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薬
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五
千
円

ひ
と
く
ち
法
話

『
見
え
る
人
と
見
え
な
い
人
』

　

ど
う
や
ら
、
境
内
に
怪
物
が
い
る
ら
し
い
。
そ
れ
も
小
さ
な
怪

物
、す
な
わ
ち「
ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
」略
し
て「
ポ
ケ
モ
ン
」だ
。

私
に
は
気
配
す
ら
も
感
じ
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
ス
マ
ホ
と
い
う
探

知
器
を
持
っ
て
る
人
た
ち
が
、
せ
わ
し
な
く
動
き
回
っ
て
い
る
。

　

私
に
は
見
え
な
い
も
の
が
、彼
ら
に
は
見
え
て
い
る
。
私
が「
い

な
い
」
と
言
い
張
っ
て
も
、
彼
ら
は
「
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
い
る

で
は
な
い
か
」
と
主
張
す
る
。
ど
ち
ら
が
真
実
な
の
か
？　

は
た

ま
た
、
ど
ち
ら
も
真
実
で
は
な
い
の
か
？

　
「
世せ

間け
ん

虚こ

け仮
」。
こ
の
世
は
仮
想
空
間
で
あ
る
。
日
常
の
暮
ら
し

は
夢
の
中
。
お
互
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
で
重
な
り

合
っ
て
い
る
。「
唯ゆ
い
ぶ
つ仏

是ぜ

真し
ん

」。
仏
が
真
実
を
解
く
鍵
と
な
る
。
つ

な
が
り
合
う
ご
縁
の
世
界
。
仏
と
は
何
か
。
お
互
い
を
認
め
合
う

心
。
思
い
や
る
心
。
慈
愛
の
眼ま
な

差ざ

し
。
さ
し
の
べ
る
手
と
手
。
仏

像
、
特
に
観
音
菩
薩
像
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
慈
悲
の
す
が
た
。
そ
こ

に
仏
が
見
え
て
い
る
。
お
寺
で
仏
像
を
、
そ
の
目
と
心
に
留
め
れ

ば
、
あ
な
た
と
私
、
と
も
に
仏
の
世
界
が
見
え
て
く
る
。

　
「
世
間
虚
仮　

唯
仏
是
真
」。
ど
う
や
ら
、
ポ
ケ
モ
ン
か
ら
聖
徳

太
子
の
ご
聖
語
に
た
ど
り
つ
い
た
。
果
た
し
て
、
ポ
ケ
モ
ン
も
観

音
様
の
変へ
ん

化げ

身し
ん

な
の
だ
ろ
う
か
？

　

と
こ
ろ
で
、
わ
ず
か
一
年
ほ
ど
前
に
は
確
か
「
お
坊
さ
ん
、
お

寺
で
妖
怪
が
ウ
ォ
ッ
チ
で
き
ま
す
か
」
と
よ
く
聞
か
れ
た
も
の
だ

っ
た
が
…
。

餘慶寺からのお知らせ
　薬師縁日（於　薬師堂）
　　毎月８日　午前１０時～
　　護摩供養をしています。
　　ご祈祷のお申し込みは随時納経所へお願いします。
　観音縁日（於　本堂）
　　毎月１８日　午前８時～ 
　　みんなで観音経をあげます。お経本は本堂にありますので、　
　　お気軽にお参りください。

日
常
の
仏
教
用
語
集

■
「
講こ
う
ど
う堂
」

　
　

現
在
「
講
堂
」
と
聞
く

　

と
学
校
な
ど
に
あ
る
物
を

　

思
い
出
す
方
が
多
い
と
思

　

い
ま
す
が
、
元
々
は
お
寺

　

の
建
物
で
す
。
よ
く
お
寺

　

の
建
物
で
七し
ち
ど
う堂
伽が

藍ら
ん

と
い

　

う
物
を
耳
に
し
ま
す
が
、

　

こ
の
中
の
一
つ
が
「
講
堂
」

　

で
す
。

　

説
法
を
す
る
と
こ
ろ
、
仏

　

法
の
講
義
を
す
る
と
こ
ろ

　

に
な
り
ま
す
。

■
「
往お
う

生じ
ょ
う」

　
　
「
今
回
は
往
生
し
た
よ
」、

　
「
あ
の
人
は
往
生
際
が
悪

　

い
」
な
ど
あ
ま
り
良
く
な

　

い
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
が
、

　

仏
教
で
は
現げ
ん

世せ

を
去
っ
て

　

極
楽
浄
土
に
往い

き
生
ま
れ

　

か
わ
る
こ
と
を
往
生
と
言

　

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
本

　

来
は
あ
り
が
た
い
言
葉
な

　

の
で
す
。
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期
間
限
定
の
「
さ
く
ら
カ
フ
ェ
」
は
お
菓
子
と
お
飲
み
物
の
セ
ッ
ト
で
四
百
円
で
す
。

　

三
月
二
十
日
（
月
・
祝
日
）
の
十
時
よ
り
春
の
お
彼
岸
法
要
が

餘
慶
寺
本
堂
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

お
彼
岸
は
真
西
に
太
陽
が
沈
む
こ
と
か
ら
、
極ご
く
ら
く楽

浄じ
ょ
う

土ど

に
思
い

を
は
せ
る
日
、
ご
先
祖
様
の
供
養
を
す
る
日
と
し
て
、
古い
に
し
え来

よ
り

大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
併あ
わ

せ
て
こ
の
日
は
、
現
代
に
生
き
る

私
た
ち
に
と
っ
て
、
生い
の
ち命

あ
る
も
の
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
思
い

起
こ
し
、
い
か
さ
れ
る
有
り
難
さ
を
実
感
さ
せ
る
、
報ほ
う
お
ん
し
ゃ
と
く

恩
謝
徳
（
恩

に
報む
く

い
徳
に
感
謝
す
る
）
の
日
と
し
て
、大
切
な
日
で
も
あ
り
ま
す
。

　

お
墓
参
り
・
納
骨
堂
参
り
と
併
せ
て
餘
慶
寺
へ
も
お
参
り
く
だ

さ
い
。
な
お
、
お
彼
岸
法
要
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
別
紙
「
お
彼

岸
法
要
の
ご
案
内
」
を
ご
覧
に
な
り
上
寺
山
各
院
ま
た
は
餘
慶
寺

会
館
納
経
所
へ
三
月
十
三
日
（
月
）
ま
で
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

春
の
お
彼
岸
法
要
と
桜
ま
つ
り

　
　

　

そ
し
て
四
月
に
入
り
ま
す
と
、
一
日
よ
り
八
日
に
か
け
て
「
桜
ま
つ
り
」

を
開
催
い
た
し
ま
す
。
期
間
中
、
薬
師
堂
で
は
秘
仏
薬や
く

師し

如に
ょ
ら
い来

（
国
指
定

重
要
文
化
財
）、
聖
し
ょ
う

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

（
国
指
定
重
要
文
化
財
）、
十

じ
ゅ
う

一い
ち
め
ん
か
ん

面
観
世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

（
県
指
定
重
要
文
化
財
）
な
ど
の
特
別
公
開
や
護ご

ま

き
摩
祈
祷と

う

、
境け

い
だ
い内

で
は
寺じ

庭て
い

婦
人
に
よ
る
「
さ
く
ら
カ
フ
ェ
」（
各
四
百
円
）
を
行
い
、
ま
た

本
堂
で
は
花は
な

御み

堂ど
う

の
釈し

ゃ

迦か

誕た
ん

生じ
ょ
う

仏ぶ
つ

へ
甘あ

ま
ち
ゃ茶

を
潅そ

そ

い
で
い
た
だ
け
る
よ
う
ご

用
意
し
て
い
ま
す
。
特
に
四
月
八
日
は
お
釈
迦
さ
ま
の
お
誕
生
日
で
す
。

餘
慶
寺
で
は
毎
年
、
こ
の
日
に
降ご
う
た
ん誕

会え

の
法
要
を
し
、
甘
茶
の
無
料
お
せ

っ
た
い
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

春
の
上
寺
山
へ
、
是
非
と
も
お
ま
い
り
く
だ
さ
い
。
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春
を
見
つ
け
に
上
寺
へ
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
。 特

別
寄
進
の
お
す
す
め　

大だ
い
は
ん
に
ゃ

般
若
経き
ょ
うと
天て
ん

井
じ
ょ
う

絵え

　

餘
慶
寺
本
堂
に
は
、「
大
般
若
経
」
六
百
巻
が
納
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
一
巻
ず
つ
に
お
施せ

主し
ゅ

を
募
り
、
一
口
一
万
円
の
ご
寄
進
を
お

受
け
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
八
角
堂
に
は
、「
天
井
絵
」
と
し
て
永
遠
に
枯
れ
な
い
花
々
が
お
供そ

な

え
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
堂
の
天
井
を
見
上
げ
る
と
桜さ

く
ら・

梅う
め

・
蓮は

す

・
睡す

い
れ
ん蓮

・

紫あ
じ
さ
い

陽
花
・
椿つ

ば
き・

蘭ら
ん

・
山や

ま
ぶ
き吹

な
ど
の
美
し
い
花
の
絵
が
、
極ご

く
さ
い彩

色し
ょ
くゆ

た
か
に

鏤ち
り
ばめ

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
天
井
絵
に
一
口
十
五
万
円
で
お
施
主
を
募
り
、

六
十
一
口
ご
用
意
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
残
り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

ご
先
祖
様
や
、
今
は
亡
き
大
切
な
方
へ
の
ご
供
養
の
た
め
、
ご
自
身
の

心
願
成
就
や
家
内
安
全
の
た
め
等
に
ご
志
納
い
た
だ
き
ま
す
と
、「
大
般
若

経
」
で
は
経
巻
の
裏
表
紙
に
、「
天
井
絵
」
で
は
お
花
の
描
か
れ
た
杉
板
に
、

餘
慶
寺
住
職
が
お
施
主
名
と
お
願
い
ご
と
の
墨
書
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ど
う
ぞ
皆
様
の
ご
芳
志
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
浄
財
は
、
諸
堂
修
理
な
ど
の
境け

い
だ
い内

整
備
の
た

め
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　

　

昨
年
大
晦
日
か
ら
一
月
二
日
に
か
け
て
餘
慶
寺
と
豊
原
北
島
神
社

で
「
両
詣
り
」
と
名
付
け
て
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
年

の
お
正
月
は
と
て
も
暖
か
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
例
年
に
増
し
て

お
詣
り
に
来
ら
れ
る
方
が
多
く
盛
況
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

今
回
は
特
に
薬
師
堂
に
お
け
る
護ご

ま

き
摩
祈
祷と

う

を
受
け
ら
れ
る
方
が
大

勢
お
ら
れ
ま
し
た
。
ご
祈
祷
中
、
真
剣
に
護
摩
の
火
を
見
つ
め
ら
れ

る
方
、
目
を
閉
じ
て
瞑め

い
そ
う想

さ
れ
て
い
る
方
、
一
緒
に
ご
真し

ん
ご
ん言

を
唱
え

ら
れ
て
い
る
方
…
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
で
薬や

く

師し

如に
ょ
ら
い来

様
に
願

い
を
捧
げ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ご
祈
祷
が
終
わ
っ
た
後
、
護
摩
の
火

の
温
も
り
を
身か

ら
だ体

に
感
じ
る
と
皆
様
と
て
も
良
い
顔
を
さ
れ
て
お
り
、

大
変
お
陰か

げ

を
受
け
ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
で
は
、
よ
り
お
詣
り
し
や
す
い
よ
う
に
前

回
よ
り
も
照
明
設
備
を
増
設
し
、
本
堂
を
は
じ
め
と
す
る
諸
堂
や
参

道
を
照
ら
し
出
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
両
詣
り
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
ご
尽
力
い

た
だ
き
ま
し
た
全
て
の
方
々
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後

と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

第
十
七
回
上
寺
山
両
り
ょ
う

詣ま
い

り
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
の
報
告
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毎
月
第
二
日
曜
日 

午
後
二
時
よ
り
阿
弥
陀
堂
に
て
納
骨
堂
説
明
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

編
集
後
記

　

暖
冬
と
思
わ
れ

ま
し
た
が
、
今
年
に

入
り
厳
し
い
寒
さ
と

な
り
ま
し
た
。
個
人

的
に
寒
い
の
は
苦
手

な
た
め
、
早
く
暖
か

く
な
っ
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
が
、
ウ
ィ

ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
を

楽
し
め
た
り
、
温
か

い
お
鍋
を
食
べ
ら
れ

た
り
と
寒
い
冬
な
ら

で
は
の
良
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
ね
。
ま
だ

ま
だ
寒
い
日
が
続
き

そ
う
で
す
が
、
冬
を

楽
し
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

  

餘
慶
寺
境け

い
だ
い内

紹
介

『
上
寺
の
梵ぼ
ん

鐘し
ょ
う』

　
　
「
海
こ
し
の 

ひ
び
き
や
い
づ
こ 

夕
風
の

　
　
　
　
　
　
　
　

 

た
よ
り
に
伝
ふ 

入い
り
あ
い相

の
鐘
」

 　

往お
う

古こ

よ
り
「
備
前
八
景　

上
寺
の
梵
鐘
」
と
し
て
数
々
の
短
歌
な
ど
に

詠よ

ま
れ
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

梵
鐘
の
直
径
は
二
尺
、
全
高
三
尺
一
寸
、
青
銅
製
に
て
銘め

い
ぶ
ん文

に
は

 　
「
大
日
本
国
豊
後
国　

大
分
郡
府
中
今
小
路　

惣
道
場
」

　
「
右
願
主
大
明　

台
州
府

高　

平
羊
県
陽
愛
有
」

　

元
亀
二
年
七
月
十
三
日

 

の
文
字
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

安
政
二
年
備
前
国
内
寺
院
の
梵
鐘
を
使
い
大
砲
を
鋳

ち
ゅ
う

造ぞ
う

し
た
時
、
こ
の

銘
文
に
よ
り
明
人
寄
進
の
名
鐘
に
て
難
を
免
れ
た
そ
う
で
す
。

　

現
在
で
も
日
没
に
あ
わ
せ
て
毎
日
梵
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。

夕
暮
れ
時
に
耳
を
澄
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
上
寺
の
梵
鐘
の
鐘
の
音
が
、
響

い
て
い
ま
す
。

今
後
の
予
定

☆
『
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
法
（
そ
の
二
）』 　

    　

  

三
月
四
日
（
土
）

　
　
　
　
　

講
師　

恵
亮
院
住
職　
　
　
　
　
　

土
井
内
祐
真
師

☆『
閑
谷
学
校
と
論
語
』　                     

三
月
十
二
日
（
日
）

　
　
　
　
　

講
師　

岡
山
県
青
少
年
教
育
セ
ン
タ
ー
閑
谷
学
校
所
長

　 

　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

徳
光
泰
弘
先
生

☆『
お
経
に
親
し
む（
四
）』　　　　　　　　　　　
四
月
十
六
日（
日
）

　
　
　
　
　

講
師　

恵
亮
院
名
誉
住
職　
　
　
　
　

横
野
祐
彰
師

☆『
北
大
路
魯
山
人
の
料
理
』　　
　
　
　
　
　

四
月
二
十
二
日（
土
）

　
　
　
　
　

講
師　

瀬
戸
内
市
立
美
術
館
学
芸
員　
関　

洋
平
先
生

☆『
仏
像
の
見
方
』　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
五
月
十
四
日（
日
）

　
　
　
　
　

講
師　

定
光
院
・
円
乘
院
住
職　
　
　

西
野
祐
誠
師

☆『
日
本
刀
製
作
に
使
わ
れ
る
材
料
に
つ
い
て
』五
月
二
十
七
日（
日
）

　
　
　
　
　

講
師　
備
前
長
船
刀
剣
博
物
館 

装
剣
金
工
師 

木
下
宗
風
先
生

※
ど
な
た
で
も
聴
講
可
能
で
す
。（
無
料
）

　

お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

  

よ
け
い
じ
寺
子
屋
だ
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
場　

餘
慶
寺
会
館
（
十
四
時
〜
）

　

寺
子
屋
写
真
館


