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松
平

頼
重
初代高松藩主松平頼重の
寺社信仰と光圀の孝の精神

智証大師御影堂建立の棟札

高
松
藩
と
金
倉
寺

　

安あ
づ
ち土

桃も
も
や
ま山

～
江え

ど戸
初
期
に
か
け
て
、

讃さ
ぬ
き
の
く
に

岐
国
は
、豊と
よ
と
み臣
秀ひ
で
よ
し吉
配
下
で
あ
っ
た

生い
こ
ま駒
親ち
か
ま
さ正
を
藩
祖
と
す
る
生
駒
家
に

よ
っ
て
治
め
ら
れ
ま
し
た
。し
か
し
元げ
ん

和な

七
年
（
一
六
二
一
）、
幼
年
で
当
主

と
な
っ
た
生
駒
高た
か

俊と
し

を
中
心
に「
生
駒

騒
動
」と
言
わ
れ
る
一
連
の
お
家
騒
動

が
起
こ
り
、生
駒
家
は
改か
い
え
き易
（
刑
罰
と

し
て
の
身
分
と
所
領
の
没
収
）と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
讃
岐
国
は
高た
か
ま
つ松

藩
と
丸ま
る

亀が
め

藩
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
当
時
の
高
松
藩
の
所
し
ょ
り
ょ
う領は
、現

在
の
東
か
が
わ
市
、
さ
ぬ
き
市
、
三み

き木

町
、
高
松
市
、
坂さ
か
い
で出
市
、
綾あ
や
が
わ川
町
、
ま

ん
の
う
町
（
旧
琴こ
と
な
み南

町
、
旧
満ま
ん
の
う濃

町
、

旧
仲
ち
ゅ
う
な
ん南町
の
東
半
分
）、丸
亀
市
（
旧
綾あ
や

歌う
た

町
、
旧
飯は
ん
ざ
ん山
町
と
飯い
い

野の

、
土ど

き器
、
柞く

原ば
ら

、
川か
わ
に
し西

、
郡ぐ
ん
げ家

、
三
さ
ん
じ
ょ
う条、

原は
ら
だ田

、
垂た
る

水み

）、
そ
れ
と
善ぜ
ん
つ
う
じ

通
寺
市
（
与よ
ぎ
た北
、
木き

徳と
く

、
原は
ら
だ田

、
金こ
ん
ぞ
う
じ

蔵
寺
）
で
あ
り
、
現
在

の
香
川
県
の
お
よ
そ
七
割
程
を
占
め

ま
し
た
。

　

一
方
、
金こ
ん
ぞ
う
じ

倉
寺
は
、
永え
い
し
ょ
う正

四

年
（
一
五
〇
七
）
か
ら
慶
け
い
ち
ょ
う長
十
一
年

（
一
六
〇
六
）
ま
で
百
年
ほ
ど
の
間
、度

重
な
る
兵
火
に
よ
っ
て
衰
退
し
て
お

り
、
寺じ

僧そ
う

不
在
の
状
態
で
し
た
。
そ

こ
で
檀だ
ん

家か

衆
が
立
ち
上
が
り
、郡
家
村

の
真し
ん
ご
ん言
寺
院
で
あ
る
長ち
ょ
う
ふ
く
じ

福
寺
に
寺
の

後こ
う
け
ん見
を
頼
ん
だ
た
め
、
真
言
宗
の
寺

院
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
寛か
ん
え
い永

六
年

（
一
六
二
九
）
に
は
了
り
ょ
う
お
う翁が
入に
ゅ
う
じ寺
し
て

住
職
と
な
り
、郡
家
村
の
高
た
か
ば
た
け
つ
ね
ひ
さ

畠
常
久
ら

の
助
力
に
よ
っ
て
寺
の
再
興
に
着
手

し
て
い
ま
し
た
。
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頼
重
と
光
圀

　

寛
永
十
九
（
一
六
四
二
）
年
五
月
、

三
代
将
軍
家い
え
み
つ光

の
命
に
よ
り
、初
代
高

松
藩
主
と
し
て
入
藩
し
た
の
が
松
ま
つ
だ
い
ら平

頼よ
り
し
げ重

で
し
た
。

　

頼
重
は
江
戸
幕
府
創
始
者
で
あ
る

徳と
く
が
わ川
家い
え
や
す康
の
孫
で
、
徳
川
御ご

三さ
ん

家け

の
一
つ
、
初
代
水み

と戸
藩
主
徳
川
頼よ
り
ふ
さ房

と
久ひ
さ

子こ

の
長ち
ょ
う
し子
と
し
て
元
和
八
年

（
一
六
二
二
）
七
月
一
日
に
誕
生
し
ま

し
た
。
頼
房
二
十
歳
の
時
で
し
た
。
し

か
し
頼
房
は
兄
の
尾お
わ
り張
藩
主
義よ
し
な
お直
、紀き

伊い

藩
主
頼よ
り
の
ぶ宣
に
い
ま
だ
子
供
が
無
く
、

末ま
っ
て
い弟
の
自
分
が
兄
よ
り
先
に
子
供
が

で
き
る
こ
と
を
憚
は
ば
かっ
て
、側そ
く
し
ん臣
三み

き木
仁に

兵へ

衛え

之ゆ
き
つ
ぐ次

に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が

な
い
よ
う
措
置
を
託
し
た
の
で
し
た
。

　

仁
兵
衛
は
妻
武む

さ佐
と
共
に
、密
か
に

事
の
次
第
を
頼
房
の
養
母
英
え
い
し
ょ
う
い
ん

勝
院
に

告
げ
た
と
こ
ろ
、英
勝
院
は
久
子
夫
人

を
病
気
と
称
し
、仁
兵
衛
の
麹
こ
う
じ
ま
ち町の

別

邸
に
引
き
取
ら
せ
、水
戸
家
へ
内
密
に

出
産
さ
せ
た
の
が
頼
重
で
し
た
。

　

頼
房
二
十
六
歳
の
時
、久
子
夫
人
は

子
供
を
授
か
り
ま
し
た
。
こ
の
時
に

は
二
人
の
兄
に
も
子
供
が
い
ま
し
た

が
、事
情
に
よ
り
子
を
水
に
流
そ
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
、再
び
仁
兵
衛
に
託

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。仁
兵
衛

夫
妻
は
こ
れ
を
憂
え
て
水
戸
の
私
宅

に
久
子
夫
人
を
迎
え
、密
か
に
出
産
さ

せ
ま
し
た
。こ
れ
が
後
の
水
戸
藩
主
徳

川
光み
つ
く
に圀
で
、
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）

六
月
十
日
の
こ
と
で
し
た
。こ
の
時
に

は
二
人
の
兄
に
も
子
供
が
い
る
と
い

う
こ
と
で
、頼
房
は
光
圀
を
正
式
に
水

戸
藩
の
世よ
つ
ぎ嗣
と
定
め
た
の
で
し
た
。

　

一
方
、江
戸
麹
町
の
仁
兵
衛
の
別
邸

で
生
ま
れ
た
頼
重
は
、
幼
名
を
竹た
け
ま
る丸
、

ま
た
は
八や

十そ

郎ろ
う

と
い
い
、内
密
に
養
育

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
弟
の
光
圀
も

仁
兵
衛
の
私
宅
で
生
ま
れ
、だ
か
ら
と

い
っ
て
二
人
に
差
別
を
つ
け
る
訳
に

も
い
か
ず
、頼
重
は
京
都
の
娘
の
家
に

託
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
十
二
月
、

頼
重
十
一
歳
で
江
戸
に
戻
り
、
寛
永

十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
、
頼
重

十
六
歳
の
時
、
始
め
て
父
頼
房
と
の

対
面
を
許
さ
れ
、
親
子
の
関
係
を
正

式
に
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
翌
年
に
は

頼
重
が
嫡ち
ゃ
く
し子
で
あ
る
こ
と
を
幕
府
に

届
け
、
十
二
月
二
十
八
日
に
将
軍
家

光
に
拝は
い

謁え
つ

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
頼
重
の
身
上
を
知
っ
た
家
光
は

い
た
く
同
情
し
、
翌
年
に
は
頼
重

を
常ひ
た
ち
の
く
に

陸
国
下し
も
だ
て館
（
茨
城
県
筑ち
く
せ
い西
市
）

五
万
石
の
藩
主
に
封
ぜ
ま
し
た
。
さ

ら
に
寛
永
十
九
年
二
月
二
十
八
日
、

家
光
は
頼
重
の
封
を
高
松
に
移
し
、

十
二
万
石
を
賜
う
と
の
命
を
下
し
た

の
で
し
た
。

頼
重
の
藩
政

　

頼
重
は
三
十
一
年
の
間
藩
政
に
当

た
り
、高
松
藩
十
一
代
、二
百
二
十
八

年
間
に
わ
た
る
治
政
の
礎
い
し
ず
えを
築
き
ま

し
た
。
そ
の
根
本
は
、
文
武
の
道
を

た
て
る
と
と
も
に
民
政
の
安
定
を
図

る
こ
と
で
し
た
。

　

頼
重
は
入
封
早
々
に
屋や

島し
ま

古
戦
場

跡
を
巡
り
、
義よ
し
つ
ね経
に
代
わ
り
討
死
し

た
佐さ
と
う藤
継つ
ぐ
の
ぶ信
の
碑
を
建
て
て
顕
け
ん
し
ょ
う彰
し
、

ま
た
高
松
城
の
天
守
を
小こ
く
ら倉
城
（
福

岡
県
）
に
模
し
て
外
三
重
、
内
五
重

に
拡
張
増
築
し
た
り
、
城
内
寺
社
の

配
置
換
え
に
よ
っ
て
、
城
の
防
御
を

固
め
ま
し
た
。

　

ま
た
当
時
高
松
城
下
町
で
は
、
水

質
が
悪
く
飲
料
水
に
不
自
由
し
た
た

め
、
亀か
め
い井
と
呼
ば
れ
た
わ
き
水
を
水

源
と
し
て
、
街
路
下
に
土
管
や
木
製

の
樋ひ

竹た
け

の
管
を
埋
め
て
、
水
を
各
戸

の
井
戸
に
導
く
と
い
っ
た
上
水
道
を

設
置
し
ま
し
た
。
こ
の
上
水
道
は
昭

和
初
め
ま
で
利
用
さ
れ
る
ほ
ど
優
れ

た
も
の
で
し
た
。

　

同
じ
く
干
害
で
悩
む
農
民
の
た
め
、

頼
重
は
適
地
を
選
び
、
計
四
百
六
の

大
檀
那
東
照
神
君
孫
中
納
言
頼
房
公
長
男
讃
刕
刺
史
源
頼
重
公
御
武
運
長
久
御
一
門
繁
榮
顛
望
成
辨

大
願
主
寶
幢
院
大
僧
都
法
印
良
翁
息
災

延
命
諸
願
成
就
院
家
繁
昌
富
貴
自
在
如
三
界
吉
祥
而

已

Ｆ

奉
建
立
智
証
大
師
御
影
堂
一
宇
奉
爲
金
輪
聖
王
天
長
地
久
御
願
圓
滿
國
圡
安
穏
風
雨
順
時
五
穀
成
就
當
處
静
謐
諸
人
快
樂
也

亍
時
慶
安
貳
巳

刄
年

大
工
藤
原
惣
兵
衛
盛
我

小
工
　
　
　
　
即
兵
衛

□

□

十

二

日



新
池
を
築
か
せ
ま
し
た
。
ま
た
頼
重

は
海
岸
を
埋
め
立
て
、
多
く
の
新
田

を
開
く
こ
と
も
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
石い
わ

清せ

お尾
八
幡
宮
を
修
理
し
て

高
松
の
産う
ぶ
す
な土
神
と
し
、
法ほ
う
ね
ん
じ

然
寺
を
建

立
し
て
松
平
家
の
菩ぼ
だ
い提
寺
に
し
た
ほ

か
、
白し
ろ
と
り鳥

宮
や
金こ

と

ひ

ら

刀
比
羅
宮
の
再
興

を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
崇す
と
く徳
上
皇
の

白し
ろ
み
ね峰
陵
を
修
築
す
る
な
ど
、
尊
皇
の

志
も
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。

金
倉
寺
の
再
興

　

頼
重
は
た
び
た
び
神
社
や
仏
寺
を

参
拝
し
て
は
宝
物
や
寺
領
を
寄
進
し

て
い
ま
し
た
。
ま
た
由
緒
あ
る
古
寺

が
衰
廃
す
る
一
方
で
、
新
し
い
寺
が

数
多
く
で
き
る
こ
と
を
遺
憾
に
思
っ

て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
金
倉
寺
の
再
興
に
取
り
組

ん
で
い
た
了
翁
ら
は
、
頼
重
に
協
力

を
願
い
出
ま
し
た
。
実
は
金
倉
寺
衰す
い

微び

の
復
興
の
話
は
徳
川
将
軍
家
か
ら

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
金
倉
寺
が

智ち
し
ょ
う証
大だ
い

師し

円え
ん
ち
ん珍
の
誕
生
寺
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
家
康
の
側
近
と
し
て
日に
っ
こ
う光

山さ
ん

再
建
に
も
深
く
関
わ
っ
た
慈じ
げ
ん源
大

師
天て
ん
か
い海
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
頼
重
は
、
天
海
の
弟
子
で

あ
り
下
館
藩
主
時
代
か
ら
の
親
交
が

あ
っ
た
喜き

楽ら
く

院い
ん

算さ
ん
か
い海
に
相
談
し
、
了

翁
を
天
台
宗
へ
と
転
宗
さ
せ
た
上
で
、

慶け
い
あ
ん安
二
年
（
一
六
四
九
）
か
ら
智
証

大
師
御み

影え
い

堂ど
う

を
始
め
諸
堂
、
客
殿
、

庫く

裏り

に
至
る
ま
で
再
建
し
、
寺
領
高

三
十
石
を
寄
進
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、算
海
を
中
興
の
祖
、了

翁
を
中
興
第
一
世
住
職
と
し
て
、
現

在
の
金
倉
寺
中
興
第
十
六
世
へ
と
、

そ
の
血
脈
は
綿
々
と
続
い
て
い
ま
す
。

算
海
は
そ
の
遺
言
に
よ
り
、
金
倉
寺

祖そ

し師
堂
（
大
師
堂
）
脇
に
そ
の
墓
標

が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
松
藩
と
水
戸
藩

　

一
方
、
水
戸
藩
で
世
嗣
と
な
っ
た

光
圀
は
、
十
八
歳
の
頃
、
司し

ば馬
遷せ
ん

の

記
し
た
『
史し

き記
』
の
「
伯は
く
い夷

伝
」
を
読

み
、
強
く
感
動
を
受
け
ま
し
た
。
伯

夷
伝
は
次
の
よ
う
で
し
た
。

　

殷い
ん

の
狐こ

竹ち
く

君く
ん

と
い
う
国
王
に
、
三

人
の
男
の
子
が
あ
り
ま
し
た
。
狐
竹

君
は
兄
の
伯
夷
よ
り
末
弟
の
叔
し
ゅ
く
せ
い斉

を

愛
し
、
叔
斉
に
家
督
を
譲
る
よ
う
望

ん
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
叔
斉
は
伯

夷
に
譲
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
伯
夷

は
「
父
の
志
に
反
す
る
」
と
い
い
国

を
去
り
、
弟
も
ま
た
兄
を
追
っ
て
国

を
去
っ
た
の
で
し
た
。

　

光
圀
は
、
兄
頼
重
を
越
え
て
水
戸

藩
の
跡
継
ぎ
に
な
る
こ
と
を
心
苦
し

く
思
い
、
頼
重
の
子
を
養
っ
て
水
戸

藩
の
跡
を
譲
り
、
自
分
は
子
を
持
た

な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

し
か
し
承
じ
ょ
う
お
う応

元
年
（
一
六
五
二
）、光

圀
二
十
五
歳
の
時
に
侍
女
が
懐
妊
し

た
た
め
、
側
近
で
あ
っ
た
伊い

藤と
う

玄げ
ん

蕃ば

友と
も
つ
ぐ次
に
預
け
、
で
き
れ
ば
子
供
が
生

ま
れ
な
い
よ
う
に
依
頼
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
い
た
ま
し
く
思
っ
た
伊
藤
玄

蕃
は
、
頼
重
に
こ
の
こ
と
を
相
談
す

る
と
、
頼
重
が
内
密
に
養
育
す
る
と

定
め
た
の
で
し
た
。

　

寛か
ん
ぶ
ん文
元
年（
一
六
六
一
）父
の
頼
房

が
亡
く
な
っ
た
後
、
光
圀
は
頼
重
を

始
め
と
す
る
兄
弟
を
集
め
、
頼
重
の

長
子
松ま
つ

千ち

よ代
を
世
嗣
に
し
、
認
め
ら

れ
な
い
な
ら
隠
居
す
る
覚
悟
で
あ
る
、

と
伝
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
頼
重
が

こ
れ
を
固
辞
し
た
た
め
光
圀
は
席
を

立
ち
、
残
っ
た
兄
弟
が
こ
の
ま
ま
で

は
水
戸
家
が
断
絶
す
る
か
も
し
れ
な

い
と
頼
重
を
説
得
し
た
の
で
、
仕
方

な
く
頼
重
も
承
諾
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
頼
重
は
伊
藤
玄
蕃
よ
り
預

か
り
、
高
松
で
養
育
し
て
い
た
光
圀

の
子
を
高
松
藩
の
世
嗣
と
し
ま
し
た
。

頼
重
と
光
圀
の
兄
弟
は
、
伯
夷
と
叔

斉
の
兄
弟
の
よ
う
に
、
互
い
に
思
い

や
り
、
し
か
も
家
を
断
絶
さ
せ
る
こ

と
な
く
、
こ
の
お
家
騒
動
を
丸
く
収

め
た
の
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
水
戸
藩
を
嗣
い
だ
頼
重

の
子
孫
は
、
光
圀
の
意
志
を
も
継
い

で
水
戸
学
を
形
成
さ
せ
、
後
の
明
治

維
新
の
原
動
力
と
な
り
ま
す
。

　

水
戸
藩
第
九
代
藩
主
徳
川
斉な
り
あ
き
ら昭

の
子
、
徳
川
第
十
五
代
将
軍
で
あ
る

徳
川
慶よ
し
の
ぶ喜
が
、
江
戸
城
無
血
開
城
な

ど
平
和
的
な
形
で
政
権
移
譲
を
行
い
、

近
代
日
本
の
独
立
性
を
確
保
し
た
の

も
、
頼
重
、
光
圀
兄
弟
の
精
神
に
拠

る
と
こ
ろ
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

『高松藩主松平頼重傳』
松平公益社 
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ぶどう大福【準備】あんを 10 等分してぶどうをくるみ、よく冷やしておく。【作り方】１. 耐
熱ボウルに白玉粉を入れ、水を少しずつ加えて手でよく混ぜ、さらに上白糖を
加え混ぜ合わせる。２. 電子レンジで2分加熱、一旦取り出してゴムべらで混
ぜ、さらに電子レンジで2分加熱、取り出してよく混ぜる。３. 電子レンジでさ
らに2分加熱、途中何度か取り出してよく混ぜ、透明感とコシのある状態に仕
上げる。４. 餅取り粉を敷いたバットに3の生地を取り出し、上からもストレー
ナーで餅取り粉をふるいかける。５. 生地を10等分し、手で丸く広げ、あんで
くるんだぶどうをのせて包み込む。生地が熱いうちに作業すること。
※電子レンジ500Wの電力で作った場合の調理時間です。

【材料／ 10 個分】
白 玉 粉 …70g、 上
白 糖 …100g、 水 …
135g、白練りあん…
200g、ぶどう（写真
はピオーネ）…10 個、
餅取り粉（片栗粉で
も可）…適量

t
er

a de ca
fe
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前
回
の
煎
茶
道
の
お
話
は
、
初
め

て
の
お
稽
古
に
つ
い
て
で
し
た
。
今

回
は
、
三み

井い

古こ
り
ゅ
う流
の
お
手
前
に
つ
い

て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
初
め
に
教
え
て
い
た
だ
い
た

の
は
、
常じ
ょ
う
で
ま
え

手
前
と
い
う
お
手
前
で
す
。

　

使
う
道
具
も
シ
ン
プ
ル
で
基
本
的

な
お
手
前
な
の
で
す
が
、
常
に
客
人

あ
る
い
は
お
手
前
を
施
す
人
が
季
節

の
移
ろ
い
や
自
然
を
感
じ
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
の
が
印
象
的
で
す
。

　

例
え
ば
、
涼り
ょ
う
ろ炉
（
火
を
お
こ
す
コ

ン
ロ
）
の
位
置
を
、
夏
は
客
人
か
ら

一
番
遠
い
と
こ
ろ
に
置
き
、
逆
に
冬

は
近
い
と
こ
ろ
に
置
く
と
い
っ
た
心

遣
い
を
表
す
。
お
湯
を
冷
ま
す
時
に

は
、
そ
の
湯
気
の
立
ち
方
や
時
間
か

ら
、
気
温
の
変
化
や
季
節
を
感
じ
、

水
を
注
ぐ
音
を
滝
の
落
ち
る
音
と
と

ら
え
、
注
ぐ
高
さ
を
変
化
さ
せ
る
と

い
っ
た
こ
と
な
ど
、
少
し
の
変
化
か

ら
季
節
や
自
然
を
感
じ
取
る
時
間
が

持
て
る
の
が
何
よ
り
の
贅
沢
で
あ
る

と
思
い
ま
し
た
。

　

と
い
う
と
、
何
と
も
優
雅
な
気
分

に
な
り
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
初
心
者

の
私
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
が
難
し
い

も
の
な
の
で
す
。
例
え
ば
茶
道
具
の

位
置
が
変
わ
る
こ
と
で
、
他
の
道
具

を
使
う
と
き
の
仮
置
き
場
が
変
わ
る

た
め
、
途
中
で
「
さ
て
ど
こ
に
置
く

ん
だ
っ
た
け
な
」
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
ま
た
、
湯
気
の
上
が
り
方
だ

け
で
、
お
湯
の
冷
め
具
合
を
判
断
す

る
の
が
初
心
者
の
私
に
は
難
し
す
ぎ

た
り
と
、
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い

の
で
し
た
。
他
に
も
ま
だ
私
を
悩
ま

す
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は

次
回
以
降
の
お
話
と
し
ま
し
ょ
う
。

　

今
回
の
レ
シ
ピ
は
、
季
節
の
果
物

ぶ
ど
う
を
使
用
し
た
大
福
を
ご
紹
介

し
ま
す
。
意
外
と
簡
単
に
で
き
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
季
節
の
果
物
を
使
っ
て
、

お
試
し
く
だ
さ
い
ね
。



―
金
倉
寺
門
前
に
て
、
古
サ
ク
ラ
親

父
と
隣
の
サ
ク
ラ
の
お
話
。

　

わ
し
は
老
い
ぼ
れ
だ
が
、
若
い
者

に
は
ま
だ
ま
だ
負
け
ん
ぞ
。
体
は
半

分
朽
ち
果
て
て
も
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ

魂
で
人
為
的
な
治
療
を
拒
み
続
け
て
、

頑
固
に
生
き
続
け
て
き
た
ん
じ
ゃ
。

　

い
っ
た
い
何
を
し
た
ら
親
父
さ
ん

の
よ
う
な
強
さ
が
持
て
る
ん
な
。

　

わ
し
は
朽
ち
た
体
の
中
に
新
し
い

根
を
は
り
、た
め
て
い
た
ミ
ネ
ラ
ル
を

吸
収
し
、
そ
れ
を
生
き
た
体
に
運
ん

で
し
っ
か
り
働
い
て
も
ら
う
究
極
の

エ
コ
サ
イ
ク
ル
を
持
っ
と
る
ん
じ
ゃ
。

そ
れ
で
毎
年
花
を
咲
か
せ
よ
ん
じ
ゃ
。

　

確
か
に
サ
ク
ラ
の
木
質
に
は
吸
収

し
た
ミ
ネ
ラ
ル
を
片
付
け
る
押お

し
い
れ入

の

よ
う
な
機
能
は
あ
る
わ
な
。
カ
ル
シ

ウ
ム
は
骨
格
を
、
鉄
、
亜
鉛
、
銅
は
、

呼
吸
に
欠
か
せ
ん
も
ん
や
。

　

せ
や
け
ど
わ
し
も
最
近
調
子
が
悪

う
て
の
。
必
要
以
上
に
葉
か
ら
大
事

な
財
産
（
ミ
ネ
ラ
ル
）
が
溶
け
出
し

て
の
。
夏
と
も
な
れ
ば
光
に
対
抗
出

来
ん
で
、
葉
が
白
う
な
っ
て
網
目
に

な
っ
て
し
ま
う
。
息
苦
し
く
て
夏
は

嫌
い
じ
ゃ
。
し
ん
ど
い
の
う
…

―
そ
の
サ
ク
ラ
の
話
を
聞
い
た
頑
固

な
植
木
屋
が
お
り
ま
し
た
。

　
な
に
？
し
ん
ど
い
？
そ
れ
は
い
か

ん
。
ど
れ
ど
れ
、
ち
ょ
っ
と
聴
診
器

で
聴
い
て
み
よ
う
。

　

お
い
お
い
、
な
に
す
る
ん
じ
ゃ
。

　
ふ
む
ふ
む
、
う
～
ん
と
、
そ
う
か

そ
う
か
、
な
る
ほ
ど
な
ー
…

―
頑
固
な
植
木
屋
が
使
っ
た
の
は
魔

法
の
聴
診
器
。
サ
ク
ラ
の
葉
の
化
学

成
分
が
分
か
る
優
れ
も
の
で
す
。

　
お
前
さ
ん
が
し
ん
ど
い
の
は
、
活か
っ

性せ
い

酸さ
ん

素そ

と
過か

酸さ
ん

化か

水す
い

素そ

が
痰た
ん

の
よ
う

に
つ
ま
っ
と
る
せ
い
や
。
せ
や
か
ら

葉
が
白
く
な
っ
て
具
合
が
悪
う
な
る

ん
で
。
そ
れ
に
ミ
ネ
ラ
ル
も
足
ら
ん

な
ぁ
。
酸
性
雨
の
せ
い
で
大
事
な
財

産
が
溶
け
出
し
て
も
う
と
る
の
。

　

若
造
が
、
な
ん
ち
ゅ
う
事
を
言
う

ん
じ
ゃ
。
わ
し
は
南
か
ら
は
排
気
ガ

ス
を
吹
き
付
け
ら
れ
、
陽
は
暑
い
わ
、

北
か
ら
は
年
が
ら
年
中
、
仁に

王お
う

さ
ん

に
睨
ま
れ
て
で
。
え
～
い
、
も
う
ど

う
に
で
も
し
て
く
れ
。

　
よ
し
よ
し
分
か
っ
た
。
仁
王
さ
ん

は
別
と
し
て
何
と
か
し
て
や
ろ
う
な

ぁ
、
親
父
よ
。
仁
王
さ
ん
も
悪
気
は

な
い
ん
で
。

　

や
る
ん
な
ら
は
よ
う
せ
ん
か
。

　
ほ
ん
な
ら
な
。
排
気
ガ
ス
は
親
父

の
栄
養
に
な
る
よ
う
に
し
た
る
。
ほ

ん
で
息
が
え
ら
く
て
し
ん
ど
い
の
は

ミ
ネ
ラ
ル
が
足
ら
ん
せ
い
や
。
息
吸

う
に
は
二に

酸さ
ん

化か

炭た
ん

素そ

を
分
解
す
る
マ

ン
ガ
ン
が
要
る
。
息
吐
く
に
は
過
酸

化
水
素
を
分
解
す
る
銅
が
要
る
。
排

気
ガ
ス
、
酸さ
ん

性せ
い

雨う

の
分
解
に
は
モ
リ

ブ
デ
ン
、
光こ
う
ご
う
せ
い

合
成
に
は
ケ
イ
酸
が
要

る
で
な
。
施ほ
ど

し
て
や
ろ
う
。
梅つ

ゆ雨
が

来
る
前
に
な
。
雨
を
利
用
し
た
ら
水

道
代
要
ら
ん
き
ん
な
。

―
そ
し
て
夏
本
番
の
あ
る
日
。

　

気
分
が
え
え
わ
い
。ほ
れ
、古
い
固

い
幹
を
自
分
の
力
で
引
き
裂
い
て
や

っ
た
わ
。そ
の
下
か
ら
は
新
し
い
組

織
が
、力
強
く
仁
王
さ
ん
の
血
管
の
よ

う
に
た
く
ま
し
く
盛
り
上
が
っ
と
る
。

ま
だ
ま
だ
わ
し
は
い
け
る
ぞ
～
！
！

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７.円珍さん⑥

　

勾ま
が
た
ま玉
と
聞
い
て
、
皆
さ
ん
は
何
を

思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。
何
と
言
っ
て

も
、「
天
皇
の
位
の
印
」
と
し
て
受

け
継
が
れ
て
き
た
「
三さ
ん
し
ゅ種
の
神じ
ん
ぎ器
」

の
一
つ
八や
さ
か
た
ま
の

尺
瓊
勾
玉
と
し
て
、
八や
た
の咫

鏡か
が
み

や
天
あ
ま
の
む
ら
く
も
の
つ
る
ぎ

叢
雲
剣
と
共
に
ご
存
じ
の
方

は
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
勾
玉
が
三
種
の
神
器
の
一
つ

と
さ
れ
た
の
か
、
は
っ
き
り
と
し
た

定
説
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
神
話

の
中
に
、
天
あ
ま
て
ら
す
の
お
お
み
か
み

照
大
神
が
天あ
ま

の
岩い
わ
ど戸

に

隠
れ
た
際
、
鏡
と
と
も
に
榊
さ
か
き
の
木
に

掛
け
ら
れ
た
と
い
う
お
話
が
残
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
日
本
に
お
い
て
、
勾
玉

は
古こ

墳ふ
ん

時
代
の
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ

て
お
り
、
一
見
す
る
と
単
な
る
装
飾

品
の
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
が
、
古
代

　

福ふ
く

州し
ゅ
う（
福
建
省
）
に
到
着
し
た
円え
ん

珍ち
ん

さ
ん
は
、
福
州
刺し

史し

韋い

署し
ょ

の
計
ら

い
で
開か
い

元げ
ん

寺じ

に
滞
在
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
開
元
寺
の
寺じ

主し
ゅ

僧そ
う

で
あ
っ
た
恵え

灌か
ん

が
、
日
本
か
ら
来
た

円
珍
さ
ん
に
「
五ご

筆ひ
つ

和わ

尚じ
ょ
うは

お
元
気

で
し
ょ
う
か
。」
と
尋
ね
ま
し
た
。

　

こ
の
「
五
筆
和
尚
」
と
は
空く
う

海か
い

さ

ん
の
こ
と
で
、
空
海
さ
ん
の
伝
説
に

よ
れ
ば
、
口
と
両
手
足
に
筆
を
五
本

持
ち
、
同
時
に
五
行
の
文
章
を
書
く

こ
と
を
い
う
そ
う
で
す
が
、
事
実
は

楷か
い
し
ょ書
、
行
ぎ
ょ
う
し
ょ書
、
草そ
う
し
ょ書
、
篆て
ん
し
ょ書
、
隷れ
い
し
ょ書

の
五
つ
の
書
法
に
巧
み
な
空
海
さ
ん

を
讃
え
て
呼
ば
れ
た
敬
称
で
し
た
。

　

さ
て
、
五
筆
和
尚
が
空
海
さ
ん
の

こ
と
だ
と
知
っ
た
円
珍
さ
ん
は
、
空

海
さ
ん
が
す
で
に
故
人
で
あ
る
こ
と

か
ら
魔
除
け
の
石
・
幸
運
を
招
く
玉

と
し
て
、
祭
事
用
具
、
護ご

符ふ

、
呪
術

的
、
権
力
の
象
徴
な
ど
、
祭さ
い

事じ

を
行

う
人
や
位
の
高
い
人
に
多
く
使
わ
れ

ま
し
た
。
そ
の
形
は
、
コ
の
字
型
に

湾わ
ん
き
ょ
く
曲
し
た
形
と
一い
っ
た
ん端
に
紐
を
通
せ
る

孔あ
な

が
開
い
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
が
、

そ
の
形
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か

ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

実
は
そ
の
形
に
関
し
て
も
諸
説
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
に
お
腹
の
中

の
胎
児
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
作
ら
れ
、

生
命
や
魂
を
表
し
た
と
い
わ
れ
る

「
胎
児
説
」
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

　

飢
え
と
隣
り
合
わ
せ
の
か
つ
て
の

古
代
人
に
と
っ
て
、
集
団
規
模
を
維

持
す
る
こ
と
す
ら
大
変
な
こ
と
だ
っ

た
は
ず
で
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
元

気
に
育
っ
て
ほ
し
い
、
産
ん
だ
女
性

が
健
全
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う

思
い
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

勾
玉
の
孔
に
は
、
祖
先
と
の
繋
が
り

を
持
つ
意
味
も
あ
る
と
か
。
そ
う
い

う
こ
と
か
ら
、
勾
玉
は
子
孫
繁
栄
や

子
供
を
思
う
気
持
ち
の
象
徴
と
し
て

大
切
に
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

を
恵
灌
に
告
げ
ま
し
た
。
す
る
と
恵

灌
は
胸
を
た
た
い
て
悲
し
み
、
空
海

さ
ん
の
才
芸
を
賞
讃
し
た
、
と
円
珍

さ
ん
の
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

九
月
に
入
る
と
円
珍
さ
ん
は
、
こ

の
入に
っ
と
う唐
求ぐ

法ほ
う

の
目
的
が
天て
ん
だ
い
さ
ん

台
山
、
五ご

台だ
い
さ
ん山

、
な
ら
び
に
長
ち
ょ
う
あ
ん安

の
青せ
い
り
ゅ
う
じ

龍
寺
や

興こ
う
ぜ
ん
じ

善
寺
な
ど
を
巡
礼
し
、
仏
教
を
訊

ね
求
め
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
韋
署

に
伝
え
、
そ
の
巡
礼
の
た
め
に
通
行

を
許
可
す
る
公く

験げ
ん

を
交
付
し
て
欲
し

い
と
伝
え
、
許
可
さ
れ
ま
し
た
。

　

福
州
を
発
っ
た
円
珍
さ
ん
一
行
は
、

一
路
天
台
宗
の
母
山
で
あ
る
天
台
山

を
目
指
し
、
大
中
七
年
（
八
五
三
）

十
二
月
十
三
日
、
つ
い
に
天
台
山
国こ
く

清せ
い

寺じ

に
到
着
し
ま
し
た
。

　

翌
十
四
日
、
円
珍
さ
ん
は
朝
か
ら

そ
わ
そ
わ
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
十
五
年
前
に
留る

学が
く

僧そ
う

と
し
て
唐

へ
渡
っ
た
円え
ん

載さ
い

と
、
対
面
の
時
が
近

づ
い
て
い
た
た
め
で
し
た
。

『人物叢書　円珍』

佐伯有清　吉川弘文館

そ
の
七
、
勾
玉



■
編
集
後
記

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
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

浜
口

デ
ニ

哲
済

今
回
か
ら
Ｙ
Ｕ
Ｊ
は
八
頁

に
ボ
リ
ュ
ー
ム
ア
ッ
プ
！

さ
ら
に
新
連
載
「
植
木
屋

Gorohachi

」
で
は
浜
口

育
弘
さ
ん
と
デ
ニ
ー
ち
ゃ

ん
に
協
力
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
れ
で
は
お
二
人
か

ら
、
一
言
ど
う
ぞ
。

金
倉
寺
さ
ん
の
樹
木
調
査

許
可
を
頂
い
て
多
く
を
勉

強
し
ま
し
た
。
環
境
の
変

動
下
に
樹
木
も
必
死
で
生

き
る
様
子
を
書
き
ま
し
た
。

木
の
命
を
吹
き
返
す
奇
跡

を
沢
山
起
こ
し
て
こ
ら
れ

た
話
を
伝
え
る
役
を
頂
い

て
、
使
命
感
を
感
じ
な
が

ら
描
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
Ｙ
Ｕ
Ｊ
に
ま

す
ま
す
ご
期
待
下
さ
い
！

祈
願
・
供
養
に
つ
い
て

　

今
回
は
金
倉
寺
で
行
わ
れ
て
い
る

祈
願
や
供
養
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
祈
願
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
の
予
約
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
安
産
祈
願
、

子
授
祈
願
は
決
ま
っ
た
日
に
行
っ
て

お
り
ま
す
が
、
都
合
の
つ
か
な
い
場

合
は
ご
相
談
下
さ
い
。

　
■　

護
摩
祈
願
（
添
護
摩
三
百
円
）

　

奇
数
月
の
二
十
八
日
、
本
堂
護ご

摩ま

壇だ
ん

に
て
、
十
時
半
よ
り
護
摩
祈
願
を

行
い
ま
す
。
護
摩
祈
願
は
行
者
が
不ふ

動ど
う

尊そ
ん

と
一
体
と
な
り
、
願
い
事
を
一

つ
一
つ
聞
き
届
け
ま
す
。
ま
た
、
正

月
一
日
と
三
日
は
初
護
摩
祈
願
と
し

て
、
祈
願
札
の
受
付
も
行
っ
て
い
ま

す
。
添
護
摩
は
本
堂
に
て
随
時
受
付

し
て
い
ま
す
。

　
■

安
産
祈
願
（
祈
願
料
壱
万
円
）

　

昔
よ
り
妊
娠
五
ヶ
月
に
入
っ
た
初

め
の
戌い
ぬ

の
日
に
、
胎
児
の
健
康
と
安

産
を
祈
願
し
、
腹
帯
を
巻
い
て
、
家

族
と
お
祝
い
の
席
を
設
け
る
「
帯お
び

祝い
わ

い
」
を
行
う
習
わ
し
で
す
。
金
倉
寺

で
は
、
戌
の
日
の
十
時
半
よ
り
、
訶か

利り

帝て
い

堂
に
て
、
安
産
祈
願
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。
戌
の
日
は
次
頁
の
「
金

倉
寺
の
暦
」
を
ご
確
認
下
さ
い
。

　
■　

子
授
祈
願
（
祈
願
料
壱
万
円
）

　

訶か

利り

帝て
い

母も

さ
ま
は
「
求
め
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
子
供
が
で
き
な
い

者
に
子
供
を
与
え
る
」
こ
と
を
お
釈し
ゃ

迦か

様
に
約
束
さ
れ
た
神
様
で
あ
り

（『
鬼き

子し

母も

経
』）、
そ
の
訶
利
帝
母

尊
（
鬼
子
母
神
）
が
日
本
で
最
初
に

出
現
し
た
地
が
金
倉
寺
で
あ
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
金
倉
寺
の
訶
利
帝
堂
で

は
、
訶
利
帝
母
さ
ま
の
縁
日
で
あ
る

毎
月
十
六
日
、
午
後
一
時
半
よ
り
子

授
祈
願
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
■　

交
通
安
全
祈
願（
祈
願
料
壱
万
円
）

　

金
倉
寺
境
内
に
て
、
お
不
動
さ
ま

に
車
一
台
一
台
の
交
通
安
全
を
祈
念

し
、
運
転
手
さ
ま
が
安
全
運
転
で
き

る
よ
う
お
祓は
ら

い
を
行
い
ま
す
。

　
■　

先
祖
供
養
（
供
養
料
壱
万
円
）

　

本
堂
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ
ら
い来

さ
ま
に
ご
先
祖

さ
ま
の
追つ
い

善ぜ
ん

供
養
を
お
願
い
し
、
ご

先
祖
さ
ま
よ
り
家
内
へ
幸
福
を
も
た

ら
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
■　

水
子
供
養
（
供
養
料
壱
万
円
）

　

様
々
な
理
由
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
水み
ず

子こ

が
、
無

事
に
次
の
生
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
追
善
供
養
を
行
い
ま
す
。

　
■　

開
眼
供
養
（
祈
願
料
任
意
）

　

新
た
に
購
入
さ
れ
た
仏
像
や
仏
壇
、

お
墓
な
ど
に
、
新
し
い
仏
さ
ま
の
魂

を
迎
え
入
れ
ま
す
。

　
■　

撥
遣
供
養
（
祈
願
料
任
意
）

　

仏
像
や
仏
壇
、
お
墓
な
ど
を
修
復
、

処
分
す
る
際
に
、
そ
の
場
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
仏
さ
ま
を
一
時
的
に
仏
世
界

へ
送
り
出
し
ま
す
。

　
■　

お
焚
き
上
げ
（
供
養
料
任
意
）

　

御
守
や
御
札
、
大
切
に
し
て
い
た

人
形
や
思
い
出
の
品
な
ど
、
処
分
を

す
る
時
も
粗
末
に
し
た
く
な
い
品
物

を
供
養
後
、
お
焚
き
上
げ
い
た
し
ま

す
。
受
付
は
本
堂
に
て
随
時
承
っ
て

い
ま
す
。

　
■　

そ
の
他
ご
相
談
下
さ
い
。

護摩祈願



十
二
月 

師
走

火 水 木 金 土日 月

5

12

19

1 3

876

4

9

戌の日 訶利帝母縁日
1513

1110

222120

1817

天台大師
御報恩講

23

292827

2524

3130
戌の日

戌の日

一
月 

睦
月

火 水 木 金 土日 月

5

12 14

26

3 82 64

9

戌の日

護摩祈願戌の日

訶利帝母縁日

15131110

2221201817

23 2928272524
30

戌の日修正会

1
修正会
護摩供

修正会
護摩供

十
月 

神
無
月

火 水 木 金 土日 月

1 2

87654 9

戌の日 訶利帝母縁日
1413121110

222120191817 23

2928戌の日
智証大師御祥忌

262524
31

30

戌の日

十
一
月 

霜
月

火 水 木 金 土日 月

1 2 3 654

9

戌の日

護摩祈願

訶利帝母縁日

13121110

22

15 191817

23 24

29

26 2725

30

戌の日
7

14

21

28

金倉寺の暦

訶利帝母縁日（16日） 着帯戌の日

　

た
だ
い
ま
妊
娠
中
あ
る
い
は

子
育
て
中
の
マ
マ
に
と
っ
て
、
赤

ち
ゃ
ん
を
授
か
っ
た
と
わ
か
っ
た
時

の
喜
び
は
共
通
の
も
の
で
し
ょ
う
。
反

面
、
無
事
に
産
ま
れ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
、

成
長
に
従
い
困
難
な
こ
と
が
出
て
く
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
不
安
も
。

　

そ
こ
で
、
先
日
県
内
の
と
あ
る
助
産

師
さ
ん
が
講
演
会
で
お
話
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
１
つ
紹
介
し
ま
す
。
そ
れ
は
、

お
っ
ぱ
い
を
吸
っ
て
い
る
写
真
を
撮
っ
て
お

く
と
い
う
こ
と
。
子
供
が
大
き
く
な
り
、
や
が
て

反
抗
期
を
迎
え
た
時
に
、
そ
っ
と
見
せ
る
そ
う
で
す
。

そ
の
写
真
を
見
た
子
供
が
ど
う
感
じ
る
か
。
ま
だ
授
乳

中
の
方
は
、
ぜ
ひ
残
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
寺
に
訶か

利り

帝て
い

母も

尊そ
ん

と
い
う
お
母
さ

ん
と
子
供
の
神
様
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
こ
と
は
は
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。
地
元
金
蔵
寺
の

方
た
ち
は
親
し
み
を
込
め

て
「
お
か
る
て
ん
さ
ん
」

と
呼
ん
だ
そ
う
で
す
。

皆
さ
ん
に
も
「
お
か
る

て
ん
さ
ん
」
を
身
近
に

感
じ
て
も
ら
え
る
と
い

い
で
す
ね
。


