
日
本
最
初
の
訶
利
帝
母

出
現
の
地
、
金
倉
寺
の

訶
利
帝
母
例
祭（
春
市
）

五
月
十
日（
日
）、
天
台
寺
門

宗
別
格
本
山
金
倉
寺
に
於
い

て
、
訶
利
帝
母
尊
御
縁
日
法

要
祈
願
を
行
い
ま
す
。

訶
利

帝
母

お寺にある素敵なものを、発信していきたい

YUJ
ユ ジュ

　

訶
利
帝
母
と
は
梵
語
の
音

写
で
あ
り
、
漢
語
に
は
鬼
子

母
神
と
言
い
ま
す
。
大
田
南

畝
の
狂
歌
「
恐
れ
入
谷
の
鬼

子
母
神
」
は
皆
さ
ん
も
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

鬼
子
母
神
は
多
く
の
子
供
を

持
つ
神
様
と
し
て
有
名
で
、

そ
の
数
は
五
百
と
も
千
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
子
供
を
守
護
す
る
神
様
と

し
て
、
ま
た
子
授
け
の
神
様

と
し
て
も
有
名
で
す
。
そ
の

鬼
子
母
神
が
日
本
で
最
初
に

出
現
し
た
と
言
わ
れ
る
の
が

こ
の
金
倉
寺
な
の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
鬼
子
母
神
は『
法

華
経
』
の
中
で
、「『
法
華
経
』

を
護
持
す
る
者
を
守
護
す
る
」

と
お
釈
迦
様
に
宣
言
し
、
日

蓮
宗
を
中
心
に
信
仰
の
篤
い

神
様
で
す
。
先
の
「
恐
れ
入

谷
の
鬼
子
母
神
」と
い
う
の
も
、

東
京
都
台
東
区
に
あ
る
日
蓮

宗
の
真
源
寺
の
鬼
子
母
神
を

譬
え
た
も
の
で
す
。

　

金
倉
寺
に
鬼
子
母
神
が
出

現
し
た
の
は
、
円
珍
さ
ん
が

五
歳
の
時
で
す
。
金
倉
寺
境

内
に
突
然
と
天
女
が
現
れ
、

円
珍
さ
ん
に
こ
う
言
い
ま
し

た
。「
あ
な
た
は
三
光
の
一
人
、

明
星
天
子
の
精
で
あ
り
、
虚

空
蔵
菩
薩
の
仮
の
姿
で
す
。

私
は
あ
な
た
と
昔
か
ら
の
因

縁
が
あ
り
、
あ
な
た
は
将
来

仏
法
を
発
展
さ
せ
る
人
で
す
。

だ
か
ら
私
は
あ
な
た
を
守
護

し
ま
し
ょ
う
。」

　

こ
の
天
女
が
鬼
子
母
神
、

つ
ま
り
訶
利
帝
母
だ
っ
た
の

で
す
。
こ
の
よ
う
に
金
倉
寺

は
訶
利
帝
母
と
非
常
に
因
縁

の
深
い
寺
で
あ
り
、
こ
の
訶

利
帝
母
の
縁
日
に
合
わ
せ
ま

し
て
、今
年
は
五
月
十
日（
日
）

に
大
般
若
転
読
会
が
行
わ
れ
、

当
日
は
子
安
・
子
授
の
祈
願

も
承
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
五
月
九
日
（
土
）・
十

日
（
日
）
は
金
倉
寺
境
内
に
て
、

金
蔵
寺
こ
ど
も
ま
つ
り
実
行

委
員
会
に
よ
る
こ
ど
も
ま
つ

り
も
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
家
族
、
ご
親
族
等

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
当
山

へ
ご
参
拝
下
さ
い
。

第 二 号

「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に。
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た
ま
に
は
じ
っ
く
り
、
金
倉

寺
を
探
索
。
そ
れ
も
い
い
な
、
っ

て
思
っ
て
下
さ
る
皆
さ
ん
に
活

用
し
て
戴
く
た
め
、
こ
の
地
図

が
誕
生
し
ま
し
た
！

　

八
十
八
箇
所
の
一
寺
と
し
て
、

ま
た
近
く
の
お
寺
と
し
て
参
拝

す
る
と
見
落
と
し
が
ち
で
す
が
、

実
は
金
倉
寺
に
は
見
所
が
い
っ

ぱ
い
！
地
元
の
方
の
信
仰
が
篤

い
水
掛
地
蔵
や
龍
神
宮
、
戦
争

の
記
憶
を
残
す
忠
魂
社
や
一
太

郎
親
子
松
碑
な
ど
参
拝
さ
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

　

ま
た
地
図
に
は
記
載
し
て
ま

せ
ん
が
、
境
内
に
は
今
で
も
新

し
い
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
皆
さ
ん
の
愚
痴
を
聞
い

て
下
さ
る
「
ぐ
ち
聞
き
わ
ら
べ
」、

ま
た
駐
車
場
か
ら
の
参
拝
者
の

皆
様
を
本
堂
に
案
内
す
る
七
福

神
、
そ
の
最
後
に
お
待
ち
し
て

い
る
金
色
の
○
○
天
様
！
？

　

こ
の
よ
う
に
金
倉
寺
で
は
新

旧
含
め
て
、
参
拝
さ
れ
る
皆
さ

ん
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
時

間
が
許
す
限
り
ご
堪
能
を
。



『信ずる心②薬師如来』
飯塚幸謙　集英社

『智証大師　円珍』
小林隆彰　東方出版

　

今
回
は
、
金
倉
寺
の
本
尊

で
も
あ
り
ま
す
薬
師
如
来
に

つ
い
て
お
話
し
ま
し
ょ
う
。

　

薬
師
如
来
は
、
正
式
名
称

を
薬
師
瑠
璃
光
如
来
と
い
い

ま
す
が
、
一
般
的
に
は
「
お

薬
師
さ
ま
」
と
い
わ
れ
親
し

ま
れ
て
い
る
仏
様
で
す
。
持

物
を
持
た
な
い
如
来
の
中
で

例
外
的
に
人
々
の
病
気
や
障

害
を
治
す
た
め
に
薬
の
入
っ

た
薬
壺
を
左
手
に
持
っ
て
い

ま
す
。
生
き
て
い
る
人
間
の

病
気
、
苦
し
み
、
災
難
を
こ

の
世
で
救
う
、い
わ
ゆ
る
「
現

世
利
益
」
の
仏
様
と
し
て
知

ら
れ
、
金
倉
寺
を
は
じ
め
数

多
く
の
お
寺
に
安
置
さ
れ
て

お
り
、
人
々
の
信
仰
の
中
心

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

仏
さ
ま
に
は
だ
け
安
置
し
て

あ
る
事
は
少
な
く
て
、
脇
侍
、

眷
属
（
仏
、
菩
薩
に
特
定
し

て
従
属
す
る
使
者
の
こ
と
）

が
一
緒
で
す
。

　

薬
師
如
来
に
は
右
に
日
光

菩
薩
、
左
に
月
光
菩
薩
と
い

う
脇
侍
が
祀
ら
れ
、
薬
師
三

尊
と
い
い
ま
す
。
菩
薩
と
は
、

如
来
の
次
に
位
し
、
将
来
如

来
に
な
る
た
め
の
修
行
中
の

も
の
で
す
。
た
だ
し
こ
の
二

菩
薩
は
兄
弟
と
言
わ
れ
て
お

り
、
日
光
菩
薩
が
兄
、
月
光

菩
薩
が
弟
で
、
そ
の
父
親
が

薬
師
如
来
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
他
に
十
二
神
将
と
七

千
夜
叉
と
い
う
眷
属
を
従
え

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

十
二
神
将
の
う
ち
日
本
で
い

ち
ば
ん
有
名
な
の
は
、
県
内

琴
平
町
に
お
祀
り
し
て
あ
る

金
比
羅
大
権
現
で
、
元
は
こ

の
十
二
神
将
の
宮
毘
羅
大
将

な
ん
で
す
よ
。

　

金
倉
寺
は
天
台
寺
門
宗
の

開
祖
智
証
大
師
の
誕
生
寺
と

し
て
、
天
台
寺
門
宗
別
格
本

山
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
智
証

大
師
と
い
う
の
は
醍
醐
天
皇

よ
り
送
ら
れ
た
諡
で
、
在
世

時
は
円
珍
と
い
う
名
の
お
坊

さ
ん
で
し
た
。

　

円
珍
さ
ん
は
日
本
の
四
大

師
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
弘

法
大
師
空
海
と
供
に
、
二
大

師
が
讃
岐
国
（
現
在
の
香
川

県
）
出
身
で
す
。
実
は
円
珍

さ
ん
の
母
は
空
海
さ
ん
の
姪

で
、
円
珍
さ
ん
は
空
海
さ
ん

の
一
族
に
あ
た
る
の
で
す
。

　

円
珍
さ
ん
が
三
歳
の
時
、

空
海
さ
ん
は
幼
き
日
の
円
珍

さ
ん
を
見
て
、
そ
の
非
凡
な

才
能
に
「
智
慧
童
子
」
と
名

づ
け
て
、
将
来
高
野
山
へ
と

や
っ
て
く
る
こ
と
を
望
ん
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

円
珍
さ
ん
は
弘
仁
五
年（
八

一
四
）
に
讃
岐
国
那
珂
郡
金

倉
郷
（
現
在
の
金
蔵
寺
町
・

金
倉
町
一
帯
）
で
生
ま
れ
、

幼
少
の
頃
の
名
を
広
雄
と
い

い
ま
し
た
。
八
歳
の
時
に
は

『
因
果
経
』
と
い
う
お
経
を
読

み
た
い
と
言
い
父
を
驚
か
せ
、

十
歳
の
頃
に
は
『
毛
詩
』・『
論

語
』・『
漢
書
』・『
文
選
』
な

ど
を
暗
誦
で
き
た
と
い
う
程

賢
い
子
供
で
あ
り
ま
し
た
。

　

円
珍
さ
ん
は
十
四
歳
の
時
、

故
郷
を
離
れ
、
京
へ
と
入
り

ま
す
。
そ
こ
で
叔
父
の
天
台

僧
で
あ
る
仁
徳
に
随
い
、
比

叡
山
に
登
る
の
で
す
が
、
そ

の
器
の
大
き
さ
に
、
仁
徳
は

自
分
の
手
に
は
余
る
と
考
え
、

当
時
の
天
台
座
主
で
あ
っ
た

義
真
和
上
に
託
さ
れ
る
の
で

し
た
。（
次
回
に
続
く
）

■
編
集
後
記

哲
済
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哲
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平
成
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〇
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〇
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気
温
も
上
が
り
、
ポ
カ
ポ

カ
と
暖
か
い
日
も
増
え
て

き
た
ね
。
春
も
も
う
そ
こ

ま
で
来
て
る
っ
て
感
じ
る

わ
。
鼻
と
共
に
（
笑
）

今
回
は
、
金
倉
寺
の
境
内

図
を
作
成
し
た
よ
ね
。
花

粉
症
の
人
も
そ
う
じ
ゃ
な

い
人
も
、
地
図
を
片
手
に

境
内
を
ぶ
ら
ぶ
ら
探
索
し

て
も
ら
い
た
い
な
〜
。

そ
う
や
ね
。
お
寺
に
居
て

る
僕
ら
で
も
い
ま
だ
に
新

し
い
発
見
が
あ
る
し
ね
。

そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
も

含
め
て
是
非
皆
さ
ん
に
も

金
倉
寺
の
こ
と
を
知
っ
て

貰
い
た
い
ね
。

五
月
の
春
市
の
際
に
、
探

検
し
て
み
て
く
だ
さ
い
ね

〜
。
そ
の
頃
に
は
、
花
粉

飛
ん
で
な
い
し
（
笑
）

そ
の
二
、
薬
師
如
来

その２.円珍さん①

が
っ
こ
う

る

り
こ
う

わ
き
じ

け
ん
ぞ
く

く

び

ら

こ
ん
ぴ

ら

い
み
な

な

あ

ひ
ろ
お

も
ん
ぜ
ん

に
ん
と
く

ぎ
し
ん

か
な

く
ら
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