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坐
禅

止
観
天台大師によって体系化
された仏教瞑想法の真髄

天台大師像

坐
禅
と
ヨ
ー
ガ

　

喧け
ん
そ
う噪

を
離
れ
た
寺
の
御み

堂ど
う

に
坐ざ

し

て
並
ぶ
若
い
僧
達
、
そ
の
後
方
に

は
、
ゆ
っ
く
り
と
歩
を
進
め
る
老
師
。

「
喝か
つ

っ
！
！
」
す
る
ど
い
声
と
共
に

パ
ー
ー
ー
ン
ッ
と
乾
い
た
音
が
響
き

わ
た
り
、
張
り
詰
め
た
空
気
が
御
堂

全
体
を
包
み
込
む
。
皆
さ
ん
が
抱
く

坐ざ

禅ぜ
ん

の
イ
メ
ー
ジ
と
は
こ
の
よ
う
な

感
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

坐
禅
と
は
、
姿
勢
を
正
し
坐
っ
た

状
態
で
精
神
統
一
を
行
う
修
行
法
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。
坐
禅
が
あ
る
の

で
す
か
ら
、
当
然
立
っ
た
状
態
で
行

う
立り
つ
ぜ
ん禅

も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
坐

禅
と
は
坐
と
い
う
手
段
で
行
う
禅
と

い
え
ま
す
。
ま
た
、
禅
は
心
を
一
つ

の
事
物
に
注
い
で
、
心
の
散
乱
を
防

ぎ
、
世
界
の
本
質
を
見
抜
く
智
慧
を

身
に
つ
け
る
修
行
法
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。

　

お
釈し
ゃ
か迦

さ
ま
も
菩ぼ
だ
い
じ
ゅ

提
樹
の
下
で
坐

禅
に
よ
り
悟さ
と

り
を
体た
い
と
く得
さ
れ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
紀
元
前
五

世
紀
の
イ
ン
ド
で
は
、
す
で
に
禅
は

一
般
的
な
修
行
法
と
し
て
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
古
代
イ
ン

ド
で
は
こ
の
よ
う
な
修
行
法
を
ヨ
ー

ガ
と
い
い
ま
し
た
。　

　

ヨ
ー
ガ
と
禅
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
目
的
に
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ガ
は

「
梵ぼ
ん

我が

一い
ち
に
ょ如
」
を
、禅
は
「
無む

が我
」
を

感か
ん
と
く得

す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
ま

し
た
。

　

梵
我
一
如
と
は
、
古
代
イ
ン
ド
哲

学
の
思
想
で
、
宇
宙
の
根
本
原
理
で

あ
る
創
造
神
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
梵
）
と

自
己
の
本
体
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン

（
我
）は
同
一
で
あ
る
と
す
る
思
想
で

す
。
対
し
て
無
我
と
は
、
自
己
そ
の

も
の
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
で
す
。

　

つ
ま
り
、
ヨ
ー
ガ
修
行
者
は
自
分

自
身
が
絶
対
真
理
そ
の
も
の
に
な
る

こ
と
を
目
的
に
し
た
こ
と
に
対
し
、

禅
修
行
者
は
自
分
自
身
そ
の
も
の
の



存
在
す
ら
否
定
し
万
物
と
一
体
化
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
禅
修
行
者
を
中
心
と
し
た
仏

教
修
行
者
は
後
に
瑜ゆ

が

は
伽
派
と
呼
ば
れ
、

一
切
万
物
は
心
が
映
し
出
し
た
も
の

で
そ
の
実
体
は
存
在
し
な
い
と
考
え

る
唯ゆ
い
し
ん心
、唯ゆ
い
し
き識
思
想
を
完
成
さ
せ
、大だ
い

乗じ
ょ
う仏
教
の
根
本
思
想
へ
と
発
展
し
て

い
き
ま
し
た
。

天
台
大
師
と
達
磨
大
師

　

中
国
へ
仏
教
が
伝
え
ら
れ
た
の
は

後ご

漢か
ん

の
時
代
、
一
世
紀
頃
で
、
当
時

は
経
き
ょ
う

典て
ん

や
仏
像
が
部
分
的
に
伝
え
ら

れ
た
程
度
で
し
た
。
本
格
的
な
導
入

は
四
世
紀
か
ら
で
、
五
世
紀
に
は

『
法ほ
け
き
ょ
う

華
経
』
や
『
華け
ご
ん
き
ょ
う

厳
経
』
と
い
っ
た

代
表
的
な
大
乗
経
典
が
伝
来
、
ま
た

曇ど
ん

鸞ら
ん

に
よ
っ
て
浄
じ
ょ
う
ど
き
ょ
う

土
教
が
開か
い

宗し
ゅ
うさ

れ

る
な
ど
、
中
国
に
お
い
て
も
仏
教
が

興
隆
し
ま
す
。
六
世
紀
に
は
、
奈
良

仏
教
に
も
通
じ
る
三
さ
ん
ろ
ん
し
ゅ
う

論
宗
、
華け
ご
ん
し
ゅ
う

厳
宗

な
ど
様
々
な
宗
派
が
生
ま
れ
、
禅
を

中
心
に
お
い
た
禅
ぜ
ん
し
ゅ
う宗
、
天
て
ん
だ
い
し
ゅ
う

台
宗
も
こ

の
頃
に
誕
生
し
ま
し
た
。

　

禅
宗
で
は
達だ
る

磨ま

大だ
い

師し

を
開か
い

祖そ

と
し

ま
す
。
達
磨
大
師
は
南
イ
ン
ド
の
と

あ
る
国
王
の
第
三
子
と
し
て
生
ま

れ
、
般は
ん

若に
ゃ

多た

羅ら

に
師
事
し
て
禅
の
教

え
を
受
け
、
お
釈
迦
さ
ま
に
始
ま
る

禅
の
教
え
を
正
式
に
引
き
継
い
だ
第

二
十
八
代
目
の
祖
師
と
な
り
ま
し
た
。

禅
の
法ほ
う
と
う灯
を
継
い
だ
達
磨
大
師
は
六

世
紀
初
め
頃
に
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ

と
渡
り
、
嵩す
う
ざ
ん山

少し
ょ
う
り
ん
じ

林
寺
に
お
い
て
禅

を
伝
え
、
永え
い
あ
ん安
元
年
（
五
二
八
）
十

月
二
日
、
百
五
十
歳
で
遷せ
ん

化げ

さ
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
縁
起

物
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
ダ
ル
マ

は
、
こ
の
達
磨
大
師
が
坐
禅
を
し
て

い
る
姿
を
模
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
天
台
宗
は
天て
ん
だ
い台
大だ
い

師し

を
開

祖
と
し
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

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
『
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
し
ま
し
た
。
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
、
晋
王
に
菩ぼ

薩さ
つ

戒か
い

を
授
け
法
ほ
う
み
ょ
う名
を

授
与
す
る
な
ど
天
台
教
学
の
普
及
に

尽
力
さ
れ
、開か
い
こ
う皇

十
七
年
（
五
九
七
）

西さ
い
も
ん門

石せ
き
じ
ょ
う
じ

城
寺

に
て
遷
化
さ

れ
ま
し
た
。

　

達
磨
大
師

は
天
台
大
師

よ
り
先
の
時

代
に
活
躍
し

た
人
物
で
あ

り
、
し
た
が

っ
て
天
台
大

師
は
達
磨
大

師
の
影
響
が

あ
っ
て
当
然
で
す
。
し
か
し
天
台
大

師
の
著ち
ょ
さ
く作

に
達
磨
大
師
の
名
前
や
そ

の
影
響
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。事
実
、禅
宗
と
呼
ば
れ
る
一
門

が
世
に
現
れ
る
の
は
九
世
紀
に
下
っ

て
か
ら
で
、
そ
れ
よ
り
数
世
紀
以
前

に
、
天
台
大
師
は
仏
教
全
て
を
禅
の

一
字
に
統
一
し
、
仏
教
の
あ
ら
ゆ
る

修
行
法
を
坐
禅
に
帰き

結け
つ

さ
せ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
た
め
、
天
台
一
門
が
世

間
か
ら
禅
宗
と
呼
ば
れ
て
い
た
く
ら

い
で
し
た
。

　

天
台
大
師
の
著
作
で
『
初し
ょ
が
く学
坐ざ

禅ぜ
ん

止し

観か
ん

要よ
う
も
ん門
』、
通
称
『
小し
ょ
う
し
か
ん

止
観
』
と

呼
ば
れ
る
著
作
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

『
小
止
観
』
は
坐
禅
の
作
法
書
と
し

て
、
仏
教
史
上
初
め
て
集
大
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
現
代
に
い
た
っ
て

も
『
小
止
観
』
以
上
に
丁て
い
ね
い寧
な
指
導

書
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
禅
宗

に
お
い
て
作
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
坐
禅

の
作
法
書
さ
え
、
こ
の
『
小
止
観
』

を
引
用
依
用
し
た
も
の
に
他
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
は
天
台
宗
と
禅
宗
の

禅
に
、
違
い
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

天
台
止
観
と
四
種
三
昧

　

天
台
宗
で
は
禅
の
こ
と
を「
止
観
」

と
呼
び
ま
す
。
こ
れ
は
天
台
大
師
が

著
作
さ
れ
た
総
合
的
な
禅
の
指
南
書 達磨大師像



『
摩ま

訶か

止し

観か
ん

』
の
中
で
、「
禅
」
と
い

う
言
葉
の
代
わ
り
に
「
止
観
」
を
用

い
、「
止
」
と
「
観
」
の
二
字
に
天
台

大
師
独
自
の
思
想
的
発
展
を
含
ま
せ

て
い
る
た
め
で
す
。

　
「
止
」
と
は
修
行
に
よ
っ
て
心
の

散
乱
を
防
ぎ
心
を
特
定
の
対
象
に
注

ぐ
こ
と
、
そ
の
立
場
か
ら
正
し
い
智

慧
を
起
こ
し
正
し
く
対
象
を
み
る
こ

と
を
「
観
」
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り

「
止
」
と
は
仏
教
の
修
行
で
あ
る
禅
、

「
観
」と
は
仏
教
の
正
し
い
理
解
を
意

味
し
ま
す
。
こ
の
止
と
観
の
二
つ
が

伴
っ
て
こ
そ
仏
教
の
修
行
が
完
成
す

る
の
で
す
。

　

ま
た
『
摩
訶
止
観
』
で
は
、
具
体

的
な
修
行
法
と
し
て
、
四し

種し
ゅ

三ざ
ん
ま
い昧
を

挙
げ
て
い
ま
す
。
三
昧
と
は
心
を
ひ

と
つ
の
こ
と
に
集
中
さ
せ
る
瞑め
い
そ
う想
の

こ
と
、
つ
ま
り
四
種
の
修
行
法
の
こ

と
で
す
。
そ
の
四
種
と
は
、
九
十
日

間
坐
禅
を
続
け
る
常じ
ょ
う
ざ坐
三
昧
、
九
十

日
間
念ね
ん
ぶ
つ仏

を
唱
え
な
が
ら
阿あ

み

だ
弥
陀
仏ぶ
つ

の
周
り
を
回
り
続
け
る
常
じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
行
三
昧
、

三
十
七
日
間
読ど
き
ょ
う経
と
坐
禅
を
二
時
間

お
き
に
行
う
法ほ
っ
け華
三
昧
（
半は
ん
ぎ
ょ
う
は
ん
ざ

行
半
坐

三
昧
）、特
定
の
期
間
を
定
め
ず
日
常

生
活
の
中
で
意
識
し
て
止
観
を
行
う

非ひ
ぎ
ょ
う行

非ひ

ざ坐
三
昧
で
す
。

　

常
坐
三
昧
、
常
行
三
昧
、
法
華
三

昧
は
現
在
も
比
叡
山
の「
に
な
い
堂
」

に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
期
間

中
は
も
ち
ろ
ん
睡
眠
な
ど
は
認
め
ら

れ
ず
、
二
度
の
食
事
と
ト
イ
レ
以
外

は
常
に
修
行
を
行
っ
て
い
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。

　

ま
た
非
行
非
坐
三
昧
は
、
論
理
的

に
は
可
能
で
あ
り
ま
す
が
、
日
常
生

活
に
は
種
々
の
煩
わ
ず
ら

い
も
あ
り
常
に
心

を
特
定
の
対
象
に
集
中
さ
せ
る
こ
と

は
非
情
に
困
難
で
す
。こ
の
た
め
、天

台
大
師
は
他
の
三
つ
の
中
か
ら
選
ぶ

よ
う
勧
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
天
台
大
師
は
、
止
観

の
文
字
を
用
い
て
、
仏
教
の
教
え
と

修
行
を
内
容
的
に
総
合
化
し
つ
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
意
義
あ

る
も
の
と
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、実

際
の
修
行
と
し
て
は
、
い
ず
れ
か
ひ

と
つ
の
修
行
法
を
選
ば
ね
ば
な
ら
ず
、

修
行
者
の
関
心
に
よ
っ
て
、
坐
禅
か

念
仏
の
ど
ち
ら
か
が
中
心
と
な
っ
て

い
く
の
で
す
。

一
行
三
昧
と
只
管
打
坐

　

こ
う
し
て
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
修

行
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
そ
の
中
に

他
の
全
て
の
教
え
と
修
行
を
含
め
よ

う
と
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
多
く

の
段
階
的
な
修
行
に
よ
ら
な
い
で
、

た
っ
た
一
つ
の
修
行
を
選
ぶ
こ
と
を
、

一い
ち
ぎ
ょ
う行
三
昧
と
い
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
わ
が
国
で
道ど
う
げ
ん元

が
お
こ

し
た
曹
そ
う
と
う
し
ゅ
う

洞
宗
は
、
余よ

念ね
ん

を
交ま
じ

え
ず
た

だ
ひ
た
す
ら
に
坐
禅
を
す
る
「
只し

管か
ん

打た

坐ざ

」
を
専
も
っ
ぱ
ら
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

坐
禅
と
い
う
単
純
な
一
行
の
中
に
、

一
切
の
教
え
と
修
行
を
含
め
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
中
国
禅
宗
の
第
六
祖
慧え

能の
う

は
『
六ろ
く
そ
だ
ん
き
ょ
う

祖
壇
経
』
の
中
で
「
一
行
三

昧
と
は
、
い
か
な
る
場
所
で
、
い
か

な
る
こ
と
を
し
て
い
る
時
で
も
、
常

に
唯
一
な
る
真
理
に
心
を
傾
け
る
こ

と
」と
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、一

つ
の
修
行
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
日

常
の
い
か
な
る
場
所
、
い
か
な
る
時

で
も
、
常
に
修
行
に
集
中
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
れ
は
、
天
台
大
師
が
困
難
で
あ

る
と
い
っ
た
非
行
非
坐
三
昧
の
実
践

と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
一
つ
の

修
行
を
選
択
し
て
い
る
と
い
え
ど
も
、

修
行
の
深
度
が
進
め
ば
、
行
き
着
く

先
は
自お
の

ず
と
同
じ
に
な
り
ま
す
。

　

禅
と
止
観
は
、
名
前
が
違
う
と
は

い
え
、
そ
の
本
質
は
同
じ
も
の
で
す
。

し
か
し
、
禅
は
そ
の
中
に
教
え
と
修

行
全
て
を
含
め
る
の
に
対
し
、
天
台

止
観
は
止
観
を
二
字
に
分
け
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
修
行
と
教
え
を
当
て
て
共

に
重
視
す
る
た
め
、
修
行
を
主
に
行

う
者
と
教
え
を
主
に
学
ぶ
者
に
分
か

れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
流
れ
に
疑
問

を
感
じ
た
修
行
者
た
ち
が
、
達
磨
大

師
を
仰
ぎ
、
禅
へ
の
回か
い

帰き

を
訴
え
、

後
に
禅
宗
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
比
叡
山
よ

り
栄え
い
さ
い西
、
道
元
が
飛
び
出
し
、
禅
宗

を
開
山
し
た
こ
と
は
象
徴
的
な
出
来

事
と
い
え
そ
う
で
す
。

『仏教の思想Ⅶ
無の探求＜中国禅＞』
柳田聖山・梅原猛
角川ソフィア文庫
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前
回
、
煎せ
ん
ち
ゃ
ど
う

茶
道
を
始
め
て
私
を
悩

ま
せ
た
内
容
は
次
回
に
、
と
い
う
こ

と
を
書
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
三み

い井
古こ
り
ゅ
う流
の
お
手
前
の

種
類
が
十
種
類
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ

の
お
手
前
の
う
ち
い
く
つ
か
に
は
心し
ん

と
行
ぎ
ょ
う
と
い
う
二
種
類
の
入
れ
方
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

手
順
こ
そ
よ
く
似
て
い
る
も
の
の
、

同
じ
お
手
前
で
あ
っ
て
も
、
使
う
道

具
が
違
っ
て
い
た
り
、
置
く
場
所
が

変
わ
っ
た
り
。
心
よ
り
行
の
方
が
、

複
雑
で
時
間
も
か
か
る
と
い
っ
た
感

じ
で
し
ょ
う
か
。

　

前
回
少
し
ご
紹
介
し
た
常じ
ょ
う
て
ま
え

手
前
も
、

そ
の
お
手
前
の
一
つ
。
つ
ま
り
、
常

手
前
に
は
心
と
行
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
に
前
回
ご
紹
介
し
た
季
節
に
よ
る

夏な
つ
か
ざ飾

り
と
冬ふ
ゆ
か
ざ飾

り
が
存
在
し
ま
す
の

で
、
厳
密
に
い
う
と
、
常
手
前
だ
け

で
四
種
類
の
作
法
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
が
、
全
て
で
な
い
と
は
い
え
、

数
種
類
の
お
手
前
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る

わ
け
で
す
か
ら
、
頭
が
混
乱
す
る
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
で
し
ょ
う
。

　

当
然
私
も
、
前
回
あ
る
い
は
前
々

回
の
お
手
前
が
思
い
出
せ
ず
、
呆
然

と
す
る
こ
と
が
度
々
あ
り
ま
し
た
。

　

お
稽
古
も
月
一
回
し
か
な
い
し
、

こ
れ
で
果
た
し
て
全
部
覚
え
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
、
不
安
に
感
じ
た
も
の

で
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
レ
シ
ピ
は
、
そ
ば

粉
で
作
っ
た
お
団
子
を
い
れ
た
、
そ

ば
ぜ
ん
ざ
い
で
す
。
小あ
ず
き豆
の
状
態
か

ら
作
ろ
う
と
思
う
と
、
な
か
な
か
面

倒
で
す
が
、
電
子
レ
ン
ジ
を
使
う
こ

と
で
、
手
間
を
か
け
ず
に
、
し
か
も

一
人
分
か
ら
作
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
ば
粉
の
香
り
が
特
徴
が
特
徴
で
す

が
、
柔
ら
か
い
お
団
子
を
好
ま
れ
る

方
は
、
そ
ば
粉
と
餅
粉
を
混
ぜ
て

作
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
。

そばぜんざい

【作り方】１. 耐熱容器に水とあずきを入れてラップをし、レンジで
沸騰するまで加熱（1000Wで約5分）。沸騰したら、出力を弱めて

（200W）20 分。2. 耐熱容器をレンジより取り出して、30分蒸ら
す（ラップをしっかり）。3. この間に、そば粉と水、塩を混ぜて数個
の団子にし、沸騰した湯に入れ、浮かべば取り出す。4. 2を鍋に移し、
砂糖を入れて 10分煮込んだ後、器に移してそば団子をいれる。

【材料／ 1 人分】
■ぜんざい／あずき…50g、水
…400ml、砂糖…50g、塩…ひ
とつまみ■そば団子／そば粉
…15g、水…8g、塩…ひとつ
まみ



―
金
倉
寺
の
境
内
で
は
日
本
ミ
ツ

バ
チ
が
楠く
す
の
き木

や
松
、
お
堂
の
天
井

に
巣
を
か
ま
え
て
、
蜂は
ち
み
つ蜜
を
タ
ラ

ー
リ
タ
ラ
リ
。
と
う
と
う
灯と
う
ろ
う籠

の

火ひ
ぶ
く
ろ袋
に
集
結
し
て
ブ
ン
ブ
ン
ブ
ン

ブ
ン
と
大
合
唱
。
さ
す
が
に
危
な

い
と
和
尚
が
出
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
手
袋
し
た
ら
い
か
ん
。

素
手
で
す
く
い
取
っ
て
、
そ
ー
っ

と
巣
箱
に
移
さ
な
い
か
ん
の
や
。

和
尚
、
や
る
な
ー
。
や
ん
わ
り

と
じ
ん
わ
り
と
上
手
い
こ
と
。
う

ー
ん
、
柔
よ
く
剛
を
制
す
と
は
こ

う
い
う
こ
と
か
。

―
あ
る
日
、
ミ
ツ
バ
チ
の
巣
箱
が

ス
ズ
メ
蜂
に
攻
撃
を
受
け
ま
し
た
。

和
尚
、
仁に

王お
う

の
顔
で
熊く
ま

手で

を
持
っ

て
ス
ズ
メ
蜂
を
叩
き
落
と
し
て
い

ま
す
。

な
に
し
よ
ん
な
。

エ
イ
、
エ
イ
。
へ
た
す
る
と
、

ぶ
す
り
と
や
ら
れ
る
で
。
一
匹
ず

つ
は
た
い
て
、
踏
み
つ
け
な
い
か
ん
。

―
和
尚
は
、
金こ
ん
ご
う
り
き

剛
力
と
熊
手
で
も

っ
て
、
日
本
ミ
ツ
バ
チ
を
攻
撃
す

る
ス
ズ
メ
蜂
を
た
た
い
て
は
落
と

し
、
急
い
で
足
で
踏
み
ま
し
た
。

ど
う
や
、
参
っ
た
か
。

和
尚
、
蜂
は
目
が
上
に
つ
い
と

る
き
ん
、
し
ゃ
が
ん
で
お
ら
ん
と

や
ら
れ
る
で
。

ワ
シ
は
蜂
の
習し
ゅ
う
せ
い性
を
知
っ
と

る
か
ら
大
丈
夫
や
。
あ
ん
た
こ
そ
、

蜂
は
黒
い
ん
を
攻
撃
す
る
で
。

―
和
尚
は
遂
に
ス
ズ
メ
蜂
を
全
部

退
治
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か

し
何
日
か
後
、
今
度
は
ス
ズ
メ
蜂

の
逆
襲
が
始
ま
り
ま
し
た
。

攻
撃
す
る
ス
ズ
メ
蜂
が
よ
う
け

お
っ
て
、
熊
手
が
間
に
あ
わ
ん
よ

う
に
な
っ
て
し
も
う
た
が
な
。
そ

れ
に
し
て
も
、
ど
こ
か
ら
飛
ん
で

き
よ
る
ん
か
の
う
。

―
住
職
、
今
度
は
ス
ズ
メ
蜂
の
行

方
を
捜
し
に
出
か
け
ま
す
。
ス
ズ

メ
蜂
は
東
か
ら
や
っ
て
来
ま
す
が
、

東
に
は
龍り
ゅ
う
じ
ん神

さ
ん
が
お
っ
て
先
に

は
行
け
な
い
の
で
、
し
っ
か
り
睨に
ら

み
を
き
か
せ
て
、
龍
神
社
の
裏
や

ら
ウ
ロ
ウ
ロ
。

お
ー
い
、
み
ん
な
。
悪
い
ん
が

来
た
。
白
い
服
着
た
ん
が
仲
間
を

よ
う
け
熊
手
で
い
じ
め
た
で
。

―
こ
う
な
る
と
多
勢
に
無
勢
。
和

尚
は
退
散
し
、
結
局
専
門
家
が
ス

ズ
メ
蜂
を
駆
除
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
様
子
を
ゴ
ロ
ハ
チ

は
遠
く
で
見
て
い
ま
し
た
。

―
数
日
前
の
と
あ
る
病
院
。

あ
は
は
っ
。
ゴ
ロ
ハ
チ
さ
ん
、

ど
な
い
し
た
ん
や
。
ド
リ
フ
タ
ー

ズ
の
長
さ
ん
み
た
い
な
長
ー
い
顔

に
バ
ス
タ
オ
ル
ま
で
巻
い
て
。

さ
す
が
に
笑
う
な
や
。
刺
さ
れ

た
身
に
も
な
っ
て
み
な
。
命
が
け

で
病
院
に
来
た
ん
で
。

―
蜂
は
秋
口
に
な
る
と
兵
隊
蜂
は

攻
撃
型
に
変
身
し
ま
す
。
し
か
し

冬
に
な
る
と
み
な
死
ん
で
し
ま
い
、

女
王
蜂
だ
け
が
一
人
、
冬
を
越
え

て
春
を
待
つ
の
で
す
。

女
性
は
強
い
で
ぇ
。
ち
ょ
っ
か

い
出
し
よ
る
と
蜂
の
一
刺
し
が
出

る
で
。

―
ゴ
ロ
ハ
チ
は
こ
の
言
葉
を
ど
こ

か
で
聞
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し

た
。
ふ
と
和
尚
の
顔
を
思
い
出
し

ま
し
た
。

男だ
ん
じ
ょ
さ
ん
か
く

女
参
画
の
時
代
、
み
ー
ん

な
仲
良
う
に
せ
ん
と
い
か
ん
の
や
。

み
ー
ん
な
な
ぁ
。

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/



　

新
し
い
年
を
迎
え
ま
す
と
、
何
か

新
し
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
く

な
る
も
の
で
す
ね
。
そ
ん
な
期
待
に

胸
を
弾
ま
せ
な
が
ら
も
、「
今
年
は

四
十
二
の
大た
い
や
く厄
だ
」
な
ん
て
方
は
、

そ
の
一
歩
が
な
か
な
か
踏
み
出
せ
な

か
っ
た
り
も
し
ま
す
。

　

昔
か
ら
男
四
十
二
歳
、
女
三
十
三

歳
を
大
厄
と
い
い
、「
何
か
よ
く
な

い
こ
と
が
お
こ
る
」
と
か
「
気
を
つ

け
た
方
が
い
い
よ
」
な
ど
と
い
わ
れ

ま
す
が
、
そ
も
そ
も
、
厄
年
に
は
根

拠
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と

も
た
だ
の
迷め
い
し
ん信
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

厄
年
の
起
源
は
陰
お
ん
み
ょ
う
ど
う

陽
道
か
ら
き
て

お
り
、
も
と
も
と
、
七
歳
か
ら
九
歳

ず
つ
加
算
す
る
厄
年
や
、
一
歳
か
ら

十
二
歳
ず
つ
加
算
す
る
厄
年
な
ど
一

定
の
規
則
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
も

の
で
し
た
。
し
か
し
、
江え

ど戸
時
代
に

な
る
と
、
男
性
は
二
十
五
、
四
十
二
、

六
十
一
歳
、
女
性
は
十
九
、
三
十
三
、

三
十
七
歳
と
、
現
在
一
般
的
に
知
ら

れ
る
厄
年
と
一
致
し
ま
す
。
こ
の
年

齢
を
見
る
と
、
陰
陽
道
か
ら
き
た
厄

年
と
違
い
、
無
秩
序
で
バ
ラ
バ
ラ
な

こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
旧
来
の
規
則
的
な

厄
年
は
、
江
戸
時
代
以
降
、
経
験
的

な
厄
年
へ
と
変
化
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
厄
年
に
あ
た
る
年
齢
は
、
現
在

の
医
学
の
見
地
か
ら
、
と
く
に
注
意

と
警
戒
を
呼
び
か
け
て
い
る
年
齢
と

一
致
し
て
い
る
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
は
、「
四
十
代
に
入
っ
て

か
ら
急
に
体
力
が
お
ち
た
」
と
か

「
最
近
も
の
忘
れ
が

ひ
ど
く
な
っ
た
」

な
ど
と
い
っ
た
こ

と
を
聞
い
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ま
た
実
際
に
体
験

し
た
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
老
化

が
関
係
し
て
い
ま
す
。
老
化
と
い
う

も
の
は
坂
道
を
下
る
よ
う
に
く
る
も

の
で
は
な
く
、
不
規
則
な
石
段
を
下

る
よ
う
に
や
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

逆
に
成
長
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

と
分
か
り
易
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
思し
し
ゅ
ん
き

春
期
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
子
供
の
成
長
は
一
定
で
は
な
く
、

段
階
的
に
、
飛ひ

躍や
く

的
に
起
き
る
も
の

む
し
ろ
教
育
で
さ
ら
に
お
金
が
か
か

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
重
じ
ゅ
う
あ
つ
か
ん

圧
感
は
か

な
り
の
も
の
。
さ
ら
に
肉
体
面
で
は
、

老ろ
う
が
ん眼

や
白し
ら
が髪

、
生せ
い
し
ょ
く
き
の
う

殖
機
能
の
退た
い

化か

な

ど
、
は
っ
き
り
と
衰
え
を
自
覚
で
き

る
症
状
が
現
れ
始
め
ま
す
。
肉
体
の

衰
え
に
反
し
て
、
仕
事
や
気き

苦ぐ

労ろ
う

が

増
え
る
こ
の
時
期
は
、
大
厄
を
意
識

し
て
、
健
康
面
に
留り
ゅ
う
い意
す
べ
き
で
す
。

　

男
性
の
六
十
一
歳
は
、
抗
あ
ら
が
い
よ
う

の
な
い
、
真
の
老
化
が
は
じ
ま
る
年

で
す
。
五
十
代
ま
で
の
老
化
は
食
事

や
運
動
な
ど
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
防

げ
る
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
六
十

代
以
降
は
、
骨
、
筋
肉
、
血
管
、
内

臓
な
ど
各
組
織
が
一
斉
に
老
化
し
ま

す
。
が
ん
、
脳
の
う
そ
っ
ち
ゅ
う

卒
中
、
肝か
ん
こ
う
へ
ん

硬
変
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
病
気
が
多
発
し
は
じ
め
る

時
期
で
す
の
で
、
定
期
的
な
検
診
を

受
け
、
養
よ
う
じ
ょ
う生

に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　

女
性
の
十
九
歳
は
、
肺は
い
け
っ
か
く

結
核
に
か

か
り
や
す
い
年
で
す
。
よ
く
美
人
薄

命
と
い
い
ま
す
が
、
当
時
、
そ
の
死

因
は
肺
結
核
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

現
在
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
自じ

殺さ
つ

で
す
。
十
九
歳
と
い

え
ば
、
学
生
生
活
か
ら
社
会
に
目
が

で
す
。
老
化
は
こ
の
逆
で
、
あ
る
時

期
に
、
突
然
ガ
ク
ン
と
下
っ
た
か
と

思
う
と
、
し
ば
ら
く
は
変
化
が
な
く
、

ま
た
あ
る
時
期
に
突
然
ガ
ク
ン
と

や
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
経
験
を
も
と
に
、
現

在
の
厄
年
は
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
で

は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気

を
つ
け
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

男
性
の
二
十
五

歳
は
、
成
長
の
峠
、

成
長
と
老
化
の
分

岐
点
で
す
。
峠
と

は
い
え
、
一
服

す
る
余
裕
は
な
く
、

す
ぐ
に
老
化
が
始

ま
り
ま
す
。
気
力

は
満
ち
て
い
て
も
、

体
が
つ
い
て
こ
な
く
な
る
こ
と
も
多

く
、
無
理
は
禁
物
で
す
。

　

男
性
の
四
十
二
歳
は
、
ま
さ
に
大

厄
の
年
。
統
計
に
よ
り
ま
す
と
、
働

き
盛
り
の
ピ
ー
ク
は
三
十
代
ま
で
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
仕
事
で
は
、

管
理
職
と
な
っ
て
責
任
を
も
た
さ
れ
、

家
庭
で
は
、
子
供
は
大
き
く
な
っ
て

も
、
一
人
前
に
な
る
に
は
ま
だ
先
で
、



■
編
集
後
記

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
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
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新
年
と
い
う
こ
と
で
、
連

載
「
気
に
な
る
？
気
に
な

る
！
」
を
拡
大
し
、「
気

に
な
る
？
厄
年
！
」
を
お

届
け
し
ま
し
た
が
、
い
か

が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

今
回
ペ
ー
ジ
の
都
合
で
省

略
し
ま
し
た
が
、
参
考
文

献
は
金
子
仁
『
厄
年
の
科

学
』（
光
文
社
カ
ッ
パ
・

ホ
ー
ム
ス
）
で
し
た
。

私
達
が「
厄
年
っ
て
何
？
」

と
ず
っ
と
疑
問
に
思
っ
て

い
て
、
こ
の
テ
ー
マ
を
取

り
上
げ
ま
し
た
。
厄
年
を

た
だ
怖
れ
る
の
で
は
な
く
、

し
っ
か
り
と
正
面
か
ら
対

処
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

さ
ら
に
金
倉
寺
で
厄
除
祈

願
を
す
れ
ば
万
全
！

向
け
ら
れ
て
く
る
時
期
で
す
。
理
想

と
現
実
と
の
隔へ
だ

た
り
に
悩
み
、
生
き

る
こ
と
へ
の
疑
問
が
芽
生
え
る
こ
と

も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
時

期
の
悩
み
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
い

こ
と
を
知
り
、
正
面
か
ら
受
け
止
め

て
貰
え
る
身
近
な
存
在
を
大
切
に
し

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
こ
の
時
期
か
ら

お
肌
の
老
化
も
始
ま
り
ま
す
。「
肌

は
女
性
の
命
」
と
も
い
い
ま
す
の
で
、

お
気
を
つ
け
下
さ
い
。

　

女
性
の
三
十
三
歳
も
、
大
厄
の
年
、

何
よ
り
も
が
ん
に
注
意
が
必
要
で
す
。

三
十
代
女
性
に
多
い
の
は
、
乳
が
ん

と
子
宮
が
ん
。
乳
が
ん
は
自
力
で
発

見
が
可
能
で
す
が
、
子
宮
が
ん
は
お

医
者
さ
ん
に
見
つ
け
て
も
ら
う
ほ
か

あ
り
ま
せ
ん
。
大
厄
に
な
れ
ば
ま
ず

検
診
を
し
て
、
早
期
発
見
に
つ
な
げ

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

女
性
の
三
十
七
歳
は
、
が
ん
の
発は
つ

現げ
ん

リ
ス
ク
が
さ
ら
に
高
ま
り
ま
す
。

ま
た
、
お
産さ
ん

を
さ
れ
る
場
合
は
、
注

意
が
必
要
で
す
。
現
在
は
危
険
が

減
っ
た
と
は
い
え
、
高
こ
う
れ
い
し
ゅ
っ
さ
ん

齢
出
産
に
変

わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
的
に
は
、

子
供
の
教
育
、
将
来
の
問
題
な
ど
、

気
苦
労
が
増
え
る
時
期
で
も
あ
り
ま

す
。
健
康
面
に
留
意
し
て
、
し
っ
か

り
と
家
庭
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
あ
げ

て
下
さ
い
。

　

こ
こ
ま
で
厄
年
の
年
齢
ご
と
に
、

気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と

を
述の

べ
て
き
ま
し
た
。
す
で
に
お
気

づ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
厄
年
は
根

拠
の
な
い
迷
信
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
厄
年
の
意
味
が
分
か
れ
ば
、

そ
の
対
処
も
で
き
る
も
の
で
す
。
い

た
ず
ら
に
厄
年
を
お
そ
れ
る
の
で
は

な
く
、
正
面
か
ら
厄
年
を
み
す
え
、

し
っ
か
り
と
対
処
を
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

　

最
後
に
、
古
来
よ
り
伝
わ
る
厄
払

い
の
方
法
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

［
落
と
す
］
お
寺
や
神
社
に
参さ
ん
ぱ
い拝
し
、

く
し
や
手
拭
い
、
お
金
と
と
も
に
厄

を
落
と
し
ま
す
。

［
ま
く
］
も
と
も
と
、
数
え
年
が
一

つ
加
わ
る
の
は
立
り
っ
し
ゅ
ん春
か
ら
で
す
。
そ

の
前
日
で
あ
る
節せ
つ
ぶ
ん分
に
豆
や
餅
を
ま

く
の
は
、
拾
っ
た
人
に
厄
を
分
担
し

て
も
ら
う
意
味
も
あ
り
ま
し
た
。

［
御
馳
走
す
る
］
こ
れ
も
「
ま
く
」

と
同
じ
で
、
振
る
舞
っ
た
人
に
厄
を

分
担
し
て
も
ら
う
た
め
に
行
い
ま
す
。

日
本
最
古
の
厄
年
の
記
述
が
み
ら
れ

る
『
宇
津
保
物
語
』
に
も
、
御ご
ち
そ
う

馳
走

す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

［
配
る
］
親
類
や
近
所
の
人
に
、
品

物
を
配
る
も
の
で
、こ
れ
も
「
ま
く
」

と
同
じ
配
っ
た
人
に
厄
を
分
担
し
て

も
ら
う
た
め
に
行
い
ま
す
が
、
年
祝

い
の
よ
う
な
習
し
ゅ
う
ぞ
く俗

と
も
い
え
ま
す
。

［
も
ら
い
集
め
る
］
決
め
ら
れ
た
数

の
家
か
ら
、
食
べ
物
を
も
ら
い
集
め

て
、
そ
れ
を
口
に
し
ま
す
。
大
勢
の

力
を
借
り
て
、
厄
年
に
対
抗
し
よ
う

と
考
え
た
よ
う
で
す
。

［
捨
て
子
］
四
十
二
歳
の
時
に
生
ま

れ
た
子
供
は
、
形
式
的
に
一
度
捨
て

ま
し
た
。

［
赤
い
も
の
を
着
る
］
赤
は
魔ま

よ除
け

の
色
で
あ
り
、
そ
の
力
で
厄
除
け
を

行
い
ま
す
。
現
在
で
は
、
還か
ん
れ
き暦

に
赤

い
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
を
着
る
風
ふ
う
し
ゅ
う習
が

残
っ
て
い
ま
す
。

【
厄
除
祈
願
】
祈
願
料
壱
万
円

日
時　

二
〇
一
一
年
二
月
六
日（
日
）

　
　
　

十
一
時
よ
り
本
堂
に
て

※
事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
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弥
生
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戌の日涅槃会厄除祈願

1

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

金倉寺の暦

訶利帝母縁日（16日） 着帯戌の日

　

昨
今
新
聞
聞
や
テ
レ
ビ
で
、

虐
待
に
よ
っ
て
我
が
子
を
殺
し
て

し
ま
う
話
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
最

近
は
こ
ん
な
酷ひ
ど

い
親
が
い
る
の
か
、
最

近
の
若
い
親
は
、
な
ど
世
間
は
い
ろ
い
ろ

噂
を
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

　

果
た
し
て
、
今
の
お
母
さ
ん
は
昔
と

は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

確
か
に
、
環
境
な
ど
に
よ
り
母ぼ

し子
を
取

り
巻
く
状
況
は
変
わ
り
ま
し
た
。
た
だ
、

赤
ち
ゃ
ん
を
授
か
っ
た
と
わ
か
っ
た
時
、
出

産
し
た
時
の
思
い
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
は
ず

で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
我
が
子
に
手
を
か
け
て
し

ま
う
、
ど
れ
程
の
心
の
葛か
っ
と
う藤
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

一
つ
に
は
、
情
報
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
の
も
原
因
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
自
身
、
最
近
出
産
を
体

験
し
た
身
で
あ
り
ま
す
が
、
実

に
多
く
の
情
報
が
氾は
ん
ら
ん濫

し
て

い
ま
す
。
周
り
か
ら
の
情
報

に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な

く
ま
た
他
と
比
べ
る
こ

と
な
く
、
目
の
前
に

あ
る
一
つ
の
命
と
向

き
合
う
、
そ
れ
が
必
要

な
こ
と
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。


