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薬
師
護
摩
祈
祷　

護
摩
木
三
百
円　

木
札
授
与
三
千
円
／
五
千
円

ひ
と
く
ち
法
話

『
院
』

　

新
し
い
住
職
が
お
寺
に
入
る
こ
と
を
「
入
院
」、

辞
職
す
る
こ
と
を
「
退
院
」
と
い
い
ま
す
と
「
え
っ
」

と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。
現
代
で
は
病
院
関
係
の
用
語

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
入
院
」「
退
院
」
で
す
が
、「
院
」
は
本
来
は

お
寺
を
指
す
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
。
今
で
も
新
住
職
に
な
る
こ
と
を

入に
ゅ
う
ざ
ん
 

山
や
入に

ゅ
う
じ寺

と
言
う
ほ
か
に
入
院
と
も
言
っ
て
お
り
ま
す
。

　

お
寺
は
も
と
も
と
山
に
あ
り
ま
し
て
○
○
山
と
称
し
、
世
間
に
あ

っ
て
は
世
俗
を
離
れ
て
垣
で
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
○
○
院
と
い

う
よ
う
に
山
も
院
も
本
寺
の
称
号
で
あ
る
こ
と
が
納
得
で
き
る
で
し

ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
昔
、
四
天
王
寺
に
悲ひ

で
ん
い
ん

田
院
や
施せ

ら
く
い
ん
 

楽
院
が
開
か
れ
た
の
で

す
が
、
こ
れ
は
病
院
の
元
祖
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
安

時
代
に
は
勧か

ん
が
く
い
ん

学
院
と
い
う
学
校
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
院
と

つ
く
も
の
は
寺
院
か
ら
発
祥
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

で
し
ょ
う
。

　

天
皇
が
退
位
後
、
出
家
し
て
住
む
御ご

し
ょ
 

所
を
敬
っ
て
院
と
呼こ

し
ょ
う
 

称
す

る
よ
う
に
な
り
、
天
皇
自
身
も
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
順
に
皇
族
か

ら
大
名
に
こ
の
院
号
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
の

戒か
い
み
ょ
う
 

名
、
法ほ

う
み
ょ
う
 

名
の
上
に
つ
く
院
号
は
こ
の
院
号
の
諡お

く
り
な
 

名
に
由
来
し
て
い

ま
す
。

　

院
は
俗
世
を
離
れ
た
尊
い
人
を
も
表
す
言
葉
で
す
。
院
と
つ
く
場

所
で
業
御
を
営
む
者
は
欲
を
離
れ
、
世
の
た
め
人
の
た
め
尽
く
す
こ

と
が
肝
要
で
す
。
病
院
や
学
院
で
働
く
先
生
に
も
寺
院
に
在
る
者
同

様
頑
張
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

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

■
「
億お
っ
く
う
 
劫
」

　

劫こ
う

と
は
仏
教
に
お
い
て

非
常
に
長
い
時
間
を
表
す
。

億
劫
と
は
、
そ
の
劫
の

一
億
倍
で
あ
る
の
で
気
の

遠
く
な
る
時
間
と
な
る
。

　

そ
こ
か
ら
、「
や
る
気
が

な
く
な
る
」
と
い
う
意
味

で
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
。

■
「
高こ
う
ざ座
」

　

現
在
で
は
寄
席
の
舞
台

を
指
す
が
、
も
と
も
と
は

講
堂
で
説
法
を
す
る
僧
侶

が
座
る
席
の
こ
と
。
一
段

高
く
作
ら
れ
て
い
た
た
め

こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
。

題字　第241世天台座主　玄深師（恵亮院蔵）



 
餘慶寺だより  積 善　　第 61 号 (2)平成 30 年 2 月発行

中国観音霊場会ホームページ　http://www.kannon.org/

　
　
　
　

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
一
日
（
水
・
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
じ
ょ
う
ど
 

楽
浄
土
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
、
神
仏

へ
の
感
謝
、
天
地
へ
の
感
謝
、
ご
先
祖
様
へ
の
感
謝
、
両
親
へ
の

感
謝
、
家
族
、
先
生
、
友
人
、
ペ
ッ
ト
、
…
す
べ
て
の
生
き
と
し

生
け
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
、
絆
を
確
か
め
合
う
日
で
も
あ
り
ま
す
。

　

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
春
の
お
彼
岸
に
日
に
、
お

墓
参
り
・
納
骨
堂
参
り
と
併

せ
て
餘
慶
寺
へ
も
お
誘
い
合

わ
せ
の
上
お
参
り
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
お
彼
岸
法
要
で
ご

供
養
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は

別
紙
「
お
彼
岸
法
要
の
ご
案

内
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
上

寺
山
各
院
ま
た
は
餘
慶
寺
会

館
納
経
所
へ
三
月
十
三
日

（
火
）
ま
で
に
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

春
の
餘
慶
寺
お
彼
岸
法
要

　

四
月
一
日
（
日
）
よ
り
八
日
（
日
）
に
か
け
て
「
桜
ま
つ
り
」
を
餘
慶

寺
境
内
に
お
い
て
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

期
間
中
、
薬
師
堂
で
は
秘
仏
薬や

く
し
に
ょ
ら
い

師
如
来
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）、

聖し
ょ
う
か
ん
ぜ
お
ん

観
世
音
菩ぼ
さ
つ薩
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）、
十じ
ゅ
う
い
ち
め
ん
か
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ

一
面
観
世
音
菩
薩
（
県
指

定
重
要
文
化
財
）
な
ど
の
特
別
公
開
や
護ご

ま
き
と
う
 

摩
祈
祷
、
本
堂
で
は
花は
な
み
ど
う
 

御
堂
の

釈し
ゃ
か
た
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

迦
誕
生
仏
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
。

ま
た
、
境け

い
だ
い
 
内
で
は
例
年
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
寺じ
て
い
 
庭
婦
人
に
よ
る

「
さ
く
ら
カ
フ
ェ
」（
各
四
百
円
）
を
行
い
ま
す
。

　

特
に
四
月
八
日
（
日
）
は
お
釈
迦
さ
ま
の
お
誕
生
日
で
す
。
餘
慶
寺
で

は
毎
年
、
こ
の
日
の
八
時
よ
り
降ご

う
た
ん
え

誕
会
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
参
り
く
だ
さ
い
。

桜
ま
つ
り
の
ご
案
内
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春
を
見
つ
け
に
上
寺
へ
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
。 　

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
し
ゅ
 
主
を
募
り
、
一
口
一
万
円
の

ご
寄
進
を
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
。

　

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
、
経
巻
の
裏
表
紙
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
。

特
別
寄
進
の
お
す
す
め　

大だ
い
は
ん
に
ゃ
き
ょ
う
 

般
若
経

　

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

「
両り

ょ
う
ま
い詣
り
」
と
名
付
け
て
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
年
の
お
正

月
も
暖
か
く
な
り
、
ま
た
天
候
に
も
恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
例
年
以
上

に
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
。

　

大
晦
日
の
日
は
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
や
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
風
船
あ
げ
、

大
根
煮
と
甘
酒
の
お
接
待
や
除
夜
の
鐘
つ
き
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
楽
し
ま
れ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

元
日
、
二
日
は
薬
師
堂
に
お
け
る
護ご

ま
き
と
う
 

摩
祈
祷
を
受
け
ら
れ
る
方
が
大
勢

お
ら
れ
ま
し
た
。
祈
祷
を
受
け
ら
れ
た
方
ひ
と
り
ひ
と
り
が
大
変
お
陰か

げ
 を

受
け
ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
八
角
堂
に
お
け
る
楊

や
な
ぎ
か
ん
じ
ょ
う

潅
頂
も
好
評
で
、

昨
年
の
お
守
り
カ
ー
ド
を
納
め
、
今
年
の
も
の
を
い
た
だ
く
方
が
年
々
増

え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
回か

い
ろ
う廊
に
お
き
ま
し
て
は
新
年
の
授じ
ゅ
よ
ひ
ん
 

与
品
を

求
め
て
大
勢
の
方
が
立
ち
止
ま
り
、
お
み
く
じ
や
各
種
縁え

ん

起ぎ
も
の物
を
求
め
ら

れ
て
い
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
ご
協

力
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

第
十
八
回
上
寺
山
両り

ょ
う
ま
い
詣
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

　

今
号
の
積
善
を

作
成
し
始
め
た
時

は
年
の
初
め
で
し

た
が
、
気
付
け
ば

春
が
そ
こ
ま
で
迫

っ
て
き
ま
し
た
。

餘
慶
寺
も
春
彼
岸

会
や
花
ま
つ
り
な

ど
の
行
事
や
お
花

見
な
ど
こ
れ
か
ら

さ
ら
に
賑
や
か
に

な
る
季
節
と
な
り

ま
す
。
皆
様
お
誘

い
合
わ
せ
の
上
、

お
参
り
く
だ
さ
い

ね
。

  
餘
慶
寺
境け

い
だ
い内
紹
介

『
石い
し
だ
た
み

 

畳
』

　

本
堂
前
か
ら
薬
師
堂
に
向
け
て
、
ま
た
八
角
堂
、
三
さ
ん
じ
ゅ
う
の
と
う
 

重
塔
、
日ひ
よ
し
し
ゃ
 

吉
社
、

愛あ
た
ご
し
ゃ

宕
社
に
向
け
て
、
境
内
に
石
畳
が
敷
か
れ
た
の
は
、
平
成
二
十
四

年
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

以
前
は
、
雨
が
降
れ
ば
ぬ
か
る
ん
で
、
歩
む
の
に
い
さ
さ
か
難
儀
し

て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
石
畳
の
お
陰
で
、
天
候
に
関
係
な
く
、
諸
堂

を
お
ま
い
り
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

　

あ
る
日
の
夕
刻
、
本
堂
よ
り
境
内
を
眺
め
て
い
る
と
、「
遊ゆ

う
け
い
 
慶
の
庭
」

に
夕
陽
が
差
し
込
み
、
薬
師
堂
へ
向
か
う
石
畳
を
あ
た
た
か
く
照
ら
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
風
景
は
、
み
ほ
と
け
様
が
「
救
い
の
道
は
、
こ
こ

に
あ
り
」
と
、
私
た
ち
を
導
か
れ

て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

実
際
に
歩
を
進
め
て
み
て
下
さ

い
。
薬
師
堂
へ
近
づ
く
に
し
た
が

っ
て
、
見
え
な
い
糸
で
た
ぐ
り
よ

せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
神
仏
の

ご
加か

ご
 
護
を
全
身
に
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
、
そ
ん
な
石
畳
で
あ
り
ま

す
。

今
後
の
予
定

☆
『
お
葬
式
の
は
な
し
』　 

　
三
月
十
七
日
（
土
）

　
　
　
　

講
師　

本
乗
院
住
職 

小
林
周
伸
師

☆
『
展
覧
会
の
つ
く
り
方
―
企
画
の
発
想
―
』  

四
月
二
十
一
日（
土
）

　
　
　
　

講
師　

瀬
戸
内
市
立
美
術
館
学
芸
員 

関 

洋
平 

先
生

☆
『
晋
山
式
を
終
え
て
思
う
こ
と
』 

四
月
三
十
日
（
月
・
祝
）

　
　
　
　

講
師　

明
王
院
住
職 

岡
本
昌
幸
師

☆
『
座
禅
体
験
』 

 

五
月
十
二
日
（
土
）

　
　
　
　

講
師　

定
光
院
副
住
職 

山
内
僧
侶

☆
『
釈
尊
の
生
涯
③ 

十
大
弟
子
に
つ
い
て
』 

 

五
月
十
九
日
（
土
）

　
　
　
　

講
師　

定
光
院
副
住
職 

西
野
祐
聖
師

☆
『
餘
慶
寺
の
絵
画
に
つ
い
て
―
涅
槃
図
を
中
心
に
―
』 

六
月
十
日
（
日
）

　
　
　
　

講
師　

笠
岡
市
立
竹
喬
美
術
館
学
芸
員  

松
島 

千
穂 

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
。

　
寺
子
屋
写
真
館

  

よ
け
い
じ
寺
子
屋
だ
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
場
　
餘
慶
寺
会
館
（
十
四
時
〜
）


