
本
堂
の
縁
側
か
ら
境
内
を
眺
め
る
と

心
が
穏
や
か
に
な
っ
て
く
る

　

本
堂
の
左
隅
に
、
参
詣
者
を
見
守
る
よ
う

に
立
っ
て
い
る
二
つ
の
像
が
あ
り
ま
し
た
。
ご

住
職
に
お
聞
き
す
る
と
、
七
歳
と
二
歳
の
時

の
聖
徳
太
子
像
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
文
化
財
に
は
指
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

七
歳
の
時
の
木
像
は
江
戸
時
代
の
文
書
に
よ

る
と
、
聖
徳
太
子
ご
自
作
と
書
い
て
あ
り
ま

す
。
お
像
の
形
を
見
る
と
飛
鳥
仏
に
近
い
の

で
、
も
し
か
し
た
ら
そ
う
な
の
か
も
し
れ
な

い
と
、
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
僧
侶
が
、
聖
徳
太
子
の
ご
自

作
で
あ
っ
た
ら
い
い
な
、
と
い
う
思
い
か
ら
文

書
に
記
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

と
話
す
ご
住
職
。
お
像
の
前
に
立
ち
、

「
聖
徳
太
子
が
作
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」

と
思
い
な
が
ら
見
る
の
も
感
慨
深
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

海
龍
王
寺
の
本
堂
か
ら
見
る
景
色
は
、

創
建
当
初
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
そ

う
で
、
そ
の
雰
囲
気
を
求
め
て
参
詣
に
来
る

人
も
少
な
く
な
い
そ
う
で
す
。

　
「
東
金
堂
跡
の
横
に
大
き
な
楠
く
す
の
きが
あ
り
ま

し
て
、
風
が
吹
い
て
木
々
が
揺
れ
る
と『
ザ

ー
ッ
』
と
い
う
音
が
し
て
、
何
故
か
波
の
音

に
聞
こ
え
る
時
が
あ
る
ん
で
す
。
本
堂
の
縁

側
に
座
っ
て
そ
の
音
を
聞
い
て
い
る
と
、
時

間
が
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て
い
く
時
間
を
感
じ

て
い
た
だ
け
ま
す
。
心
を
鎮し
ず

め
に
来
ま
し
た

と
か
、
心
を
休
め
に
来
ま
し
た
、
と
お
っ
し

ゃ
る
方
々
が
お
ら
れ
ま
す
」

　

確
か
に
、
本
堂
か
ら
境
内
を
眺
め
て
い
る

と
、
時
間
が
止
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
、
心
が

穏
や
か
に
な
っ
て
く
る
気
が
し
ま
し
た
。

海龍王寺
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近鉄奈良駅より大和西大寺行きバスで
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季
節
の
供
養
膳

「
自じ

ね

ん

じ

ょ

然
薯
の
お
吸
い
物
」

自
然
薯
は
、
古
く
か
ら
体
を
健
や
か
に
保
つ
食
材
と
し
て
知
ら
れ
、
広
く
親
し
ま
れ
て
き

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
生
で
も
食
べ
ら
れ
ま
す
が
、
温
か
な
お
吸
い
物
仕
立
て
も
い
い
も
の

で
す
。
寒
い
冬
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
春
へ
と
移
ろ
う
季
節
の
狭
間
、
滋
養
に
富
ん
だ
旬
の

自
然
薯
料
理
を
お
供
え
し
、
ご
先
祖
様
と
共
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

毛げ

』
や
、
浮
世
絵
師
・
歌
川
広
重
が
『
東
海
道

五
十
三
次
』
で
描
い
た
『
鞠ま
り
こ
じ
ゅ
く

子
宿
』
に
は
、
旅

人
が
『
麦
と
ろ
』
を
食
べ
る
様
子
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
昔
の
旅
人
が
峠
を
越
え
る
前
に
精
を

つ
け
た
り
、
越
え
て
き
た
あ
と
の
疲
労
回
復
と

し
て
『
と
ろ
ろ
汁
』
を
口
に
す
る
こ
と
は
、
実

に
理
に
叶
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

自
然
薯
の
旬
は
地
域
に
よ
っ
て
も
異
な
り

ま
す
が
、
お
よ
そ
11
月
か
ら
翌
年
２
月
頃
が
目

安
。
お
正
月
か
ら
春
に
か
け
て
供
さ
れ
る
こ
と

の
多
い
食
材
で
、
す
り
お
ろ
し
て
か
ら
火
を
通

す
と
、
お
餅
の
よ
う
な
食
感
が
楽
し
め
ま
す
。

　

お
吸
い
物
に
仕
立
て
る
時
は
、
出
汁
に
落
と

し
た
ら
、
軽
く
温
め
る
く
ら
い
に
火
を
通
す
の

が
コ
ツ
で
す
。

　

故
人
、
ご
先
祖
様
に
も
お
供
え
し
、
共
に
旬

を
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

自じ
ね
ん
じ
ょ

然
薯
は
自じ
ね
ん
じ
ょ
う

然
生
と
も
呼
ば
れ
、
平
安
時

代
末
期
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
説
話
集

『
今
昔
物
語
集
』巻
26
第
17
話
に
も
記
述
が
あ

る
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
山

間
部
に
自
生
し
、
日
本
人
に
親
し
ま
れ
て
き

た
食
材
で
す
。

　

生
で
食
べ
ら
れ
る
同
系
の
ヤ
マ
ノ
イ
モ
科

と
し
て
、
長な
が
い
も芋
や
大や
ま
と
い
も

和
芋
（
銀い
ち
ょ
う
い
も

杏
芋
）
な
ど

も
あ
り
ま
す
が
、
自
然
薯
は
風
味
豊
か
で
味

も
濃
く
、
な
め
ら
か
な
食
感
と
、
強
い
粘
り

が
特
徴
で
す
。

　

ま
た
『
山
や
ま
う
な
ぎ鰻
』
の
別
称
も
あ
る
ほ
ど
栄
養

価
も
高
く
、
滋
養
強
壮
、
虚
弱
体
質
改
善
、

食
欲
増
進
な
ど
優
れ
た
効
果
が
あ
る
と
さ
れ

ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
江
戸
時
代
の
戯げ
さ
く
し
ゃ

作
者
・
十じ
っ
ぺ
ん返

舎し
ゃ

一い
っ
く九

が
著
し
た
滑こ
っ
け
い
ぼ
ん

稽
本
『
東
と
う
か
い
ど
う
ち
ゅ
う

海
道
中
膝ひ
ざ
く
り栗

滋
養
に
富
む
旬
の
自
然
薯
を
、
故
人
と
一
緒
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う

三
月
の
特
別
公
開
に
は
、
奈
良
国
立

博
物
館
出
陳
の
文
化
財
を
公
開

　

三
月
二
十
三
日
か
ら
四
月
七
日
と
、
五

月
一
日
か
ら
九
日
に
海
龍
王
寺
で
は
特
別
公

開
を
行
な
い
ま
す
。
そ
の
時
は
、
平
素
は

幕
が
か
か
っ
て
い
る
十
一
面
観
音
像
の
幕
を

外
す
の
で
、
全
身
を
拝
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。

ま
た
、
光
明
皇
后
が
父
・
藤ふ
じ
わ
ら原
不ふ

ひ

と
比
等
と
、

母
・
県
あ
が
た
の
い
ぬ
か
い
の
た
ち
ば
な
の
み
ち
よ

犬
養
橘
三
千
代
の
た
め
に
書
写
さ
せ

た
と
伝
わ
る
自じ
ざ
い
お
う

在
王
菩ぼ
さ
つ薩
経
や
隅
寺
心
経

な
ど
も
、
出
陳
し
て
い
る
奈
良
国
立
博
物

館
か
ら
戻
る
の
で
、
拝
観
出
来
ま
す
。

　
「
海
龍
王
寺
に
来
た
ら
、
是
非
お
声
を
か

け
て
下
さ
い
。
大
野
屋
ニ
ュ
ー
ス
を
見
ま
し

た
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
頂
け
れ
ば
共
通
の
話

題
も
出
来
ま
す
。
せ
っ
か
く
お
越
し
頂
い
た

の
に
お
話
も
出
来
な
い
の
は
残
念
な
気
が
し

ま
す
の
で
」

　

と
、
穏
や
か
な
笑
顔
で
話
す
ご
住
職
。

お
越
し
に
な
る
日
時
を
前
も
っ
て
お
知
ら
せ

頂
い
た
ら
幸
い
で
す
、
と
も
話
し
て
い
ま
し

た
。

　

奈
良
時
代
よ
り
、
ほ
ぼ
変
わ
ら
ぬ
姿
を

留
め
て
い
る
海
龍
王
寺
。
喪
失
し
た
東と
う
こ
ん金

堂ど
う
あ
と跡
が
移
り
行
く
時
代
の
儚
は
か
な
さ
、
侘わ
び

び
し

さ
を
、
い
っ
そ
う
深
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ま
し
た
。

二歳の聖徳太子立像 七歳の聖徳太子立像

料理スタイリング：Mietchi Cuisine ／ Photo：ODDAdesign

自然薯の食べ方としてもっともポピュラーなのが『麦とろ』
です。自然薯は消化酵素・アミラーゼを多く含み、米などの
でんぷんを含む食材の消化を助けてくれる働きもあります。
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■法華寺
王寺王寺

寺門勅額（国・重文）

　
海
の
安
全
を
願
い
、
平
成
十
六
年
か

ら
復
興
し
た
法
要
で
す
。
も
と
も
と
は

海
龍
王
寺
に
縁
の
あ
る
海
の
海
水
を
お

寺
に
送
っ
て
も
ら
い
、
皆
さ
ん
と
一
緒

に
拝
ん
で
頂
い
て
い
ま
し
た
が
、
東
日

本
大
震
災
以
降
は
、
宮
城
県
石
巻
市
や

福
島
県
相
馬
市
の
被
災
地
の
海
水
も
壇

に
安
置
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
四
月
十
八
日
の
午
後
三
時
か

ら
、
四
つ
の
海
の
安
穏
を
願
い
、
祈
願

法
要
が
行
わ
れ
ま
す
。

「自然薯のお吸い物」
Recipe
【材　料】２人分
自然薯200g、だし汁400ml
酒大さじ１、薄口醤油小さじ１、塩ふたつまみ
三つ葉、柚子各適量

【作り方】調理時間：30分
１．自然薯は皮を剥かず、ひげ根を火で炙って取り除き
タワシなどで汚れを落として水洗いする。
２．自然薯をおろし金ですりおろす。
すり鉢に入れてすりこぎで粘りが出るまでよくする。
３．鍋にだし汁を入れて、火にかけ温める。酒、薄口醤油、塩

で味を調える。
	 ひと煮立ちさせて、火を少し弱める。すりおろした自然薯

をスプーンですくい入れる。
	 軽く火を通す程度にサッと煮る。							
４．３を椀に盛りつけ、三つ葉と柚子を添える。

海
の
安
穏
を
祈
る

四し
か
い
あ
ん
の
ん
き
が
ん
ほ
う
よ
う

海
安
穏
祈
願
法
要

45


