…100ml、塩…ひとつまみ



―
金こ
ん
ぞ
う
じ

倉
寺
の
本
堂
脇
に
住
み
着
い

た
石
の
大だ
い
こ
く黒

さ
ん
。
ひ
と
つ
ピ
カ

ピ
カ
、
ふ
た
つ
ピ
カ
ピ
カ
。
い
つ

の
間
に
や
ら
全
身
ピ
カ
ピ
カ
。

―
あ
る
日
、
ゴ
ロ
ハ
チ
は
、
木
の

大
黒
さ
ん
を
拾
い
、
軽
ト
ラ
の
座

席
に
乗
っ
て
貰
っ
て
、
ウ
ロ
ウ
ロ
。

さ
て
、
困
っ
た
。
ど
こ
か
貰
っ

て
く
れ
る
と
こ
な
い
や
ろ
か
。
金

倉
寺
さ
ん
は
ど
う
か
い
な
。

―
金
倉
寺
に
着
い
た
ゴ
ロ
ハ
チ
。

木
の
大
黒
さ
ん
と
本
堂
ま
で
来
る

と
、
石
の
大
黒
さ
ん
が
ポ
ツ
リ
。

ど
や
、
全
身
金
ピ
カ
で
結
構

や
ろ
。
お
前
さ
ん
は
色
が
黒
う
て
、

貧
相
な
の
う
。

―
石
の
大
黒
さ
ん
の
言
葉
に
、
辛

そ
う
な
顔
を
す
る
木
の
大
黒
さ
ん
。

困
っ
た
の
は
ゴ
ロ
ハ
チ
で
す
。

え
ー
い
、
分
か
っ
た
わ
。
俺
ん

ト
コ
に
来
な
。

―
木
の
大
黒
さ
ん
、
安
心
し
た
の

か
、
ニ
コ
ニ
コ
顔
に
戻
っ
た
よ
う
。

ピ
カ
ピ
カ
大
黒
さ
ん
、
あ
ん
た

は
体
が
大
き
く
重
た
い
け
ん
、
雨

の
日
も
風
も
日
も
、
暑
い
日
も
寒

い
日
も
、
外
ば
っ
か
し
や
。
ワ
シ

は
体
が
小
さ
い
か
ら
家
の
中
に
お

れ
る
ん
や
。

ア
ホ
。
ワ
シ
が
来
る
日
も
来
る

日
も
外
で
頑
張
っ
て
る
ん
は
、
お

参
り
す
る
人
の
た
め
や
。
せ
や
か

ら
、
み
ん
な
「
あ
り
が
と
う
」
い

う
て
、
ワ
シ
は
こ
な
い
に
ピ
カ
ピ

カ
に
な
っ
と
ん
や
。
木
の
お
前
さ

ん
に
は
こ
ん
な
こ
と
で
け
ん
や
ろ
。

ワ
シ
は
木
で
も
肥こ
え
ま
つ松

ゆ
う
て
な
、

貴
重
な
ん
や
。
せ
や
か
ら
大
事
に

さ
れ
て
、
床
の
間
に
飾
ら
れ
よ
る
。

顔
に
か
か
っ
た
年
輪
も
笑わ
ろ

と
る
み

た
い
に
な
っ
て
、
な
お
あ
り
が
た

い
や
ろ
。

な
ん
や
、
お
ん
な
じ
大
黒
さ
ん

が
喧
嘩
し
て
。
け
っ
た
い
な
光
景

や
な
。

お
前
さ
ん
こ
そ
、
テ
カ
テ
カ
し

て
か
ら
に
。
え
え
年
し
て
恥
ず
か

し
な
い
ん
か
い
な
。

こ
の
光
沢
が
ワ
シ
が
精
一
杯
生

き
た
証
や
。
あ
ん
た
の
金
ピ
カ
と

は
わ
け
が
違
う
。
こ
の
光
沢
は
松

ヤ
ニ
や
。
松
ヤ
ニ
ゆ
う
ん
は
松
に

と
っ
て
宝
も
ん
、
パ
ワ
ー
の
源
や

で
。
こ
の
松
ヤ
ニ
が
よ
う
け
貯
ま

る
よ
う
に
、
年
輪
も
重
ね
て
重
ね

て
し
と
る
ん
で
。
最
近
の
若
い
モ

ン
は
、
上
手
に
松
ヤ
ニ
を
作
ら
ん

き
ん
、
す
ぐ
枯
れ
よ
る
。
年
輪
も

大
雑
把
で
、
ワ
シ
の
よ
う
な
深
み

が
あ
ら
へ
ん
が
な
。

そ
ん
な
ん
、
石
の
ワ
シ
の
知
っ

た
こ
と
か
。

ま
あ
ま
あ
え
え
が
な
。
あ
ん
ま

怒
り
よ
っ
た
ら
、
石
も
木
も
顔
に

シ
ワ
が
入
る
で
。
し
か
し
、
石
の

大
黒
さ
ん
は
仏
さ
ん
の
前
、
木
の

大
黒
さ
ん
は
神
さ
ん
の
横
に
お
る

っ
て
、
ど
な
い
な
っ
と
ん
や
ろ
。

分
か
ら
ん
こ
と
は
考
え
ん
で

え
え
。
分
か
ら
ん
こ
と
が
あ
っ
た

っ
て
え
え
ん
や
。
人
生
も
そ
う
や
。

分
か
ら
ん
ゆ
う
て
横
向
い
と
ら
ん

と
、
前
向
い
て
生
き
な
い
か
ん
。

せ
や
で
。
エ
エ
こ
と
ば
っ
か
り

願
っ
と
っ
た
ら
え
え
ん
や
。
そ
の

た
め
に
ワ
シ
ら
が
お
る
ん
や
が
な
。

さ
す
が
は
大
黒
さ
ん
や
が
。
息

も
ピ
ッ
タ
リ
、
エ
エ
こ
と
言
う
の
う
。

―
こ
う
し
て
大
黒
さ
ま
は
、
今
日

も
み
な
さ
ん
の
願
い
事
を
聞
い
て

下
さ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

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/



そ
の
８.

円
珍
さ
ん
⑦

　

五
月
五
日
は
こ
ど
も
の
日
。
そ
こ

で
、
端た
ん
ご午
の
節せ
っ
く句
に
ま
つ
わ
る
お
話

し
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
端
午
に
つ
い
て
。
そ
の
起
原

は
中
国
の
厄や
く
ば
ら払
い
の
行
事
で
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
端
午
の
「
端
」
は
最
初

の
意
味
で
、「
午
」
は
旧
暦
の
五
月
、

つ
ま
り
端
午
と
は
、
五
月
の
最
初
の

午う
ま

の
日
の
こ
と
で
、
午
と
五
の
ゴ
ロ

が
同
じ
こ
と
か
ら
、
五
月
五
日
に
定

着
し
た
よ
う
で
す
。
日
本
に
取
り
入

れ
ら
れ
た
の
は
、
奈な

ら良
・
平へ
い
あ
ん安
時
代
。

当
時
の
貴
族
の
間
で
は
、
季
節
の
節

目
の
身
の
け
が
れ
を
祓は
ら

う
大
切
な
行

事
と
な
り
ま
し
た
。

　

古
代
中
国
で
は
、
端
午
の
節
句
の

日
に
、
薬
草
で
あ
る
菖し
ょ
う
ぶ蒲
酒
を
飲

み
、
体
の
け
が
れ
を
祓
っ
て
健
康
と

　

大
だ
い
ち
ゅ
う中
七
年
（
八
五
三
）
十
二
月

十
四
日
、
円え
ん
さ
い載
と
の
対
面
を
待
ち
き

れ
な
く
な
っ
た
円え
ん
ち
ん珍

さ
ん
は
、
思
わ

ず
国こ
く
せ
い
じ

清
寺
の
南
門
の
と
こ
ろ
ま
で
出

か
け
て
い
き
ま
し
た
。

　

す
る
と
、
橋
の
先
か
ら
一
人
の
法

師
が
馬
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
る
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
顔
は
ま
さ
し

く
留る
が
く
そ
う

学
僧
と
し
て
唐と
う

に
渡
っ
て
い
た

円
載
そ
の
人
で
し
た
。

　

円
珍
さ
ん
は
涙
を
流
し
て
再
会
を

喜
び
ま
し
た
が
、
円
載
は
実
に
素
っ

気
な
い
態
度
で
円
珍
さ
ん
に
接
し
ま

す
。
こ
の
時
の
気
持
を
「
お
か
し
い
、

お
か
し
い
」
と
円
珍
さ
ん
は
『
行
ぎ
ょ
う
れ
き暦

抄し
ょ
う

』
に
著
し
て
い
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
二
人
は
宿し
ゅ
く
ぼ
う坊
に
戻
り
、

円
珍
さ
ん
が
あ
れ
こ
れ
と
声
を
か
け

厄
除
け
を
願
い
ま
し
た
。
こ
の
行
事

が
、
後
の
日
本
の
鎌か
ま
く
ら倉

や
江え

ど戸
時
代

に
拡
が
り
ま
す
。
特
に
武
士
は
菖
蒲

を
「
尚し
ょ
う
ぶ武

（
武
を
尊
ぶ
）」
と
か
け

て
、
端
午
の
節
句
を
祝
う
よ
う
に
な

り
、
や
が
て
男
児
の
誕
生
の
祝
い
へ

と
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
鯉
の
ぼ
り
を
飾
る
の
は
、

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
鯉
が

竜り
ゅ
う
も
ん
門
の
滝
を
登
る
と
竜
と
な
っ
て
天

を
か
け
る
と
い
う
中
国
の
故
事
か
ら
、

男
児
の
成
長
と
出
世
を
願
う
象
徴
と

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
端
午
の
節
句
に
は
、
ち
ま

き
や
柏
か
し
わ
も
ち餅

を
食
べ
る
習
慣
が
あ
り
ま

す
。
ち
ま
き
は
、
中
国
の
詩
人
屈く
つ
げ
ん原

を
慕
う
人
々
が
、
命
日
で
あ
る
五
月

五
日
に
彼
が
身
を
投
げ
た
川
に
ち
ま

き
を
投
げ
入
れ
て
供
養
し
た
こ
と
、

柏
は
、
新
芽
が
出
る
ま
で
古
い
葉
が

落
ち
な
い
こ
と
か
ら
、
家
系
が
絶
え

な
い
縁
起
物
と
し
て
広
ま
っ
た
こ
と

に
由
来
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

一
見
、
繋
が
り
の
な
い
よ
う
な
風

習
も
、
様
々
な
事
象
か
ら
生
ま
れ
た

歴
史
の
一
部
分
で
す
。
こ
れ
か
ら
も

受
け
継
が
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。

る
も
、
円
載
は
生
返
事
ば
か
り
で
す
。

円
載
は
、「
長
く
唐
の
国
に
い
た
た

め
に
、
日
本
語
を
す
っ
か
り
忘
れ
て

し
ま
っ
た
」
と
言
い
放
つ
と
、
黙
り

込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

　

翌
十
五
日
の
昼
食
後
、
円
珍
さ
ん

は
円
載
を
、
天て
ん
だ
い
だ
い
し

台
大
師
を
祀
る
大
師

堂
の
前
へ
と
誘
い
出
し
、
円
載
を
伝で
ん

燈と
う

大だ
い
ほ
っ
し

法
師
位い

に
叙じ
ょ

す
る
勅
ち
ょ
く
ち
ょ
う
牒
を
手
渡

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
円
珍
さ
ん
が

右
大
臣
藤ふ
じ
わ
ら
の
よ
し
ふ
さ

原
良
房
に
願
い
出
て
、
許

可
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

勅
牒
を
手
に
し
た
円
載
は
、
そ
れ

を
拝
受
し
、
喜
び
で
体
を
奮
わ
せ
、

天
台
大
師
像
に
向
か
っ
て
礼
謝
し
、

円
珍
に
も
感
謝
の
意
を
表
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
以
後
、
円
載
の
態
度
は
急
変

し
、
忘
れ
て
し
ま
っ
た
日
本
語
を
喋

り
出
し
た
そ
う
で
す
。
こ
の
豹
変
ぶ

り
に
円
珍
さ
ん
は
た
い
そ
う
驚
き
ま

し
た
が
、
円
載
の
協
力
は
、
そ
の
後

の
旅
の
助
け
と
な
る
の
で
し
た
。

『人物叢書　円珍』

佐伯有清　吉川弘文館

そ
の
八
、
端
午
の
節
句
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こ
の
度
の
東
日
本
大
震
災
に
お

け
る
多
く
の
被
災
者
の
皆
さ
ま
に

は
、
哀
悼
の
意
を
表
す
る
と
共
に
、

被
災
地
の
一
日
で
も
早
い
復
興
を
、

香
川
の
地
か
ら
日
々
お
祈
り
申
し

上
げ
て
お
り
ま
す
。

　

金
倉
寺
に
お
き
ま
し
て
も
、
す

で
に
教
師
の
皆
さ
ま
か
ら
は
多
く

の
義
援
金
を
協
力
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

現
在
、
義
援
金
募
金
箱
の
設
置

（
四
国
霊
場
会
を
通
し
て
、
日
本

赤
十
字
社
へ
の
寄
付
予
定
）、
並

び
に
、
訶
利
帝
母
例
祭
に
お
い
て
、

義
援
金
の
受
付
（
善
通
寺
市
へ
委

託
）
を
行
う
予
定
で
す
。
そ
の
他
、

ご
協
力
で
き
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま

し
た
ら
、
精
一
杯
対
応
さ
せ
て
い

た
だ
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

石
土
入
峰
修
行

　

今
回
、
巻
頭
の
特
集
は
、「
役
え
ん
の
ぎ
ょ
う行

者じ
ゃ

小お
づ
ぬ角

」
と
題
し
て
、
そ
の
軌
跡
や

伝
説
、さ
ら
に
は
修し
ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
に
つ
い
て
、

お
話
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
、
役
行
者
の
出
自
に
つ
い

て
の
推
理
だ
け
で
、
ペ
ー
ジ
を
費
や

し
て
し
ま
い
、
写
真
さ
え
一
枚
も
掲

載
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
程
、
役
行
者
と
は
謎
に
包
ま

れ
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
魅
力
は
語

り
尽
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
今

後
、不
定
期
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、

役
行
者
に
つ
い
て
、
様
々
な
方
面
か

ら
特
集
し
た
い
と
思
っ
て
ま
す
。

　

そ
し
て
、記
事
で
触
れ
ま
し
た
が
、

仮
に
役
行
者
が
土と
さ
の
く
に

佐
国
に
流
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
れ
ば
、
四
国
に
も
役
行

者
の
伝
説
が
残
っ
て
い
る
は
ず
。
そ

れ
が
石い
し
づ
ち
さ
ん

土
山
で
す
。

　

現
在
で
は
石
鎚
山
と
し
て
知
ら
れ

る
こ
の
山
は
、
日に

本ほ
ん

七な
な
れ
い
ざ
ん

霊
山
の
一
つ

に
数
え
ら
れ
、
七
月
一
日
～
十
日
の

山
開
き
で
は
毎
年
多
く
の
信
仰
者
の

方
々
が
参
拝
に
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

金こ
ん
ぞ
う
じ

倉
寺
で
は
毎
年
七
月
七
日
に
石

土
山
へ
の
入に
ゅ
う
ぶ峰
修し
ゅ
ぎ
ょ
う
行
を
行
い
ま
す
。

初
め
て
の
方
の
参
加
も
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。
ご
興
味
の
あ
る
方
は
お

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

◎
石
土
入
峰
修
行

　

日
時　

七
月
七
日
（
木
）

　
　
　
　

七
時
金
倉
寺
集
合

　

定
員　

三
十
名
ま
で

　

費
用　

一
〇
、〇
〇
〇
円

　

お
問
い
合
せ
は
金
倉
寺
本
堂
ま
た
は

　

電
話
〇
八
七
七
ー
六
二
ー
〇
八
四
五

村
上
ま
で

瓶ヶ森山頂

訶
利
帝
母
例
祭
に
つ
い
て

　

本
年
も
恒
例
の
訶か

利り

帝て
い
も母
例れ
い
さ
い祭
を

五
月
七
日
（
土
）、
八
日
（
日
）
に

開
催
い
た
し
ま
す
。

　

今
回
の
訶
利
帝
母
例
祭
は
、
三
月

十
一
日
に
三さ
ん
り
く
お
き

陸
沖
を
震
源
と
し
た
東

北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
と
そ
れ
に
伴

う
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
、
一

日
で
も
早
い
復
興
の
た
め
に
、
境
内

各
所
で
義
援
金
の
受
付
を
し
て
お
り

ま
す
。
訶
利
帝
母
例
祭
に
お
越
し
の

際
に
は
、
ご
協
力
の
ほ
ど
、
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
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



火 水 木 金 土日 月

四
月 

卯
月

六
月 

水
無
月

七
月 

文
月

五
月 

皐
月

火 水 木 金 土日 月

3

戌の日訶利帝母縁日

火 水 木 金 土日 月

火 水 木 金 土日 月

5 8

19

1 3

14

2

76

4

9

戌の日 訶利帝母縁日
1513

1110

22 2321

26

1817

29 3027

2520
戌の日

5

12

19

2

3 87

1

4 9

戌の日

訶利帝母縁日
15141110

222120

13

17 23

29272625
戌の日

14

6

1312

2120

27

5

26

8

2 4

9

不動尊護摩供

訶利帝母例祭
大般若転読会

15

1110

22

29

23

30

24

1817

25

戌の日

訶利帝母例祭
人形供養

1

不動尊護摩供

5

12

19

2

3 8764 9

戌の日 訶利帝母縁日
15141110

2221201817 23

29272624 30
戌の日 不動尊護摩供不動尊護摩供

戌の日

戌の日

24
31

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）

　
柘ざ
く
ろ榴

は
、
中
に
び
っ
し
り
と

種
が
つ
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

子
宝
、
多
産
の
果
物
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
柘
榴
を
持
っ
て
い
る

神
様
と
い
え
ば
、
鬼き
し
も
じ
ん

子
母
神
。
お
釈
迦
様

よ
り
、
子
供
を
欲
し
が
っ
て
い
る
人
に
は
子

を
授
け
よ
、
と
約
束
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
柘
榴
に
は
、
植
物
性
の
天
然

エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン
と
は
、
女
性
ホ
ル
モ
ン

の
ひ
と
つ
で
、
女
性
の
健
康
維
持
に
と
て
も

大
事
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
成
分
で
す
。
赤
ち
ゃ

ん
を
望
む
方
や
若
返
り
に
効
果
が
期
待
で
き
る
と
か
。

　
た
だ
し
、
そ
の
効
能
が
あ
る
の
は
、
摂
取
し
に
く
い

種
の
部
分
で
あ
る
こ
と
、
摂
り
す
ぎ
は
よ
く
な
い
こ
と
、

薬
で
は
な
い
の
で
み
ん
な
に
効
果
が
あ
る
と
い
う
訳
で

は
な
い
こ
と
を
お
忘
れ
な
く
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
昔
か

ら
鬼
子
母
神
の
象
徴
と
さ
れ

た
柘
榴
に
、
女
性
に
と
っ

て
大
切
な
成
分
が
含
ま

れ
て
い
る
と
い
う
話
。

偶
然
と
い
う
だ
け
で

は
済
ま
さ
れ
な
い
、
神

秘
的
な
一
致
だ
と
思
い

ま
せ
ん
か
。


