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駄

馬

の

歩

み

あ
け
ま
し
て

 
 
 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

毎
年
、
年
頭
の
お
話
に
は
、
干
支

に
ち
な
む
も
の
を
考
え
る
の
で
す

が
、
今

年

は

午
（
馬
）
歳

で

す

か

ら
、
す
ぐ
に
「
馬
頭
観
音
」
と
い
う

観
音
様
が
思
い
浮
か
び
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
、
昨
年
秋
の
四
国
歩
き
遍

路
で
最
後
に
お
参
り
し
た
本
山
寺
の

本
尊
様
が
馬
頭
観
音
で
し
た
。
な
に

し
ろ
、
馬
頭
観
音
を
本
尊
様
に
す
る

お
寺
は
全
国
的
に
も
数
が
少
な
く
、

関
東
で
は

秩
父
霊
場

の

橋

立

寺
、
関

西

で
は
西
国

霊
場
の
松

尾

寺
、
そ

し
て
四
国
七
十
番
札
所
本
山
寺
な
ど

が
有
名
な
所
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
一

つ
に
、
昨
年
歩
き
遍
路
で
お
参
り
し

た
の
で
す
、
自
動
車
な
ら
少
し
時
間

が
あ
る
か
ら
次
の
札
所
ま
で
と
欲

張
っ
て
も
、
難
な
く
行
け
ま
す
が
、

な
に
し
ろ
歩
き
で
す
か
ら
、
ち
ょ
う

ど
最
後
が
馬
頭
観
音
を
祀
る
本
山
寺

に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
き
っ
と
何

か
の
ご
縁
に
ち
が
い
な
い
。
縁
だ
け

に
、
今
年
は
縁
起
が
い
い
か
も
し
れ

な
い
と
、
こ
っ
そ
り
ほ
く
そ
笑
ん
で

い
ま
す
。

■
馬
頭
の
民
間
信
仰

馬
頭
観
音
は
、
お
寺
の
本
尊
様
と

し
て
お
会
い
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
こ

そ
遍
路
道
を
歩
い
て
い
る
途
中
に
よ

く
お
会
い
し
ま
す
。
そ
れ
も
、
集
落

の
入
り
口
や
出
口
の
あ
た
り
、
つ
ま

り
集
落
か
ら
見
れ
ば
村
は
ず
れ
に
、

「
馬
頭
」
と
二
文
字
だ
け
彫
っ
た
石

塔
が
建
っ
て
い
た
り
、
「
馬
頭
観

音
」
と
彫
ら
れ
た
も
の
も
目
に
し
ま

す
。と

は
い
え
、
こ
れ
ら
の
馬
頭
観
音

は
、
そ
の
名
前
か
ら
、
日
本
の
民
間

信
仰
と
し
て
人
々
の
間
に
広
ま
り
、

牛
馬
や
家
畜
の
守
り
本
尊
と
し
て
祀

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
牛
馬
の
無
病

息
災
を
願
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
ま

た
、
馬
と
共
に
道
中
を
行
き
か
う

人
々
に
と
っ
て
は
、
道
中
の
安
全
を

祈
っ
て
の
も
の
だ
っ
た
り
、
生
活
を

と
も
に
し
た
馬
が
亡
く
な
っ
た
後
、

そ
の
冥
福
を
祈
る
も
の
と
し
て
建
て

ら
れ
た
り
し
た
よ
う
で
す
。

■
忿
怒
の
観
音
さ
ま

そ
の
よ
う
な
日
本
の
民
間
信
仰
と

な
る
以
前
か
ら
、
仏
教
の
菩
薩
と
し

て
馬
頭
観
音
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。馬

が
絶
え
ず
草
を
食
べ
て
い
る
ほ

ど
大
食
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
馬
頭
観
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音
は
私
た
ち
の
煩
悩
を
食
い
尽
く
し

て
、
私
た
ち
を
煩
悩
か
ら
解
放
し
て

く
だ
さ
る
仏
教
の
仏
さ
ま
と
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
駆
け

る
こ
と
の
得
意
な
馬
で
す
か
ら
、
四

方
八
方
駆
け
巡
っ
て
、
た
く
さ
ん
の

人
々
を
救
っ
て
く
だ
さ
る
と
も
言
わ

れ
ま
す
。

そ
の
お
姿
は
、
尽
き
る
こ
と
の
な

い
煩
悩
を
滅
ぼ
す
こ
と
の
困
難
さ
を

表
す
か
の
よ
う
に
、
忿
怒
の
お
顔
を

さ
れ
、
頭
の
上
に
は
馬
の
顔
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
馬
頭
と
い
う
の
で

す
か
ら
、
一
般
的
に
は
頭
に
馬
の
お

顔
で
す
が
、
千
葉
県
に
は
観
音
様
が

馬
に
乗
っ
た
姿
を
し
た
馬
頭
観
音
が

あ
る
そ
う
で
す
か
ら
、
ド
ラ
イ
ブ
の

折
に
で
も
探
し
て
み
て
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。

馬
頭
観
音
が
日
本
の
民
間
信
仰
と

な
っ
て
身

近
な
も
の

に
な
る
よ

う

に
、
か

つ
て
馬
は

農
耕
に
使

わ
れ
た
り
、
人
や
物
の
運
搬
に
使
わ

れ
た
り
と
、
日
本
人
の
生
活
に
欠
か

せ
な
い
物
で
し
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ

か
ら
も
、
お
盆
の
お
飾
り
に
牛
と
馬

が
使
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
最
近
は
、
競
馬
や
乗
馬
ク
ラ
ブ

や
観
光
地
の
遊
覧
馬
車
ぐ
ら
い
で
し

か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
変

わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

■
禅
語
の
中
の
馬

そ
ん
な
身
近
だ
っ
た
馬
で
す
か

ら
、
も
ち
ろ
ん
禅
の
言
葉
の
中
に
も

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
一
つ
に
、
「
良
馬

り
ょ
う
め

鞭む
ち

を

窺
う
か
が

う

も
、
已す

で

に
遅
八
刻

ち
は
っ
こ
く

」
と
い
う
禅
語
が

あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
馬
は
、
お
そ
ら

く
軍
馬
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
生
死
を
賭
し
て
の
戦
場
で
、
こ

の
と
き
と
ば
か
り
に
駆
け
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
時
に
、
馬
に
鞭
を
あ

て
ま
す
。
馬
の
良
し
あ
し
の
一
つ

は
、
そ
の
時
の
反
応
で
す
。
駄
馬
は

尻
を
叩
か
れ
て
よ
う
や
く
走
り
出
し

ま

す

が
、

良

い

馬

は
、
鞭

が

振
り
上
げ

ら
れ
る
と

同

時

に
、

あ
る
い
は
鞭
が
動
き
始
め
る
か
始
め

な
い
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
駆
け
出
す

の
だ
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
鞭
が

振
り
上
げ
ら
れ
る
と
同
時
に
走
り
出

す
よ
う
な
良
馬
で
も
、
ま
だ
ま
だ
遅

い
、
そ
れ
も
八
刻
も
遅
い
と
い
う
の

で
す
。
ち
な
み
に
、
八
刻
が
ど
れ
ぐ

ら
い
の
時
間
か
気
に
な
る
方
の
た
め

に
調
べ
て
み
ま
し
た
。
こ
の
禅
語
は

中
国
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
か

ら
、
一
日
を
一
〇
〇
刻
と
し
た
時
間

の
単
位
を
使
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

一
刻
約
十
四
分
半
と
し
て
、
八
刻
は

お
よ
そ
二
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
と
に
か
く
、
遅
八
刻
と
い
っ

た
ら
、
と
ん
で
も
な
く
機
を
逸
し
て

い
て
、
そ
れ
が
鞭
の
先
端
が
び
く
り

と
動
い
た
と
同
時
に
駆
け
出
す
良
馬

で
さ
え
も
遅
八
刻
な
わ
け
で
、
俊
敏

な
動
き
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で



圓福寺報                                第６４号

4

す
。そ

し
て
、
禅
語
で
す
か
ら
、
当
然

修
行
僧
に
対
し
て
語
っ
た
わ
け
で
、

禅
宗
の
坊
さ
ん
だ
っ
た
ら
そ
れ
ぐ
ら

い
の
素
早
い
反
応
、
素
早
い
対
応
が

で
き
な
か
っ
た
ら
い
け
な
い
と
、
厳

し
い
師
匠
は
言
い
た
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
な
に
や
ら
、
忿
怒
の
お
顔

の
馬
頭
観
音
を
思
い
出
す
よ
う
な
厳

し
さ
で
す
。

■
雨
受
け
の
タ
ガ

昔
、
ボ
ロ
寺
に
和
尚
さ
ん
と
小
僧

が
二
人
住
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
圓

福
寺
も
、
昨
年
の
大
嵐
の
時
に
は
、

本
堂
の
屋
根
か
ら
雨
漏
り
し
て
い
る

と
見
え
て
、
天
井
に
ボ
タ
ン
ボ
タ
ン

と
音
が
し
て
、
つ
い
に
廊
下
に
ま
で

落
ち
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
ボ
ロ
寺

も
同
じ
よ
う
に
雨

が
降
る
と
雨
漏
り

が
す
る
よ
う
で
し

た
。あ

る
雨
の
日
、

朝
の
お
勤
め
を
し

て
い
る
と
、
畳
の

上
に
、
ボ
タ
ン
ボ
タ
ン
と
雨
漏
り
が

始
ま
り
ま
し
た
。
板
の
間
な
ら
と
も

か
く
、
畳
の
上
に
落
ち
て
来
た
の
で

は
大
変
だ
と
、
あ
わ
て
て
和
尚
さ
ん

が
何
か
雨
漏
り
を
受
け
る
も
の
を

持
っ
て
来
な
さ
い
と
小
僧
さ
ん
に
言

い
ま
し
た
。
は
ー
い
と
二
人
の
小
僧

さ
ん
は
走
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
人

は
、
台
所
に
行
け
ば
桶
で
も
あ
る
と

思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
え
ば
昨

日
近
所
の
お
ば
あ
さ
ん
が
庭
で
と
れ

た
お
花
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
き
て
、

桶
は
花
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
な
あ
。

今
度
は
バ
ケ
ツ
を
と
思
っ
て
井
戸
端

に
行
く
と
、
昨
日
か
ら
水
に
付
け
た

洗
濯
物
が
そ
の
ま
ま
な
の
に
気
づ
く

始
末
。
そ
ん
な
こ
ん
な
で
な
か
な
か

適
当
な
も
の
を
見
つ
け
ら
れ
ず
に
右

往
左
往
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
も
う
一
人
の
小
僧
さ
ん

は
、
雨
漏
り
が
畳
に
落
ち
て
き
て
、

こ
れ
は
大
変
と
ば
か
り
、
本
堂
の
裏

に
駆
け
て
行
っ
て
、
し
ば
ら
く
使
わ

ず
に
置
い
て
あ
っ
た
樽
を
つ
か
む
と

急
い
で
本
堂
に
戻
っ
て
い
き
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
し
ば
ら
く
使
っ
て

い

な

い

樽

は
、
途

中

で

空
中
分
解
し

て
タ
ガ
だ
け

に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
小
僧
さ
ん

は
、
本
堂
の
和
尚
さ
ん
の
と
こ
ろ
に

タ
ガ
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
樽
、

つ
ま
り
は
タ
ガ
だ
け
を
差
し
出
し
ま

し
た
。
す
る
と
、
和
尚
さ
ん
、
樽
の

タ
ガ
を
受
け
取
る
と
、
雨
漏
り
の
す

る
畳
の
上
に
置
い
て
、
何
事
も
な

か
っ
た
よ
う
に
お
経
の
続
き
を
読
み

始
め
た
の
だ
そ
う
で
す
。

さ
て
、
台
所
に
行
っ
た
り
井
戸
端

に
行
っ
た
り
と
右
往
左
往
し
て
い
た

小
僧
さ
ん
は
、
よ
う
や
く
風
呂
場
に

行
っ
て
タ
ラ
イ
を
持
っ
て
本
堂
に

戻
っ
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
お
経

を

読

ん

で

い

た

和

尚

さ

ん

が
、

「
遅
ー
い
！
」
と
大
喝
一
声
し
て
叱

り
つ
け
ま
し
た
。

普
通
に
考
え
た
ら
、
雨
漏
り
を
受

け
る
こ
と
の
で
き
な
い
タ
ガ
を
持
っ

て
い
っ
た
小
僧
さ
ん
が
叱
ら
れ
ず

に
、
タ
ラ
イ
を
持
っ
て
き
た
小
僧
さ
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ん
の
方
が
叱
ら
れ
る
な
ん
て
、
お
か

し
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
ボ
ロ
寺
は
禅
宗

の
、
し
か
も
小
僧
を
育
て
て
い
る
お

寺
で
す
。
雨
漏
り
も
修
行
の
格
好
の

素
材
と
な
る
の
で
す
。
禅
の
要
点
を

表
す
言
葉
と
し
て
よ
く
言
わ
れ
る
の

が
、
「
い

ま
・
こ

こ
・
自

分
」
で
、

常
に
そ
れ
ら
を
考
え
て
の
行
動
が
要

求
さ
れ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
雨

漏
り
が
し
た
ら
、
何
が
大
切
か
と
い

う
と
、
と
に
か
く
早
く
な
ん
と
か
し

な
け
れ
ば
、
な
の
で
す
。
そ
こ
で
、

壊
れ
た
樽
で
も
な
ん
で
も
持
っ
て
い

く
こ
と
が
、
正
し
い
こ
と
に
な
る
の

で
す
。
雨
漏
り
を
受
け
止
め
ら
れ
よ

う
が
ど
う
か
は
、
二
の
次
と
い
う
わ

け
で
す
。

■
早
・
正
・
美
・
楽

と
こ
ろ
が
現
代
は
、
早
い
と
い
う

の
は
当
た
り
前
で
、
牛
丼
屋
さ
ん
に

行
っ
て
注
文
を
し
た
ら
あ
っ
と
い
う

間
に
出
て
き
ま
す
。
良
馬
の
鞭
を
窺

う
み
た
い
に
、
注
文
の
前
に
こ
っ
ち

が
何
を
食
べ
た
い
の
か
知
っ
て
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど
の
速

さ
に
び
っ
く
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。交

通
機
関
も
早
さ
を
追
求
し
て
、

二
〇
二
七
年
に
は
リ
ニ
ア
中
央
新
幹

線
が
東
京
～
名
古
屋
間
を
四
〇
分
で

結
ぶ
の
だ
そ
う
で
す
。
現
在
の
稲
毛

～
東
京
間
の
時
間
に
相
当
し
ま
す
。

東
海
道
を
歩
い
て
行
き
来
し
て
い
た

時
代
に
は
、
馬
が
現
代
の
リ
ニ
ア

モ
ー
タ
ー
カ
ー
の
よ
う
な
存
在
だ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
代
は
、

と
に
か
く
交
通
機
関
で
も
、
荷
物
の

宅
配
便
で
も
、
ピ
ザ
の
配
達
で
も
、

早
い
こ
と
が
い
い
こ
と
に
な
っ
て
い

て
、
遅
八
刻
な
ん
て
絶
対
あ
り
え
ま

せ
ん
。

そ
し
て
、
早
い
だ
け
で
な
く
、
同

時
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
間
違
い
で
も
し
よ
う
も
の

な
ら
、
す
ぐ
に
ク
レ
ー
ム
で
す
。
会

社
に
は
ク
レ
ー
ム
専

門

の

部

署

が

あ

っ

て
、
朝
か
ら
晩
ま
で

ク
レ
ー
ム
処
理
を
し

て
い
る
そ
う
で
す
。

早
く
正
し
く
と
来
て
、
次
は
美
し

く
で
す
。
ひ
と
こ
ろ
の
モ
ー
レ
ツ
社

員
な
ん
て
言
葉
は
も
う
聞
か
な
く
な

り
ま
し
た
が
、
仕
事
も
ス
マ
ー
ト
に

し
な
け
れ
ば
格
好
悪
い
。
生
活
も
ス

タ
イ
ル
も
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
も
お
化
粧

も
、
美
し
く
で
す
。

最
後
は
、
楽
で
す
。
楽
を
し
て
儲

け
る
と
か
、
楽
を
し
て
働
く
と
か

で
、
楽
し
む
ほ
う
の
楽
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
人
よ
り
楽
を
す
る
こ
と
が
よ

い
こ
と
の
よ
う
に
錯
覚
を
起
こ
し
て

い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
現
代
を
表
す
言
葉
で
あ

る
、
早
く
・
正
し
く
・
美
し
く
・
楽

を
「
良
馬
鞭
を
窺
う
も
・
・
・
」
の

言
葉
に
当
て
は
め
て
み
る
と
ど
う
で

し
ょ
う
か
。

早
く
に
対
し
て
は
遅
八
刻
で
し
た

が
、
正
し
く
に
対
し
て
は
、
ど
ん
な

に
正
し
い
と
思
っ
て
行
動
し
て
も
、

中
に
は
へ
そ
曲
が
り
が
反
対
す
る
の

で
「
邪
八
万
」
。
反
対
派
が
ご
ま
ん

と
い
ま
す
。

美
し
く
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
お

化
粧
は
好
み
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
八
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方
美
人
に
ち
な
ん
で
「
醜
八
方
」
。

楽
は
ず
る
賢
さ
に
つ
な
が
る
の
で

「
狡
八
百
」
、
ウ
ソ
八
百
と
言
い
ま

す
か
ら
・
・
・
。
と
徹
底
的
に
否
定

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
な
か
な
か
良

馬
に
は
な
れ
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。

■
駿
馬
の
足
踏
み
に
勝
る

で
も
、
良
馬
に
な
れ
そ
う
も
な
い

な
と
が
っ
か
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

馬
に
ま
つ
わ
る
昔
の
言
葉
に
、

「
駄
馬
の
歩
み
は
、
駿
馬
の
足
踏
み

に
勝
る
。
」

と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
駄
馬
の
こ
と
を
間
違
え

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
駄
馬
と
い
う
と

役
に
立
た
な
い
馬
と
か
、
の
ろ
ま
な

馬
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
こ
こ
で
い

う
と
こ
ろ
の
駄
馬
は
、
荷
駄
馬
と
い

う
荷
物
を
載
せ
て
運
ぶ
馬
の
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
駄
馬
の
姿
を

見
る
こ
と
も
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

子
ど
も
の
頃
、
町
に
あ
っ
た
瓦
工
場

に
瓦
の
材
料
と
な
る
粘
土
を
運
ん
で

い
る
馬
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。

粘
土
を
満
載

し
た
馬
車
を

引

い

て
、
坂

の
途
中
の
瓦

工
場
に
登
っ

て

い

く

馬

は
、
そ

れ

こ

そ
一
歩
一
歩
足
を
踏
ん
張
っ
て
登
っ

て
行
き
ま
し
た
。
子
ど
も
心
に
か
わ

い
そ
う
だ
な
と
か
、
す
ご
い
力
だ
な

と
思
い
な
が
ら
見
ま
し
た
が
、
そ
れ

よ
り
も
馬
が
落
と
し
た
う
ん
こ
が
子

ど
も
の
興
味
を
そ
そ
り
、
馬
の
う
ん

こ
を
踏
ん
だ
ら
足
が
速
く
な
る
と
か

言
っ
て
、
だ
れ
が
踏
ん
づ
け
ら
れ
る

か
な
ん
て
、
大
騒
ぎ
し
た
も
の
で

す
。
そ
ん
な
駄
馬
も
、
春
の
お
祭
り

で
は
き
れ
い
に
着
飾
っ
て
、
お
み
こ

し
の
行
列
で
神
主
さ
ん
を
乗
せ
て
い

ま
し
た
。
い
つ
も
の
駄
馬
が
、
駿
馬

に
見
え
ま
し
た
。

と
も
か
く
駄
馬
は
、
重
い
荷
物
を

背
中
に
括
り
付
け
て
い
る
の
で
、
そ

の
歩
み
は
ゆ
っ
く
り
で
す
。
一
方
、

駿
馬
と
い
わ
れ
る
馬
は
、
鞭
を
あ
て

ら
れ
た
ら
早
く
走
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
駿
馬
が
足
踏
み
を
し
て
、

今
に
も
走
る
ぞ
と
い
う
姿
を
し
て
い

ま
す
。
俺
は
走
り
出
し
た
ら
早
い
の

だ
ぞ
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
す
。
し
か

し
、
一
向
に
走
り
出
し
ま
せ
ん
。
そ

の
間
に
も
、
駄
馬
は
重
い
荷
物
を
背

負
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
ゆ
っ
く
り
と

歩
い
て
行
き
ま
す
。

時
が
来
た
ら
走
り
出
す
の
で
は
、

い
か
に
駿
馬
と
い
え
ど
も
、
禅
の
要

点
「
今
・
こ
こ
・
自
分
」
に
は
そ
ぐ

わ
な
い
の
で
す
。
早
く
な
く
と
も
、

周
り
に
非
難
さ
れ
よ
う
と
も
、
ス

マ
ー
ト
で
な
く
と
も
、
つ
ら
く
て

も
、
「
今
・
こ
こ
・
自
分
」
を
大
切

に
少
し
ず
つ
な
ら
歩
ん
で
い
く
こ
と

が
で
き
そ
う
で
す
。

早
・
正
・
美
・
楽
を
求
め
ず
に
、

「
駄
馬
の
歩
み
は
、
駿
馬
の
足
踏
み

に
勝
る
。
」
今
年
は
、
そ
ん
な
生
き

方
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
お
話
が
、
「
馬
の
耳
に
念

仏
」
と
な
ら
な
い
こ
と
を
願
っ
て
、

お
話
を
終
わ
り
に
い
た
し
ま
す
。
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写
経
会

土
曜
会

茶
禅
会

こ
の
集
ま
り
は
、
圓
福
寺
に
ご
縁
の
あ
る

人
が
、
各
種
体
験
な
ど
を
し
な
が
ら
懇
親
・

談
笑
す
る
自
由
空
間
で
す
。
た
く
さ
ん
の
縁

が
広
が
り
ま
す
。

【
期
日
】

一
月
十
九
日
（
日
）
花
園
会
新
年
会

二
月
十
五
日 

 
 

仏
教
シ
ア
タ
ー

三
月
（
未
定
） 

 

法
話
会

四
月
十
九
日 

 
 

歩
禅
会

五
月
十
七
日 

 
 

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ラ

六
月
十
四
～
十
五
日

歩
禅
会

七
月
二
十
六
日
～
二
十
七
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 

禅
童
会
お
手
伝
い

八
月
二
十
三
日 

 

地
蔵
盆
お
手
伝
い

 
 【

会
費
】
テ
ー
マ
イ
ベ
ン
ト
の
後
、
懇
親
会

 
 

花
園
会
員 

 

男
性

二
千
円

 
 

 
 

 
 

 
 

女
性 

 

千
円

 
 

花
園
会
員
外

男
性

三
千
円

 
 

 
 

 
 

 
 

女
性 

 

千
円

【
申
込
】

 
 

詳
細
は
、
行
事
ご
と
に
ご
案
内
い
た
し

ま
す
の
で
、
奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
前
期
期
日
】 

 
 

【
後
期
期
日
】

 
 

二
月
二
日 

 
 

 
 

六
月
二
十
九
日

 
 

三
月
二
日 

 
 

 
 

八
月
三
日

 
 

四
月
六
日 

 
 

 
 

九
月
七
日

 
 

五
月
十
一
日 

 
 

 

十
月
五
日

 
 

六
月
一
日 

 
 

 
 

十
一
月
九
日

【
時
間
】

 
 

午
前
十
時
～
十
二
時

【
会
費
】

 
 

一
期
五
回
で
、
花
園
会
員
三
千
円

 
 

 
 

 
 

 
 

会
員
外

五
千
円

【
講
師
】

 
 

斉
藤

加
代
子
先
生
・
住
職

【
用
意
す
る
も
の
】

 
 

小
筆
、
硯
、
墨
、
半
紙

【
定
員
】

 
 

二
十
名

【
申
込
】

 
 

お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

般
若
心
経
を
写
経
い
た
し
ま
す
。
大
き
め

な
字
で
お
手
本
が
印
刷
さ
れ
た
、
と
て
も
書

き
や
す
い
写
経
用
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

お
道
具
の
準
備
か
ら
毛
筆
の
基
礎
な
ど
も

親
切
に
ご
指
導
い
た
し
ま
す
。

日
本
の
茶
道
は
深
く
臨
済
宗
の
教
え
を
随

所
に
体
現
し
て
お
り
ま
す
。
「
わ
か
り
や
す

い
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
基
本
を
大
切
に
し
た

茶
禅
会
を
目
指
し
ま
す
。
ウ
ン
十
の
手
習
い

で
も
構
い
ま
せ
ん
、
お
寺
で
茶
道
に
親
し
ん

で
く
だ
さ
る
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

【
日
時
】

毎
月
第
二
・
第
四
火
曜
日
午
前
十
時
～

【
会
費
】

 
 

月
二
千
円

【
講
師
】

 
 

圓
福
寺
寺
庭

宮
田

宗
尚

【
服
装
】

 
 

白
い
靴
下
（
そ
れ
以
外
は
自
由
。
）

【
用
意
す
る
も
の
】

 
 

裏
千
家
用
の
扇
子
・
帛
紗
・
懐
紙

 
 

（
茶
禅
会
で
購
入
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
）

【
定
員
】

 
 

五
～
六
名

【
申
込
】

 
 

お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 
 

ご
不
明
な
点
な
ど
、
何
な
り
と
お
寺
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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雲
辺
寺
へ
出
立

ス
ー
パ
ー
ホ
テ
ル
四
国

中
央
に
は
、
温
泉
大
浴
場

も
あ
り
、
朝
食
に
は
焼
き

た
て
の
パ
ン
も
あ
り
ま

す
。
あ
ま
り
の
快
適
さ

に
、
今
日
の
雲
辺
寺
行
き

の
難
所
が
際
立
た
な
け
れ

ば
い
い
な
と
思
い
つ
つ
、

焼
き
た
て
の
パ
ン
を
ほ
お

ば
っ
て
、
い
ざ
出
立
。

七
時
か
ら
開
い
て
い
る

イ
オ
ン
で
昼
食
を
調
達

し
、
一
貫
田
バ
ス
停
か
ら

歩
き
遍
路
の
道
と
合
流
す

る
平
山
ま
で
移
動
。
途

中
、
昨
日
お
参
り
し
た
三

角
寺
が
あ
る
山
が
目
の
前

に
そ
び
え
て
い
る
の
が
見

え
ま
し
た
。

山
の
中
の
集
落
に
あ
る

バ

ス

停

も
、
な

ん

と

Google

の
ス
ト
リ
ー
ト

ビ
ュ
ー
で
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
、
タ
イ
ム
マ
シ
ン

の
よ
う
な
バ
ス
か
ら
降
り
て
も
、
全

く
迷
う
こ
と
な
く
歩
き
始
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
１
日
中
、
歩
く
ぞ
！

ま
だ
平
ら

バ
ス
を
降
り
た
と
こ
ろ
か
ら
は
下

る
一
方
で
、
今
日
の
登
り
を
思
う

と
、
せ
っ
か
く
登
っ
た
の
に
と
思
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
雲
辺
寺
へ
の
道
で

一
番
標
高
が
低
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の

が
、
「
椿
堂
」
と
い
う
別
格
十
四
番

札
所
。
病
を
封
じ
た
椿
の
杖
を
埋
め

た
と
こ
ろ
、
こ
の
杖
か
ら
椿
が
芽
を

出
し
た
と
い
わ
れ
、
「
弘
法
大
師
御

杖
之
椿
」
と
い
う
の
だ
そ
う
で
す
。

椿
堂
で
少
憩
し
て
次
の
休
憩
は
、

国
道
沿
い
に
建
つ
新
し
い
へ
ん
ろ
小

２巡目第12回
平成25年11月15日（金）～16日（日）

  参加17名

四国あるき遍路の旅

歩
き
は
じ
め
は
、
下
り
か
ら

本
山
寺
の
五
重
塔
を
め
ざ
し
て
歩
く
。
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屋
。
小
屋
の
中
に
干
し
柿
が
ぶ
ら
下

が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
食
べ
る
に
は

ま
だ
少
し
早
い
よ
う
で
し
た
。
ま
さ

か
、
だ
れ
も
手
を
出
し
て
い
な
い
で

し
ょ
う
ね
？

遍
路
道
は
、
椿
堂
か
ら
国
道
に
出

て
、
七
田
の
集
落
ま
で
は
歩
道
を
歩

き
ま
す
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
平
ら
で

す
。
い
つ
も
山
越
え
同
様
、
い
つ
ど

こ
か
ら
登
り
に
な
る
の
か
、
そ
ろ
そ

ろ
気
に
な
り
だ
し
ま
す
。

雲
辺
寺
へ
の
長
丁
場

徳
島
に
向
か

う
国
道
一
九
二

号

線

の
、
お

そ

ら
く
愛
媛
県
側

最
後
の
集
落
、

す

で

に

山

が

迫
っ
て
き
て
い

ま

す
。
国

道

か

ら
そ
の
集
落
に

入

り
、
少

し

歩

く

と
、
山

道

の

入
り
口
に
古
い

石
の
道
し
る
べ
が
あ
り
、
い
よ
い
よ

の
登
り
と
な
り
ま
す
。
と
思
い
き

や
、
少
し
登
る
と
山
林
作
業
用
と
思

し
き
簡
易
舗
装
の
道
に
出
て
、
し
ば

ら
く
は
落
ち
葉
の
積
も
っ
た
舗
装
道

路
を
歩
き
ま
す
。
歩
け
ど
も
歩
け
ど

も
続
く
舗
装
さ
れ
た
林
道
に
、
よ
く

ぞ
こ
ん
な
山
奥
ま
で
舗
装
し
た
も
の

だ
と
驚
か
さ
れ
ま
す
。

遍
路
道
は
、
標
高
五
五
○
ｍ
あ
た

り
か
ら
舗
装
道
路
か
ら
そ
れ
て
、
山

中
に
入
り
ま
す
。
こ
の
山
中
で
一
旦

徳
島
県
に
足
を
踏
み
入
れ
、
雲
辺
寺

に
向
か
う
車
道
に
出
た
あ
た
り
で
香

川
県
に
入
っ
た
よ
う
で
す
。
通
り
過

ぎ
た
曼
陀
峠
は
、
か
つ
て
讃
岐
と
阿

波
と
を
結
ぶ
生
活
道
路
の
峠
だ
っ
た

そ
う
で
す
。

遍
路
道
の
愛
媛
終
点
の
「
境
目
」

ま
も
な
く
雲
辺
寺
の
あ
た
り

こ
の
グ
ラ
フ
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ア
ク
セ
ス
と
い
う
ア
イ
ホ
ン
ア
プ
リ
で
実
際
の
歩
き
を

記
録
し
た
も
の
を
、
カ
シ
ミ
ー
ル
３
Ｄ
と
い
う
Ｐ
Ｃ
ソ
フ
ト
で
加
工
し
た
も
の
で
す
。
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曼
陀
峠
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で
、

各
自
昼
食
を
と
る
よ
う
に
連
絡
を

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
道
端
で
の
昼
食

と
な
り
ま
し
た
。
天
気
が
い
い
か

ら
な
せ
る
技
で
、
雨
な
ら
雲
辺
寺

ま
で
お
預
け
と
な
る
と
こ
ろ
で
し

た
。ふ

た
た
び
歩
き
始
め
る
と
、
一

巡
目
に
登
っ
て
き
た
遍
路
道
と
合

流
。
あ
の
き
つ
い
登
り
を
避
け
る

た
め
の
今
回
の
コ
ー
ス
で
し
た

が
、
登
り
が
緩
や
か
な
分
、
距
離

が
長
く
な
る
わ
け
で
、
今
回
の
だ

ら
だ
ら
登
り
も
、
結
構
こ
た
え
る

も
の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

讃
岐
へ
の
関
所
、
雲
辺
寺

尾
根
伝
い
を
走
る
車
道
と
、
山

道
と
を
出
た
り
入
っ
た
り
し
な
が

ら
、
よ
う
や
く
雲
辺
寺
に
到
着
。

先
頭
が
つ
い
て
か
ら
、
全
員
揃
う

ま
で
に
約
二
十
分
、
そ
れ
だ
け
き

つ
い
道
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。七

時
十
五
分
に
ホ
テ
ル
を
出
発

し
て
、
八
時
頃
に
平
山
バ
ス
停
か
ら

歩
き
は
じ
め
、
雲
辺
寺
に
全
員
到
着

し
た
の
が
午
後
一
時
三
十
五
分
。
こ

こ
ま
で
、
約
５
時
間
半
の
歩
き
で
し

た
。よ

う
や
く
讃
岐
の
国
に
足
を
踏
み

入
れ
た
わ
け
で
す
が
、
車
や
ロ
ー
プ

ウ
ェ
イ
を
使
わ
ず
、
歩
い
た
か
ら
こ

そ
、
雲
辺
寺
は
讃
岐
へ
の
関
所
の
よ

う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
四
国
八
十
八
か
所
の

標
高
ベ
ス
ト
３
は
、

第
一
位

雲
辺
寺

９
１
０
ｍ

第
二
位

横
峰
寺

７
４
５
ｍ

第
三
位

焼
山
寺

７
０
０
ｍ

だ
そ
う
で
す
。

こ
の
先
の
讃
岐
で
は
、
八
十
八
番

大
窪
寺
の
四
四
五
ｍ
が
最
高
で
す
の

第12回 平成25年11月15日～17日

期日 曜日

7:20発 AＮＡ583 8:55着 9:15発

各自羽田空港到着、チェックイン 羽田空港
空港連絡バス 9:30着 10:20発 JR予讃線 11:11着 11:20発

しおかぜ14号

JR予讃線 11:31着 11:35発 ─徒歩─ 11:50着 12:40発

約0.8㎞

─徒歩─ 13:00着 13:07発 JR予讃線 13:11着 13:24発

約0.8㎞ 夕食:道頓堀0896-58-2838

JR予讃線 13:49着 13:50発 ─徒歩─ 14:30着 14:40発 元祖食べ放題コース

しおかぜ18号 約3.2㎞ 65才以上半額

─徒歩─ 15:35着 （15:50全員着） 16:15発 ─徒歩─ 17:00着

約3.5㎞ 約4.0㎞ スーパーホテル 宿泊:スーパーホテル四国中央

18:30 0896-22-9000

「道頓堀」にて夕食

6:30 7:15 ─徒歩─ 7:52発 せとうちバス 8:11着

朝食 イオンにて昼食調達 約0.3㎞ 一貫田バス停 新宮行き 平山バス停 昼食:朝、イオンで調達

─徒歩─ 8:25 ─徒歩─ 8:55発 ─徒歩─ 9:25着

約1.2㎞ 高知自動車道高架下 約1.8㎞ 椿堂で少憩後出発 約2.8㎞ 下山口へんろ小屋

9:35発 ─徒歩─ 10:50着 12:10 ─徒歩─ 13:15着 夕食:「時々」（じじ）

下山口へんろ小屋 約4.8㎞ 曼陀峠 各自道中にて昼食 約9.3㎞ 雲辺寺 0875-25-6511

（13:35全員着） 14:00発 ─徒歩─ 17:00着 宿泊:観音寺グランドホテル

約7.5㎞ 白藤大師堂（北峯公民館） 迎車でホテルへ 0875-25-5151

8:00発 ─ホテルバス送り─ 8:15着 8:40発 ─徒歩─

宿 約4.2㎞

9:20着 9:30発 ─徒歩─ 10:50着 11:20発 ─徒歩─ 昼食:道中のサンクスで購入

約6.2㎞ 約3.9㎞

12:10 12:20 ─徒歩─ 13:15着 13:40発 ─徒歩─

昼食調達 道端にて昼食 約4.2㎞ 約2.2㎞

14:10着 14:23発 JR予讃線 15:34着 15:45発 ─タクシー分乗─

快速

16:15着 16:45発 ＪＡＬ1410 17:55着

羽田空港

土11月16日2

【歩いた距離】約27.7㎞

妙心寺派心光院にて少憩 68番神恵院・69番観音寺

70番本山寺

本山駅 高松駅

高松空港

65番三角寺

【歩いた距離】約60.7㎞

66番雲辺寺

3 11月17日 日

【歩いた距離】約20.7㎞

67番大興寺

鈴木弁当店089-984-2100

石鎚山駅 64番前神寺

石鎚山駅 伊予西条駅

伊予三島駅 戸川公園

コ ー ス 予 定 食事・宿泊

1 11月15日 金

【歩いた距離】約12.3㎞

松山空港

昼食：松山駅で10:00予約済

松山駅 壬生川駅
昼食

雲
辺
寺
へ
の
遍
路
道
か
ら
の
眺
め
。
は
る
か
遠
く
の
山
は
剣
山
か
？
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で
、
比
較
的
平
坦
な
道
が
多
い
は
ず

で
す
。

先
頭
組
の
メ
ン
バ
ー

私
に
と
っ
て
は
、
右
か
か
と
骨
折

後
は
じ
め
て
の
遍
路
で
し
た
か
ら
、

雲
辺
寺
で
お
参
り
を
終
え
て
・
・
・
。

（
「
歩
き
遍
路
写
真
集
」
よ

り
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。
）

き
つ
い
こ
と
き
つ
い
こ
と
、
特
に
最

後
の
階
段
は
、
横
歩
き
で
下
り
る
ほ

ど
で
し
た
。
再
び
腫
れ
た
足
も
、
下

り
が
酷
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

ま
し
た
。私

の
後
ろ
か
ら
は
竜
波
く
ん

が
従
っ
て
き
ま
し
た
が
、
ど
う

も
足
音
が
一
人
で
は
な
い
よ
う

に
聞
こ
え
ま
す
。
さ
て
は
、
つ

い
に
お
大
師
さ
ん
が
現
れ
た
か

と
思
っ
た
ら
、
４
本
足
の
櫻
田

さ
ん
で
し
た
。
両
手
の
ス
ト
ッ

ク
が
あ
れ
ば
、
下
り
坂
も
難
な

く
下
り
ら
れ
る
の
で
す
、
と
豪

語
。
そ
れ
に
遅
れ
る
こ
と
わ
ず

か
、
平
山
さ
ん
が
下
り
て
き
ま

し
た
。
さ
す
が
に
最
近
山
登
り

し
て
い
る
だ
け
あ
り
ま
す
。
こ

の
お
二
人
に
は
、
人
生
の
下
り

坂
は
無
縁
の
よ
う
で
す
。

と

い

う

わ
け

で
、
先

頭
組

は
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
櫻
田
、
体

力
の
平
山
、
若
さ
の
竜
波
、
そ

れ
に
病
み
上
が
り
の
和
尚
と
い

う
取
り
合
わ
せ
で
し
た
。

２巡目 四国あるき遍路の旅
第13回

二
巡
目
第
十
三
回
の
参
加
者
を

募
集
い
た
し
ま
す
。

十
三
回
目
は
、
善
通
寺
・
坂

出
・
高
松
周
辺
を
回
り
、
十
三
か

所
の
札
所
を
お
参
り
予
定
で
す
。

こ
れ
が
終
わ
る
と
、
あ
と
一
回
で

結
願
と
な
り
ま
す
。

来
年
に
は
三
巡
目
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
す
。
時
間
が
で
き
た
ら
と
お

考
え
の
方
は
、
そ
ろ
そ
ろ
ご
準
備

く
だ
さ
い
。

【
日
程
】
二
月
二
十
一
日
（
金
）

 
 
 
 
 

～
二
十
三
日
（
日
）

【
旅
程
】

【
第
１
日
】

高
松
空
港
か
ら
琴

平
。
善
通
寺
を
お
参
り
し
て
、
七

十
一
番
ま
で
逆
打
ち
。
温
泉
泊
。

歩
く
距
離
は
約
12
㎞
。

【
第
２
日
】

七
十
四
番
か
ら
七
十

九
番
ま
で
お
参
り
。
昼
食
は
讃
岐

う
ど
ん
。
遍
路
宿
に
宿
泊
。
歩
く

距
離
は
約
20
㎞
。

【
第
３
日
】

八
十
番
か
ら
五
色
台

を
越
し
て
、
高
松
市
内
の
八
十
三

番
ま
で
歩
い
て
、
高
松
空
港
か
ら

帰
路
。
歩
く
距
離
は
23

㎞
ぐ
ら

い
。

【
参
加
費
】

五
万
円
前
後

【
申
込
】

お
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク

ス
・
メ
ー
ル
な
ど
で
、
お
寺

ま
で
お
申
込
下
さ
い
。
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京
都
駅
で
新
幹
線
の
扉
が
開
い
た
瞬
間
、

も
わ
っ
と
し
た
熱
気
と
、
ジ
リ
ジ
リ
と
日
差

し
が
肌
に
伝
わ
る
感
覚
、
祇
園
祭
り
が
冷
め

止
ま
ぬ
大
衆
の
雰
囲
気
は
、
ど
こ
か
懐
か
し

く
、
私
の
記
憶
に
身
体
が
引
き
締
ま
る
よ
う

に
反
応
し
ま
し
た
。 

 
 

常
に
人
の
役
に
立
つ
事
を
考
え
て
、
「
一

拳
手
一
投
足
」
の
心
で
修
行
し
た
京
都
。
学

生
時
代
も
含
め
約
十
年
間
、
多
く
の
方
々
に

支
え
ら
れ
過
ご
し
た
第
二
の
故
郷
で
す
。

こ
の
度
私
は
、
七
月
二
十
三
日
、
二
十
四

日
と
、
一
泊
二
日
の
本
山
学
徒
研
修
会
に
参

加
し
て
参
り
ま
し
た
。

こ
の
研
修
会
の
目
的
は
、
圓
福
寺
の
本
山

で
あ
る
妙
心
寺
派
の
僧
籍
を
持
つ
各
お
寺
の

お
弟
子
さ
ん
が
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
、
一
緒

に
な
り
、
お
経
の
読
み
方
や
食
事
の
所
作
、

坐
禅
。
禅
宗
の
お
坊
さ
ん
に
な
る
為
の
基
礎

を
作
る
と
て
も
大
事
な
研
修
会
で
す
。
内
容

と
し
て
は
、
朝
の
お
勤
め
・
坐
禅
・
作
務
・

講
話
・
食
事
作
法
・
山
内
寺
院
の
拝
観
な
ど

な
ど
で
し
た
。

研
修
会
の
参
加
者
の
中
に
は
小
学
生
か
ら

高
齢
の
方
々
ま
で
幅
広
く
参
加
さ
れ
て
お

り
、
も
ち
ろ
ん
お
寺
の
息
子
さ
ん
や
、
あ
る

い
は
在
家
の
方
で
志

を
も
っ
て
仏
門
に
入

ら
れ
た
方
も
見
受
け

ら
れ
、
総
勢
十
九
人

の
お
弟
子
さ
ん
が
集

ま
り
ま
し
た
。

研
修
会
の
始
ま
り

は
、
大
方
丈
の
裏
に
あ
る
微
妙
殿
に
集
合

し
、
開
会
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
式
に

は
河
野
太
通
管
長
猊
下
は
じ
め
、
内
局
の
和

尚
様
方
々
が
ご
出
頭
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
の
一

泊
二
日
の
集
団
生
活
、
和
合
の
尊
重
が
話
さ

れ
、
研
修
会
の
前
日
に
行
わ
れ
た
得
度
式

で
、
戒
律
を
授
け
ら
れ
た
沙
弥

し

ゃ

み(

雛
僧

す
う
そ
う)

に

対

し
て
は
「
自
分
に
厳
し
く
、
自
覚
を
持
っ
て

修
行
し
て
下
さ
い
。
」
と
お
言
葉
を
述
べ
ら

れ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
私
は
、
印
象
に
残
っ
た
言
葉
が

あ
り
ま
し
た
。
「
自
分
の
身
体
は
自
分
の
も

の
で
は
な
く
、
お
釈
迦
様
か
ら
の
預
か
り
も

ん
」
と
い
う
お
言
葉
で
す
。
私
は
か
つ
て
修

行
時
代
の
老
師
に
、
似
た
よ
う
な
問
題
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
「
父
母
未
生

み
し
ょ
う

以
前
の
自
己

如
何

い

か

ん

」
と
い
う
禅
語
で
す
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、
自

分
の
父
や
母
が
生
ま
れ
る
前
、
あ
な
た
は
ど

こ
に
い
た
の
？
と
い
う
素
朴
な
疑
問
で
す
。

結
論
か
ら
い
う
と
「
私
が
私
で
あ
る
と
思
う

私
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
と
い
う

存
在
は
父
と
母
が
縁
に
よ
っ
て
出
会
い
和
合

し
て
で
き
た
存
在
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
父

母
も
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
に
よ
っ
て
出
会
い
和
合

し
て
で
き
た
存
在
で
あ
る
と
、
そ
う
な
る
と

今
の
私
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
て

し
ま
い
ま
す
が
、
私
と
い
う
今
の
存
在
は
過

去
か
ら
の
、
も
の
す
ご
い
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な

「
偶
然
」
の
縁
に
よ
っ
て
「
存
在
さ
せ
て
頂

い
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
こ
と
、
今
を
生
か

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
釈

迦
様
は
縁
起
を
説
か
れ
て
い
ま
す
。
「
こ
れ

が
あ
る
と
き
、
か
れ
が
あ
る
。
こ
れ
が
生
じ

る
と
き
、
か
れ
が
生
じ
る
」
と
、
こ
れ
ま
で

た
っ
た
二
十
九
年
し
か
生
き
て
い
な
い
私
で

は
あ
り
ま
す
が
、
多
様
な
原
因
や
縁
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
こ
の
研
修
会
と
い
う
縁
で
出

会
っ
た
二
人
の
少
年
が
い
ま
し
た
。
一
人
は

兵
庫
県
か
ら
の
小
学
五
年
生
、
二
人
目
は
愛

知
県
か
ら
の
小
学
四
年
生
で
す
。
た
ま
た
ま

部
屋
が
一
緒
で
、
部
屋
長
を
任
さ
れ
た
私

は
、
は
た
か
ら
外
か
ら
み
る
と
、
保
護
者
と

も
み
え
る
始
末
、
こ
こ
は
せ
っ
か
く
同
じ
部

屋
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
彼
ら
を
指
導
し
よ

「
本
山
学
徒
研
修
会
を
終
え
て
」

圓
福
寺
学
徒

田
中

竜
波
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う
と
思
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 

禅
寺
の
生
活
は
、
仲
間
の
修
行
の
邪
魔
を

し
な
い
よ
う
に
、
私
語
を
禁
ず
る
場
所
が
あ

り
ま
す
。
食
堂
と
浴
室
と
禅
堂
の
こ
と
で
、

あ
わ
せ
て
三
黙
堂

さ
ん
も
く
ど
う

と
呼
ば
れ
ま
す
。
食
べ
る

こ
と
も
お
風
呂
も
坐
禅
す
る
場
所
も
す
べ
て

が
修
行
で
す
。
一
言
も
話
を
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
音
を
た
て
て
も
い
け
ま
せ
ん
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
研
修
会
を
受
講
し
た
わ
ん
ぱ
く

な
小
学
生
の
お
弟
子
さ
ん
は
わ
か
る
は
ず
も

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
為
、
研
修
会
に
は
全
国

か
ら
六
名
の
副
住
職
さ
ん
が
補
佐
員
と
し
て

召
集
さ
れ
、
学
徒
の
お
世
話
を
任
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
朝
の
お
勤
め
に
始
ま
り
、
雲
龍
図

う
ん
り
ゅ
う
ず

が
あ
る
法
堂

は
っ
と
う

で
の
坐
禅
、
禅
宗
の

食
事
の
所
作
、
大
方
丈
で
の
掃
除

の
や
り
方
な
ど
な
ど
指
導
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
が
、
修
行
道
場

を
出
て
間
も
な
い
私
、
圓
福
寺
の

禅
童
会
を
知
っ
て
い
る
私
は
、
あ

ま
り
に
も
愚
鈍
な
指
導
に
対
し

て
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。

ま
だ
い
く
ら
小
学
生
と
は
い
え
、

得
度
を
受
け
た
立
派
な
僧
侶
の
卵

達
に
対
し
て
、
も
っ
と
真
剣
に
接

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
感

じ
た
事
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た

が
、
食
堂
で
の
食
事
の
事
を
お
話

し
し
ま
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
三
黙

堂
と
あ
り
ま
し
た
が
、
食
堂
も
そ
う
で
、
ご

飯
を
頂
く
時
、
隣
の
人
と
話
を
し
た
り
、
音

を
た
て
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
こ
の
食

卓
に
並
ぶ
食
べ
物
に
対
し
て
、
失
礼
に
あ
た

る
か
ら
で
す
。
こ
の
食
べ
物
は
多
く
の
人
達

の
苦
労
に
よ
り
作
ら
れ
、
色
々
な
過
程
を
通

し
て
、
飯
台
に
上
が
る
わ
け
だ
か
ら
こ
そ
食

べ
る
時
は
、
食
べ
る
事
に
徹
し
な
い
と
い
け

な
い
の
で
す
。

禅
宗
の
食
事
は
、
持
鉢

じ

は

つ

（
お
椀
が
五
つ
あ

り
一
つ
に
収
納
で
き
る
物
）
を
使
い
ま
す
。

直
日

じ
き
じ
つ

さ
ん
と
呼
ば
れ
る
（
修
行
道
場
の
リ
ー

ダ
ー
）
の
合
図
で
食
べ
物
に
対
し
て
の
敬
意

を
込
め
た
お
経
を
読
み
、
飯
台
看

は
ん
だ
い
か
ん

（
給
仕

役
）
に
、
お
椀
に
ご
飯
を
装
っ
て

も
ら
い
、

直
日
さ
ん
の
動
作
に
合
わ
せ
て
、

ご
飯
を
食
べ
ま
す
。
小
学
生
諸
君

は
最
初
に
食
事
作
法
の
指
導
受
け

て
い
た
の
で
す
が
、
何
が
何
だ
か

わ
か
ら
な
い
な
り
に
食
べ
て
い
ま

し
た
が
、
あ
る
子
供
ま
た
は
、
大

人
の
方
々
が
落
ち
着
き
が
な
く
、

正
座
か
ら
胡
坐
に
な
り
、
話
し
出

す
始
末
で
、
一
体
何
を
し
に
き
た

の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
直
日
さ
ん

含
め
、
補
佐
員
さ
ん
が
な
ぜ
注
意

し
な
い
の
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ

の
直
日
さ
ん
補
佐
員
さ
ん
は
、
あ

る
お
寺
の
副
住
職
さ
ん
で
、
私
と
同
じ
く
地

方
の
修
行
道
場
で
修
行
し
た
人
間
で
す
。
修

行
し
た
僧
侶
が
一
番
禅
寺
の
生
活
を
分
か
っ

て
い
る
は
ず
な
の
に
真
剣
に
や
れ
な
い
の
か

と
い
う
気
持
ち
と
、
同
年
代
の
僧
侶
で
あ
る

恥
ず
か
し
さ
、
各
お
寺
で
の
躾
の
甘
さ
が
垣

間
見
え
、
残
念
な
気
持
ち
で
一
杯
で
し
た
。

そ
の
反
面
、
せ
っ
か
く
研
修
会
に
き
た
の
だ

か
ら
、
今
自
分
が
で
き
る
事
を
考
え
て
、
同

じ
部
屋
の
二
人
の
少
年
達
に
は
、
私
の
気
持

ち
伝
え
よ
う
と
思
い
、
坐
禅
の
組
み
方
や
、

お
経
の
読
み
方
、
食
事
作
法
、
お
風
呂
も
一

緒
に
入
っ
て
、
三
人
一
緒
に
修
行
す
る
事
が

で
き
ま
し
た
。

私
は
圓
福
寺
に
き
て
皆
様
の
御
愛
顧
に
よ

り
、
一
年
経
ち
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
の
未
熟

者
で
、
和
尚
様
の
背
中
に
か
ろ
う
じ
て
し
が

み
付
い
て
い
る
日
常
底

に
ち
じ
ょ
う
て
い

で
あ
り
ま
す
。
圓

福
寺
・
市
原
別
院
・
幼
稚
園
・
お
寺
の
行
事

と
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
研
修
会
を
通
し
て
、
こ
れ
か
ら
も

出
会
う
縁
を
大
事
に
し
、
も
っ
と
自
分
自
身

が
成
長
し
な
い
と
い
け
な
い
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。
僧
侶
の
使
命
は
布
教
教
化
、
寺
院
の

護
持
、
衆
生
の
皆
様
と
共
に
生
き
て
い
く
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
れ
る
よ
う
に
、
自

分
の
指
針
を
定
め
、
圓
福
寺
の
僧
と
し
て
、

自
覚
し
、
護
持
に
務
め
て
参
り
た
い
と
お
も

い
ま
す
。
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禅寺
ぜんでら

で、「食
く

う・寝
ね

る・坐
すわ

って」なにを感じたか？

「
楽
し
か
っ
た
う
ど
ん
作
り
」

横
浜

山
田
小
四
年

姫
野

楓
花

私
は
、
二
日

目
に
行
っ
た
う

ど
ん
作
り
が
楽

し

か

っ

た

で

す
。ま

ず
、
小
麦

粉
と
と
お
と
水

を
ま
ぜ
た
物
を
よ
く
こ
ね
ま
し
た
。
こ
ね
る

時
、
初
め
の
方
は
か
た
く
て
園
長
先
生
に
手

伝
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
こ
ね
ら
れ
な
か
っ
た

け
ど
、
だ
ん
だ
ん
や
わ
ら
か
く
な
っ
て
き

て
、
こ
ね
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

次
に
、
生
地
を
た
く
さ
ん
こ
ね
て
、
ビ

ニ
ー
ル
ぶ
く
ろ
に
入
れ
て
足
の
か
か
と
で
ふ

み
ま
し
た
。
ふ
む
時
に
、
や
わ
ら
か
く
て
気

持
ち
よ
か
っ
た
で
す
。

そ
の
次
に
、
小
麦
粉
を
か
け
な
が
ら
め
ん

ぼ
う
で
の
ば
し
ま
し
た
。
す
ご
く
の
ば
し
ま

し
た
。
そ
し
て
細
く
切
り
ま
し
た
。
切
り
終

わ
っ
た
ら
、
ゆ
で
て
く
れ
る
人
に
わ
た
し
ま

し
た
。

さ
い
ご
に
、
ゆ
で
て
も
ら
い
、
そ
の
う
ど

ん
を
作
っ
た
友
達
み
ん
な
で
食
べ
ま
し

た
。
自
分
で
作
っ
た
う
ど
ん
は
、
す
ご

く
お
い
し
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

作
り
、
食
べ
終
え
て
思
っ
た
事

は
、
自
分
で
生
地
か
ら
作
っ
た
う
ど

ん
は
、
作
る
時
、
作
っ
て
い
る
時
は
つ
ら
い

し
つ
か
れ
る
け
ど
、
作
り
終
え
て
食
べ
る
時

は
、
つ
ら
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
く
ら
い
お

い
し
い
う
ど
ん
が
食
べ
ら
れ
る
。
つ
ら
け
れ

は
、
つ
ら
い
ほ
ど
お
い
し
い
う
ど
ん
が
食
べ

ら
れ
る
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。

【
仏
さ
ま
の
声
】
「
つ
ら
か
っ
た

こ
と
を
忘
れ
る
く
ら
い
お
い
し

い
」
食
べ
物
に
、
ま
た
い
つ
出
会

え
る
か
な
あ
。

「
楽
し
さ
や
く
る
し
さ
」

小
中
台
小
四
年

渡
辺

絵
理

私
は
、
禅
童

会
に
来
て
、
一

日

目

に

楽

し

か

っ

た

こ

と

は
、
ス
イ
カ
割

で
し
た
。
去
年

は
、
や
れ
た
け

ど
、
今
年
は
、
二
班
の
人
数
が
多
か
っ
た
の

で
、
で
き
な
か
っ
た
け
ど
、
み
ん
な
の
こ
と

を
応
援
で
き
た
の
で
、
よ
か
っ
た
で
す
。
ス

イ
カ
を
切
っ
て
も
ら
っ
た
ら
、
西
さ
ん
と
、

姫
野
さ
ん
と
、
し
ょ
う
田
さ
ん
と
た
ね
と
ば

し
を
し
ま
し
た
。
ス
イ
カ
は
、
お
い
し
か
っ

た
し
、
た
ね
と
ば
し
も
楽
し
か
っ
た
の
で
、

平成25年７月20日(土)～21日(日)

禅童会
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来
年
も
、
み
ん
な
で
お
い
し
く
楽
し
く
食
べ

た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
あ
と
、
一
日
目
で

楽
し
か
っ
た
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。

夜
、
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
、
「
ヒ
ッ
ク
と

ド
ラ
ゴ
ン
」
と
い
う
映
画
を
見
ま
し
た
。
私

し
に
と
っ
て
、
こ
わ
い
場
面
が
あ
っ
た
の

で
、
耳
を
ふ
さ
い
で
、
目
も
つ
ぶ
っ
た
り
も

し
ま
し
た
が
、
と
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
で

す
。
見
た
あ
と
、
ス
イ
カ
の
た
ね
と
ば
し
を

し
た
友
だ
ち
と
い
っ
し
ょ
に
お
ふ
ろ
に
入
っ

た
り
、
ふ
と
ん
の
中
で
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た

り
し
て
、
一
日
目
は
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で

す
。
二
日
目
で
一
番
楽
し
か
っ
た
こ
と
は
、

う
ど
ん
作
り
で
す
。
去
年
も
来
た
の
に
、
し

お
が
い
る
な
ん
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
こ

ね
る
と
き
、
お
し
ょ
う
さ
ん
が
や
る
と
や
わ

ら
か
く
見
え
た
の
に
、
自
分
で
こ
ね
て
み
る

と
、
か
た
か
っ
た
の
で
、
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
食
べ
る
と
き
、
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に

食
べ
た
せ
い
か
、
い
つ
も
よ
り
と
て
も
お
い

し
く
感
じ
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
楽
し
い
こ
と

う
ど
ん
は
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
、
足
で
踏
み
ま
す
。

も
あ
っ
た
け
ど
、
苦
し
い
と
き
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
。
き
の
う
と
今
日
感
じ
た
苦
し

さ
、
が
ま
ん
、
そ
し
て
楽
し
さ
を
、
心
に
や

き
つ
け
て
お
き
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
来

年
も
、
禅
童
会
に
来
て
、
友
だ
ち
を
た
く
さ

ん
ふ
や
し
た
り
、
が
ま
ん
を
し
た
り
、
楽
し

く
遊
ん
だ
り
、
す
べ
て
を
い
っ
し
ょ
う
け
ん

め
い
に
や
り
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

【
仏
さ
ま
の
声
】
い
つ
も
楽
し
い

こ
と
ば
か
り
な
ん
て
、
ぜ
っ
た
い

あ
り
ま
せ
ん
。
苦
し
い
こ
と
も
あ

る
か
ら
、
楽
し
さ
が
大
き
く
な
る

ん
だ
よ
ね
。

禅宗のエコな食器、《持鉢
じはつ

》
マイ食器のこと。食器・お箸・ふきんとがセットになっていて、布

で包んである。３～５個の器は、コンパクトに重ねられるようになっ

ている。食事のたびに使い、食べ終えたらお湯をいただいてきれいに

洗い、洗ったお湯もすべていただく。布巾も持鉢といっしょになって

いて、洗い終わったら、布巾で拭いて

元通り重ねて片付ける。食器を洗う時

間や洗剤を使って地球を汚したりする

無駄をなくすことができる合理的な食器。

お箸をテーブルの外に向けて置くのも、テーブルを汚さない

という配慮がされている。

日程

10:00 受付

10:15 開会式

10:45 準備体操

食事作法の指導

坐禅の指導

12:00 斎座（昼食）

1:00 レク（絵画制作）

2:30 坐禅

3:30 茶礼（スイカ割）

4:30 休憩

5:00 お経の練習（般若心経）

6:00 薬石（夕食）

6:30 坐禅

7:30 レク（映画）

8:30 開浴（お風呂）・就寝支度

10:00 消灯・就寝

5:30 起床・片付・洗面

6:00 朝のお勤めと坐禅

7:00 粥座（朝食）

8:00 レク（灯篭に絵を張る）

8:30 うどん作り

9:30 茶礼（茶道体験）

10:30 うどん作り

12:00 斎座（昼食）

1:00 坐禅

1:30 感想文

2:30 後片付けと掃除

2:45 閉会式

3:00 解散

第
２

日
目

午

前

午

後

時間

第

１

日

目

午

前

11:00

午

後
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「
寺
か
ら
半
里
」

 
 

 
 
 

～
わ
が
町
か
ど
探
索
～

園
生
町

熊
倉

浩

連

載

□続
穴

川

風

土

記

その１

中
世
千
葉
氏
と
妙
見
信
仰

さ
て
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
ま
で
戻
る
。
野

球
場
入
口
の
大
木
が
繁
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に

茅
葺
の
園
生
八
臂
弁
財
天
尊

は
っ
ぴ
べ
ん
ざ
い
て
ん
そ
ん

の
お
堂
が
あ
っ

た
が
、
今
は
国
道
か
ら
一
段
高
い
向
か
い
の

千
葉
山

ち

ば

や

ま

に
移
さ
れ
て
あ
る
。
地
元
古
老
に
よ

れ
ば
私
の
記
憶
し
て
い
る
弁
天
池
は
昔
は
か

な
り
大
き
か
っ
た
ら
し
い
。
水
は
葭
川

よ
し
か
わ

へ
流

れ
る
と
し
て
も
入
る
水
は
何
処
か
ら
来
る
の

か
未
だ
に
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
地
形
が

変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
弁

財
天
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
の
大

木
が
立
ち
枯
れ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
は
世
の
激
変
を
悲
嘆
す
る
あ
ま

り
枯
死
し
た
の
だ
と
思
う
。

前
回
と
重
複
す
る
が
、
千
葉
山

ち

ば

や

ま

は
千
葉
市

指
定
史
跡
で
千
葉
氏
累
代
の
墓
地
で
あ
っ
た

が
寛
文
十
年
妙
見
堂
（
現
千
葉
神
社
）
に
隣

接
す
る
大
日
寺
へ
墓
を
移
し
た
。
か
つ
て
十

数
基
の
塚
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
今
は
竹
林

の
中
に
数
基
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

正
治
三
年
に
死
亡
し
た
千
葉
介
常
胤

ち
ば
の
す
け
つ
ね
た
ね

を
千

葉
山
に
葬
る
と
古
文
書
に
云
う
。
か
つ
て
大

日
寺
は
本
町
交
番
か
ら
千
葉
神
社
前
公
園
一

帯
の
地
に
あ
っ
た
が
戦
災
を
受
け
て
轟
町
に

移
っ
た
。
千
葉
氏
累
代
の
五
輪
塔
（
県
指
定

文
化
財
）
が
並
び
一
見
の
価
値
が
あ
ろ
う
。

千
葉
山
の
路

傍
に
星
神
宮

ほ
し
が
み
の
み
や

の

祠

が

あ

る
。

平

良

文

た
い
ら
の
よ
し
ぶ
み

以

来

千
葉
氏
は
代
々

の
守
護
神
と
し

て
妙
見
尊
を
信
仰
し
祀
っ
て
き
た
。
星
神

ほ
し
が
み

と

は
北
極
星
を
神
格
化
し
た
妙
見
尊
の
こ
と
で

あ
る
が
も
と
を
辿
れ
ば
壮
大
な
物
語
と
な

る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
縦
横
無
尽
に
移
動

し
な
が
ら
生
活
し
て
い
た
遊
牧
騎
馬
民
族
の

信
仰
で
、
は
る
か
有
史
以
前
す
で
に
大
陸･

半
島
か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
。
広
大

な
平
原
で
は
方
位
が
確
認
で
き
る
北
極
星
こ

そ
が
遊
牧
民
に
と
っ
て
唯
一
の
拠
り
ど
こ
ろ

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
今
日
の
文
明
社
会
で
も

変
る
こ
と
は
な
い
。
星
神
宮
の
祠
の
真
裏
に

最
大
の
塚
が
あ
る
が
藪
で
道
路
か
ら
は
確
認

で
き
な
い
。

中
世
千
葉
氏
の
本
拠
で
あ
っ
た
千
葉
は
妙

見
尊
を
中
心
に
門
前
町
を
成
し
大
い
に
栄
え

た
。
現
在
の
千
葉
神
社
で
あ
る
。
も
と
も
と

北
斗
山
尊
光
院
金
剛
授
寺
と
い
う
お
寺
で
あ

り
妙
見
尊
を
祀
る
妙
見
堂
が
あ
っ
た
。
明
治

維
新
、
薩
長
政
府
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
古

事
記･

日
本
書
紀
の
神
々
を
祀
れ
と
の
復
古

主
義
が
強
制
さ
れ
た
。
妙
見
尊
と
は
ケ
シ
カ

ラ
ン
、
記･

紀
に
あ
る
宇
宙
を
司
る
天
地
創

弁
財
天
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
。
立
ち
枯
れ
た
ヒ
ラ
ヤ
マ
杉
が
見
え
る
。
 

千
葉
山
に
た
つ
星
神
宮
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造
の
神
は
天
御
中
主
命

あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
み
こ
と

、
こ
れ
ぞ
す
な
わ

ち
北
斗
星
の
神
で
あ
る
と
。
明
治
元
年
お
寺

か
ら
天
御
中
主
命
を
祭
神
と
す
る
神
社
に
さ

せ
ら
れ
た
。
神
社
の
縁
起
・
由
緒
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
に
は
こ
れ
ら
の
こ
と
は
一
言
も
触
れ

て
い
な
い
し
神
社
に
聞
い
て
も
応
じ
て
く
れ

な
か
っ
た
。
地
元
で
は
今
で
も
千
葉
神
社
と

は
云
わ
ず
妙
見
様
が
一
般
で
あ
る
。

余
談
な
が
ら
戦
後
大
分
経
っ
て
か
ら
近
代

的
な
今
の
新
社
殿
が
建
て
ら
れ
た
が
、
多
分

こ
こ
だ
け
と
思
わ
れ
る
珍
し
く
も
不
思
議
な

二
階
建
て
で
あ
る
。
一
階
は
天
御
中
主
神

を
、
二
階
は
妙
見
様
を
祀
っ
て
い
る
。
信
心

深
い
千
葉
ッ
子
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

[

参
考]

和
田
「
社
寺
よ
り
見
た
千
葉
の
歴
史
」

昭5
9
･

千
葉
市
教
育
委
員
会
刊

園
生
の
森
か
ら
長
沼
・
犢
橋
へ

あ
や
め
台
小
学
校

の
隣
が
園
生
の
森

公
園
（
旧
園
生
市

民

の

森
）
で

あ

る
。
四

季

折

々
、

格
好
の
癒
し
の
空

間
だ
。
森
の
中
に

も
塚
が
あ
り
こ
れ

も
千
葉
山
塚
群
の

一

部

と

い

わ

れ

る
。
記
録
に
よ
れ

ば

二

基

あ

る

は

ず

だ

が

消

滅

し

た

の

か

一

基

し

か

見

当

た

ら

な

い
。

四

十

年

前

は

今

ほ

ど

樹

木

が

大

き

く

な

く

整

備

さ

れ

て

も

お

ら

ず
、

蝮
ま
む
し

に

よ
く
遭
遇
し
た
森
で
あ
っ
た
。
い
ま
周
囲
は

家
で
埋
っ
た
の
で
蝮
は
い
な
い
が
い
て
も
お

か
し
く
な
い
環
境
で
あ
る
。
数
年
前
市
に

よ
っ
て
再
整
備
さ
れ
水
場
、
ビ
オ
ト
ー
プ
、

木
橋
な
ど
が
造
ら
れ
た
。
毎
月
一
回
「
園
生

の
森
を
育
て
る
会
」
が
草
刈
り
や
枝
木
の
片

づ
け
な
ど
を
し
な
が
ら
花
を
植
え
自
然
観
察

会
を
行
っ
て
い
る
。
会
の
皆
さ
ん
は
蝮
を
見

た
こ
と
な
い
と
い
う
か
ら
も
う
い
な
い
だ
ろ

う
。
ご
安
心
あ
れ
。

北
側
の
坂
を
下
り
た
と
こ
ろ
に
森
か
ら
湧

き
出
る
美
味
し
い
水
場
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら

あ
や
め
台
団
地
に
入
っ
て
も
い
い
が
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
か
ら
団
地
内
バ
ス
停
を
通
っ
て

西
に
向
か
っ
て
奥
ま
で
行
く
。
住
宅
の
間
の

坂
を
下
る
と
草
野
水
路
に
出
る
。
そ
こ
は

フ
ァ
ミ
ー
ル
ハ
イ
ツ
の
真
下
で
公
園
に
な
っ

て
い
る
が
「
園
生
池

そ
ん
の
う
い
け

」
の
跡
で
あ
る
。
平
成

五
年
版
の
国
土
地
理
院
地
形
図
に
は
池
と
そ

こ
か
ら
流
れ
る
草
野
水
路
が
読
め
る
の
で
埋

め
立
て
ら
れ
た
の
は
そ
れ
以
後
か
と
思
わ
れ

る
。
池
は
姿
を
消
し
水
路
の
壁
は
鋼
矢
板

こ
う
や
い
た

と

セ
メ
ン
ト
で
固
め
ら
れ
海
ま
で
続
い
て
い

る
。
蛙
の
コ
ー
ラ
ス
が
聞
け
た
谷
津
田
に
は

マ
ン
シ
ョ
ン
が
立
ち
並
ん
で
い
た
。

そ
こ
か
ら
上
流
三
○
○
ｍ
ほ
ど
行
く
と
水

路
は
暗
渠
と
な
り
地
中
に
も
ぐ
り
そ
の
先
は

地
図
で
も
探
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
草
野
水

路
と
い
う
か
ら
草
野
の
方
に
違
い
な
か
ろ

う
。園

生
池
跡
か
ら
喘
ぎ
な
が
ら
フ
ァ
ミ
ー
ル

ハ
イ
ツ
北
側
の
道
ま
で
登
る
。
更
に
も
う
一

本
北
側
に
入

る
と
園
生
給

水

場
・
宮

長

橋
か
ら
来
る

道

に

出

る
。

京
成
団
地
バ

ス
車
庫
を
過

ぎ
る
辺
り
か

ら
宮
野
木
小

学
校
が
見
え

る
は
ず
だ
が

家
が
ぎ
っ
し

り
建
ち
見
え

園
生
の
森
公
園

園
生
の
森
公
園
の
ビ
オ
ト
ー
プ

園
生
池
跡
の
公
園
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な
い
。
や
が
て
千
葉
北
高
校
へ
の
道
に
出
る

が
付
近
の
森
は
あ
と
か
た
も
な
く
殺
風
景
な

通
り
と
な
っ
た
。
こ
の
広
い
一
帯
は
比
較
的

新
し
い
住
宅
街
で
宮
の
杜

み
や
の
も
り

と
い
う
。

北
高
校
が
見
え
る
こ
ろ
両
脇
の
畑
は
昔
と

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
が
違
う
の
は
こ
ま
切
れ

の
小
区
画
に
さ
れ
た
市
民
菜
園
と
な
っ
て
い

た
。
千
葉
都
市
計
画
長
沼
町
第
十
八
生
産
緑

地
地
区
と
あ
っ
た
。

考
古
学
の
権
威
・
武
田
宗
久
先
生
（
県
立

千
葉
高
校･

市
埋
文
セ
ン
タ
ー
）
と
歩
き
な

が
ら
こ
の
近
く
ま
で
来
た
と
き
先
生
は
目
ざ

と
く
畑
の
中
の
白
い
物
を
見
つ
け
た
。
雨
後

は
い
ろ
ん
な
物
が
地
表
に
浮
き
出
る
。
気
が

つ
く
と
あ
ち
こ
ち
無
数
見
つ
か
っ
た
。
先
生

は
手
に
し
た
貝
殻
を
観
察
し
な
が
ら
若
し
か

し
た
ら
貝
塚
か
も
し
れ
な
い
、
調
査
せ
ね

ば
・
・

と
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。

東
京
湾
か
ら
の
ぼ
る
宮
野
木
谷
は
す
ぐ
こ

の
下
ま
で
入
り
付
近
は
縄
文
遺
跡
が
多
く
て

貝
塚
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
の

後
ど
う
な
っ
た
か
伺
う
こ
と
な
し
に
先
生
は

間
も
な
く
逝
か
れ
た
。
後
年
セ
ン
タ
ー
に
問

い
合
わ
せ
た
ら
そ
の
よ
う
な
話
は
誰
も
先
生

か
ら
聞
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
気
を
つ

け
て
見
ま
わ
し
た
が
畑
は
一
変
し
て
い
て
貝

殻
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
先
生
に
は
幻
の

貝
塚
だ
っ
た
か
。
私
に
と
っ
て
も
夢
の
貝
塚

で
あ
る
。

奥
の
院
馬
頭
観
世
音
と
石
造
の
絵
馬

北
高
校
正
門
を
過
ぎ

る
と
宮
野
木
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
か
ら
の
道
に

出
る
。
緑
が
丘
中
学
校

が
見
え
た
。
左
へ
一
○

○
ｍ
、
馬
頭
観
音
の
お

堂
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら

行
く
「
駒
形
観
音
堂
」
の
奥
の
院
で
あ
る
。

鳥
居
の
額
束

が
く
つ
か

に
は
「
奥
の
院
馬
頭
観
世
音
」

と
あ
る
。
鳥
居
や
お
堂
の
形
か
ら
み
て
神
社

と
わ
か
る
が
、
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
馬
頭
観

音
で
奇
妙
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
神

仏
習
合
の
姿
を
今
に
留
め
る
。
本
来
「
駒
形

千
軒
奥
の
院
」
と
云
う
そ
う
だ
。
中
に
入
っ

て
ビ
ッ
ク
リ
、
百
数
十
枚
の
石
造
の
絵
馬
で

あ
る
。
は
て
？
こ
れ
は
磚せ

ん

で
は
な
い
か
！

江
戸
時
代
か
ら
奉
納
さ
れ
て
き
た
石
の
絵

馬
は
現
在
も
続
い
て
い
る
ら
し
く
前
よ
り
増

え
て
い
た
。
昭
和
五
十
三
年
の
も
の
や
最
新

で
は
平
成
二
十
一
年
の
絵
馬
が
あ
っ
た
。
昔

町
も
村
も
生
業
に
は
馬
は
欠
か
せ
な
い
重
要

な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
地
元
の
厚
い
信

仰
に
よ
っ
て
神
社
は
守
ら
れ
て
い
る
様
が
窺

え
る
。
生
き
生
き
と
飛
び
跳
ね
て
い
る
馬
の

絵
（
レ
リ
ー
フ
）
を
み
て
い
る
だ
け
で
飽
き

な
い
。

戦
時
に
は
農
家
が
飼
っ
て
い
る
馬
が
大
量

に
軍
に
よ
っ
て
徴
発
さ
れ
て
征
っ
た
。
戦
争

が
終
わ
る
と
命
永
ら
え
た
人
間
は
復
員
帰
国

し
た
が
軍
馬
は
一
頭
た
り
と
も
帰
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
私
は
お
寺
の
近
く
に
あ
る
軍
馬

慰
霊
碑
を
想
定
し
て
戦
時
に
関
係
す
る

標
し
る
し

は
な
い
か
と
探
し
た
が
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
。
こ
の
辺
の
農
馬
も
徴
発
さ
れ
た
は
ず
だ

が
・
・
・
そ
の
代
わ
り
競
馬
の
碑
が
あ
っ
た

の
に
は
些
か
苦
笑
し
今
と
い
う
時
代
を
感
じ

た
。馬

頭
観
音
を
出
る
と
路
上
で
農
家
の
お
ば

ち
ゃ
ん
と
逢
う
。
よ
く
し
ゃ
べ
る
の
で
時
間

の
ロ
ス
と
も
思
っ
た
が
話
を
聞
く
こ
と
に
し

た
。
毎
月
氏
子
が
集
ま
っ
て
お
茶
の
接
待
を

す
る
か
ら
来
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
馬

頭
観
音
の
お
堂
の
下
に
は
、
徳
川
家
康
が
東

金
に
鷹
狩
り
に
向
か
う
折
、
死
ん
だ
乗
馬
が

葬
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
御
成
街
道

の
話
を
持
ち
か
け
る
と
、
い
ま
の
道
は
最
近

石
造
の
絵
馬

【磚（せん）】塼、甎とも書く。
板状につくった粘土を焼成した煉瓦・タ

イルのこと。中国春秋時代から確認されて

いて、戦国時代には宮殿の床敷などに用い

られた。

朝鮮では楽浪郡時代の遺跡から出土、統

一新羅時代の宮殿では華麗な文様磚に発展

する。

日本では朝鮮から伝えられ奈良県小墾田

宮や大宰府都府楼はじめ各地の寺院の床や

基壇に用いられるようになった。
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の
新
道
で
あ
っ
て
本
当
は
こ
の
道
だ
と
何
度

も
強
調
す
る
。
俄
か
に
は
信
じ
難
い
が
、
伝

説
は
さ
て
お
き
地
元
の
意
見
は
尊
重
せ
ね
ば

な
る
ま
い
。
尤
も
こ
の
延
長
上
に
犢
橋

こ
て
は
し

の
三

社
神
社
や
長
福
寺
、
天
戸
の
福
寿
院
、
花
見

川
の
子
安
神
社
、
実
籾
の
大
原
神
社
な
ど
点

在
し
て
い
る
が
、
も
と
も
と
御
成
街
道
は
直

線
に
造
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
家
康
さ
ん
は
馬

に
は
乗
ら
ず
籠
で
あ
っ
た
と
お
ば
ち
ゃ
ん
に

は
言
い
出
し
に
く
く
引
っ
こ

め
た
。

お
ば
ち
ゃ
ん
と
別
れ
る
と

す
ぐ
御
滝
権
現

お
た
き
ご
ん
げ
ん

を
祀
る
御
滝

神
社
の
前
に
来
た
。
南
向
き

だ
っ
た
社
殿
は
新
し
く
な
り

東
の
道
路
に
面
し
参
道
も
整

備
さ
れ
て
い
た
。
周
り
は
畑

と
荒
れ
地
だ
っ
た
が
密
集
し

た
家
々
（
こ
こ
も
宮
の
杜
）

で
景
観
が
一
変
し
て
い
る
。

こ
の
神
社
に
も
家
康
さ
ん
が

東
金
に
向
か
う
途
中
滝
の
水

で
渇
き
を
癒
し
た
と
の
伝
説

が
あ
る
。
神
社
の
裏
五
十
ｍ

の
と
こ
ろ
ま
で
犢
橋

こ
て
は
し

の
谷
が

深
く
入
り
込
み
垂
直
に
切
り

立
っ
て
い
る
。
水
が
湧
く
地

形
と
み
た
。
喉
を
潤
す
水
場

な
ど
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
と

長
い
間
の
疑
問
が
氷
解
し

た
。
そ
こ
を
頭
に
谷
津
田
が

西
に
延
び
は
る
か
先
に
東
関

東
道
の
料
金
所
が
見
え
た
。

以
前
は
荒
れ
地
と
ブ
ッ
シ
ュ

で
踏
み
込
め
な
か
っ
た
が
宅

地
開
発
で
作
ら
れ
た
「
宮
の
杜
け
や
き
公

園
」
と
い
う
小
公
園
か
ら
い
と
も
簡
単
に
観

察
が
出
来
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

御
滝
権
現
社

(

次
号
に
つ
づ
く
。)

宮の杜けやき公園
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作
っ
た
り
、
土

の
中
か
ら
食
べ

物
を
探
し
出
し

た
り
、
土
器
や

刃
物
を
こ
し
ら

え
た
り
、
水
の
中
に
も
ぐ
っ
た
り
、
火

を
使
っ
て
食
べ
物
を
作
っ
た
り
す
る
こ

と
を
身
に
付
け
て
き
ま
し
た
。
人
類
が

長
い
年
月
の
間
に
体
験
を
通
し
て
身
に

付
け
て
き
た
も
の
を
追
体
験
す
る
こ
と

を
、
「
原
（
げ
ん
）
体
験
」
と
い
い
ま

す
。雨

風
を
し
の
い
で
、
獣
な
ど
か
ら
身

を
守
る
こ
と
の
で
き
る
住
ま
い
を
作
る

こ
と
や
、
野
山
に
出
か
け
て
食
べ
物
を

採
集
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
火
で
調
理
し

た
り
保
存
し
た
り
す
る
こ
と
、
食
べ
物

を
栽
培
す
る
こ
と
な
ど
は
、
人
間
が
生

き
て
い
く
う
え
で
不
可
欠
な
こ
と
ば
か

り
で
す
。
算
数
だ
、
英
語
だ
、
漢
字

だ
、
な
ん
て
い
う
以
前
の
、
生
き
る
た

め
の
術
で
す
。

そ
の
術
を
駆
使

で

き

る

人

間

は
、
ま

さ

し

く
、
生
き
る
力

を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

さ
て
、
こ
の
「
原
体
験
」
を
い
つ
や

る
の
か
？
も
ち
ろ
ん
、
幼
児
期
の
「
今

で
し
ょ
！
」

人
類
が
生
き
て
い
く
う
え
で
手
に
入

れ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
原
体
験

は
８
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
火
・
水
・

土
・
石
・
木
・
草
、
そ
し
て
暗
闇
や
飢

え
・
渇
き
と
い
う
ゼ
ロ
体
験
で
す
。
こ

れ
ら
を
幼
児
期
の
今
に
体
験
す
る
こ
と

が
、
生
き
る
力
を
身
に
付
け
る
最
良
の

方
法
な
の
で
す
。

生
ま
れ
育
っ
た
田
舎
の
風
景
を
思
い

出
し
て
、
ふ
る
さ
と
の
原
風
景
と
い
い

ま
す
。
原
風
景
を
思
い
出
す
と
、
懐
か

し
さ
だ
け
で
な
く
、
生
き
る
勇
気
が
湧

い
て
く
る
気
が
す
る
の
は
私
だ
け
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
原
風
景
に
対
し

て
、
原
体
験
を
考
え
て
み
る
と
、
幼
児

期
の
原
体
験
の
豊
か
さ
が
生
き
る
勇
気

や
生
き
る
力
に
直
結
し
て
く
る
こ
と
は

疑
う
余
地
が
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。減

体
験
と
原
体
験
、
ど
ち
ら
で
お
子

さ
ん
を
育
て
ま
す
か
？

（
11
月
の
「
園
だ
よ
り
」
か
ら
）

 
 

げ

ん

体

験

年
長
さ
ん
の
忍
者
屋
敷
づ
く
り
の
活

動
が
、
園
庭
で
も
展
開
さ
れ
て
、
園
庭

に
ロ
グ
ハ
ウ
ス
が
出
現
し
ま
し
た
。

（
い
ず
れ
ネ
イ
チ
ャ
ー
ラ
ン
ド
に
引
っ

越
し
ま
す
が
・
・
・
。
）

子
ど
も
の
遊
び
の
中
に
、
秘
密
基
地

づ
く
り
や
隠
れ
家
な
ん
て
い
う
の
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
ん
な
場
所
も
消
え
つ
つ

あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
や

パ
ソ
コ
ン
の
ゲ
ー
ム
の
中
の
こ
と
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
は
実
際
に

基
地
を
作
っ
た
り
、
隠
れ
家
で
遊
ん
だ

り
で
き
た
の
で
す
が
、
今
で
は
バ
ー

チ
ャ
ル
な
疑
似
体
験
ば
か
り
で
、
減

（
げ
ん
）
体
験
、
体
験
が
減
っ
て
い
る

の
が
現
実
で
す
。

年
長
さ
ん
の
忍
者
屋
敷
づ
く
り
も
、

「
秋
た
ん
け
ん
」
で
の
お
芋
掘
り
も
、

砂
場
で
の
遊
び
も
、
毎
月
の
プ
ー
ル

も
、
ま
た
、
年
中
さ
ん
の
ピ
ザ
づ
く
り

や
お
に
ぎ
り
づ
く
り
も
、
「
原
（
げ

ん
）
体
験
」
と
言
え
ま
す
。

地
球
上
に
人
類
が
現
れ
、
住
ま
い
を
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1０月２２日 於：源氏山ゴルフクラブ

雨
海
さ
ん
連
続
優
勝
！

第
三
十
七
回
の
大
会
を

十
月
二
十
二
日
に
、
市
原

別
院
に
隣
接
す
る
源
氏
山

ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
で
開
催
い

た
し

ま

し
た
。
参

加
者

は
、
女
性
二
名
を
含
め
て

十
六
名
で
、
成
績
は
表
の

通
り
で
す
。
雨
海
さ
ん
の

連
続

優

勝

と
な

り
、
次

回
、
だ
れ
が
雨
海
さ
ん
の

連
続
優
勝
を
阻
止
す
る

か
、
楽
し
み
で
す
。

参
加
者
の
罰
金
も
併
せ

て
、
あ

し

な
が
育
英

会
の
東
日

本
大
震
災

津
波
遺
児

募
金
に
、

二
万
二
千

六
百
円
募

金
さ
せ
て

い
た
だ
き

ま
し
た
。

□
□
境
内
墓
地
の
ご
案
内

境
内
の
墓
地
に
空
き
が
で
き
ま
し
た
の

で
、
ご
希
望
さ
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
募
集
期
間
・
・
・
先
着
順

◇
募
集
区
画
・
・
・
一
区
画

◇
区
画
面
積
・
・
・

 
 
 
 

 
 

奥
行
85
㎝
×
幅
90
㎝

◇
永
代
使
用
料
・
・
百
万
円

◇
応
募
資
格
・
・
・

 
 
 
 

圓
福
寺
の
檀
徒
と
な
る
こ
と
。

（
過
去
の
宗
旨
・
宗
派
は
問
い
ま
せ
ん
。
）

◇
建
墓
条
件
・
・
・

 
 

 
 

 
 

 

丘
カ
ロ
ー
ト
式
で
す
。

墓
石
に
つ
い
て
は
特
に

条
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。

い
つ
で
も
ご
自
由
に

ご
見
学
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
ご
不
明
な
点
は
お

寺
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

市
原
別
院
だ
よ
り

市
原
別
院
だ
よ
り

―
―
―
山
野
僧
雑
記

市
原
別
院
耕
雲
寺
の
畑
に
は
、
毎
月
、
穴

川
花
園
幼
稚
園
の
親
子
が
、
「
Ｑ
園
隊
」
と

い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
来
て
、
さ
つ
ま
い
も

の
苗
植
え
や
草
取
り
・
土
寄
せ
、
落
ち
葉
集

め
、
薪
割
り
な
ど
を
手
伝
っ
て
く
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
収
穫
祭
に
は
、
総

勢
四
百
人
も
集
ま
り
ま
す
。

そ
の
人
数
が
車
で
や
っ
て
き
ま
す
が
、
広

い
敷
地
な
の
で
駐
車
に
困
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
み
な
さ
ん
行
儀
よ
く
、
原
っ
ぱ
に
き

ち
ん
と
整
列
し
て
駐
車
し
て
く
れ
ま
す
。
し

か
し
、
駐
車
し
て
い
る
場
所
が
子
ど
も
た
ち

が
遊
ぶ
原
っ
ぱ
と
境
が
な
い
の
で
、
万
が
一

事
故
で
は
起
き
て
は
た
い
へ
ん
で
す
。

そ
こ
で
、
駐
車
ス
ペ
ー
ス
と
原
っ
ぱ
と
の

境
界
を
明
確
に
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
ユ

ン
ボ
と
二
ト
ン
ダ
ン
プ
を
駆
使
し
て
、
駐
車

ス
ペ
ー
ス
を
作
る
た
め
に
土
を
運
び
、
整
地

し
て
い
ま
す
。
ユ
ン
ボ
の
腕
は
上
が
り
ま
し

た
が
、
ま
だ
ま
だ
完
成
に
は
至
り
ま
せ
ん

そ
の
間
に
草
は
伸
び
ま
す
の
で
、
原
っ
ぱ

の
草
刈
や
、
幼
稚
園
の
子
ど
も
た
ち
が
忍
者

屋
敷
を
作
る
な
ど
と
言
い
出
し
て
、
そ
の
手

伝
い
な
ど
、
仕
事
は
尽
き
ま
せ
ん
。

ｸ゙ ﾛｽ ﾊﾝﾃ゙ ｨ ﾈｯﾄ
優勝 雨海　宏明 96 21.6 74.4
準優勝 松丸　正憲 94 19.2 74.8
３位 小山  稔 91 15.6 75.4
４位 佐藤　征吾 91 15.6 75.4
５位 吉村　利晴 103 27.6 75.4
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平
成
二
十
五
年
下
半
期

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄

平成26年年回表法
要
の
会
場
と
し
て
、
ど
な
た
で
も
本
堂

が
ご
使
用
で
き
ま
す
。
お
参
り
の
方
は
す
べ

て
椅
子
席
で
す
の
で
、
ご
安
心
下
さ
い
。

ま
た
、
法
要
後
の
お
膳
の
ご
用
意
も
で
き

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

百

回

忌

五

十

回

忌

三
十
三
回
忌

二
十
七
回
忌

二
十
三
回
忌

十

七

回

忌

十

三

回

忌

七

回

忌

三

回

忌

一

周

忌

回
　
忌

大

正

四

年

昭

和

四

十

年

昭
和
五
十
七
年

昭
和
六
十
三
年

平

成

四

年

平

成

十

年

平

成

十

四

年

平

成

二

十

年

平
成
二
十
四
年

平
成
二
十
五
年

亡
く
な
っ

た
年

１
０
月

９
月

８
月

７
月

6
日

４
日

２
９
日

2
6
日
～

2
7
日

2
0
日

1
6
日

1
1
日
～

１
３
日

6
日

1
日

2
4
日

2
2
日

1
8
日

1
7
日

1
6
日

1
5
日

１
４
日

９
日
～

1
6
日

８
日

４
日

３
日

２
日

2
5
日

２
３
日
～

2
4
日

２
０
日
～

2
1
日

写
経
会

月
例
役
員
会

富
浦
満
蔵
寺
施
餓
鬼
会
（

竜
波
禅
士
）

幼
稚
園
入
園
説
明
会

講
座
「
住
職
学
」
於
南
禅
寺
（
竜
波
禅
士
）

根
岸
円
光
寺
秋
彼
岸
会
、

法
話

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「

写
経
講
座
」

前
堂
職
研
修
会
於
本
山
（

竜
波
禅
士
）

月
例
役
員
会

写
経
会

地
蔵
盆

Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
化
セ
ン
タ
ー
「

坐
禅
講
座
」

取
手
長
禅
寺
施
餓
鬼
会
、

法
話

四
街
道
清
久
寺
施
餓
鬼
会

佐
倉
円
応
寺
施
餓
鬼
会

佐
倉
宝
樹
院
施
餓
鬼
会

佐
倉
報
恩
寺
施
餓
鬼
会

８
月
盆
棚
経

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「

写
経
講
座
」

写
経
会

木
更
津
栖
安
寺
施
餓
鬼
（

竜
波
禅
士
）

月
例
役
員
会

Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
化
セ
ン
タ
ー
「

坐
禅
講
座
」

本
山
学
徒
研
修
会
（
竜
波
禅
士
）

第
二
十
二
回
「

禅
童
会
」

1
2
月

1
1
月

１
０
月

3
1
日

2
6
日

1
4
日

1
3
日

1
2
日

7
日
・
8
日

5
日

3
日
～

4
日

2
8
日

1
5
日
～

1
7
日

１
４
日

9
日

３
日

1
日

1
日
～

2
日

1
日

2
7
日

2
5
日
～

2
6
日

2
2
日

2
1
日

１
７
日

1
2
日

1
0
日

9
日

年
越
し
ま
い
り

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
写
経
講
座
」

土
曜
会
、
歳
末
ボ
ラ
ン
テ
ラ
大
掃
除

幼
稚
園
、
も
ち
つ
き

幼
稚
園
、
成
道
会

幼
稚
園
、
お
さ
ら
い
会

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
写
経
講
座
」

月
例
役
員
会

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
写
経
講
座
」

二
巡
目
第
十
二
回
四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
写
経
講
座
」

市
原
別
院
耕
雲
寺
収
穫
祭

写
経
会

幼
稚
園
、
入
園
手
続
き

世
田
谷
龍
雲
寺
晋
山
式
（

竜
波
禅
士
）

月
例
役
員
会

土
曜
会
、
涅
槃
寄
席
　
瀧
川
鯉
昇
師
匠

涅
槃
精
舎
毎
歳
法
要
・
布
薩
会

足
利
光
得
寺
先
住
職
三
十
三
回
忌

第
三
十
七
回
花
園
会
ゴ
ル
フ
大
会

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
写
経
講
座
」

幼
稚
園
、
達
磨
忌

幼
稚
園
運
動
会

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
写
経
講
座
」

東
京
教
区
法
式
研
修
会
（

竜
波
禅
士
）
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５月 ４月 ２月 １月

21
日

８
日

28
日
～
30
日

18
日
～
24
日

16
日

一
〇
ペ
ー
ジ
に
ご
案
内
が
あ
り
ま
す
。

21
日
～
23
日

お
釈
迦
様
の
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
日
。
涅
槃
図
の

掛
け
軸
を
掛
け
て
法
要
を
し
ま
す
。

５
日

二
十
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内
を
ご
覧
下
さ
い
。

19
日

仏
教
興
隆
・
国
家
安
泰
・
五
穀
豊
穣
・
檀
信
徒
各
家

の
繁
栄
な
ど
を
祈
祷
す
る
法
要
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の

修
正
会
で
祈
祷
し
た
「
般
若
札
」
は
、
寺
報
・
カ
レ
ン

ダ
ー
な
ど
と
一
緒
に
、
み
な
さ
ま
に
お
届
け
い
た
し
ま

す
。

１
日
～
３
日

第
三
十
八
回

花
園
会
ゴ
ル
フ
大
会

降
誕
会
（
花
ま
つ
り
）

冬
の
寺
子
屋

和
尚
と
滑
ろ
う
in
苗
場

春
彼
岸

彼
岸
会
法
要

二
巡
目
の
第
十
三
回

四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅

涅
槃
会

花
園
会
新
年
会

新
年
修
正
会

３月  

８月 ７月

17
日

禅
宗
初
祖
「
達
磨
大
師
」
の
ご
命
日
。

５
日

子
ど
も
た
ち
の
楽
し
い
お
盆
の
行
事
で
す
。
夜
店

や
野
点
・
ゲ
ー
ム
大
会
な
ど
で
盛
り
上
が
る
夜
祭
り

で
す
。
併

せ
て
、
地
蔵

盆

の

法

要
で

水

子
・
ペ
ッ

ト
・
人
形
供
養
も
行
い
ま
す
。

23
日

八
月
盆
の
お
宅
に
棚
経
に
お
伺
い
致
し
ま
す
。

９
日
～
16
日

一
泊
二
日
の
子
ど
も
た
ち
の
坐
禅
会
で
す
。
坐
禅

だ
け
で
な
く
、
楽
し
い
ゲ
ー
ム
や
い
ろ
い
ろ
な
体
験

も
で
き
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
参
加
を
待
っ
て
い
ま

す
。

26
日
～
27
日

七
月
盆
の
お
宅
に
棚
経
に
お
伺
い
致
し
ま
す
。

11
日
～
16
日

６
日

こ
の
日
は
、
初
盆
の
ほ
と
け
さ
ま
と
、
圓
福
寺
と

新
し
く
ご
縁
の
で
き
た
ほ
と
け
さ
ま
の
施
餓
鬼
会
を

い
た
し
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
ご
案
内
を
差
し
上
げ
ま

す
。

５
日

第
三
十
九
回

花
園
会
ゴ
ル
フ
大
会

達
磨
忌

地
蔵
盆

八
月
盆
の
棚
経

圓
福
寺
寺
子
屋

 
 

 

「
禅
童
会
」

七
月
盆
の
棚
経

山
門
施
餓
鬼
会

初
盆
・
新
入
檀
信
徒

 
 

 
 

 

施
餓
鬼
会

10月 

11月 10月 

あ
ま
ざ
け
・
般
若
湯
・
年
越
し
そ
ば
・
福
だ
る

ま
・
お
守
り
・
新
春
祈
祷
な
ど
、
た
く
さ
ん
お
参

り
下
さ
い
。

31
日

20
日

お
釈
迦
様
が
お
悟
り
を
開
か
れ
た
日
で
す
。

８
日

14
日
～
16
日

７
日

25
日

永
代
供
養
の
方
々
の
法
要
と
、
生
前
戒
名
の
授
戒

会
。

25
日

年
越
し
ま
い
り

歳
末
ボ
ラ
ン
テ
ラ

 
 

花
園
会
忘
年
会

成
道
会

二
巡
目
の
第
十
四
回

四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅

市
原
別
院
収
穫
祭

土
曜
会
「
涅
槃
寄
席
」

涅
槃
精
舎
毎
歳
法
要

12月 

平

成

二

十

六

年

年

間

行

事

予

定
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定

一
、
彼
岸
と
お
盆
に
し
か
お
寺
に
来
な

い
人
。

一
、
お
寺
は
か
た
く
る
し
い
所
だ
と
思
っ

て
い
る
人
。

一
、
仏
教
や
禅
に
興
味
の
あ
る
人
。

一
、
お
酒
の
好
き
な
人
。

一
、
お
い
し
い
も
の
が
好
き
な
人
。

一
、
圓
福
寺
の
お
守
り
が
欲
し
い
人
。

一
、
当
日
時
間
の
あ
る
人
。

一
、
今
年
一
年
の
無
事
を
願
う
人
。

一
、
一
回
出
席
し
て
み
て
楽
し
か
っ
た

人
。

右
の
う
ち
、
一
つ
で
も
該
当
す
る
人
は

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

圓
福
寺
花
園
会

圓
福
寺

新
年
会
の
ご
案
内

━
━
━
圓
福
寺
で
は
、
毎
年
、
和
や
か
な
楽
し
い
新
年
会
を
し
て
い
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
み
な
さ
ん
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

平成２６年

西暦2014年

仏暦2557年

日
時

一
月
十
九
日
（
日
）

 
 
 

午
前
十
一
時

新
春
ご
祈
祷

 
 
 

正
午 

 
 
 

新
年
懇
親
会

会
費

三
千
円

 
 

 

（
ご
祈
祷
料
、
お
守
り
、
お
膳
・
飲

み
物
代
を
含
み
ま
す
。
）

 
 
 

会
費
は
当
日
受
付
で
す
。

申
込

電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
メ
ー

ル
な
ど
で
、
お
寺
ま
で
ご
連

絡
下
さ
い
。

 
 
 
 

 

圓
福
寺
住
職

 
 
 
 

 

宮
田
宗
格

 
 
 
 

 

圓
福
寺
花
園
会

 
 
 
 

 

河
西
達
雄

 
 
 
 

 

福
田
和
夫

 
 
 
 

 

平
山

実

 
 
 
 

 

塩
月
高
泰

 
 
 
 

 

菅
野
光
夫

 
 
 
 

 

稲
田
陽
英

高
橋
敏
勝

圓
福
寺
と
ご
縁
の
あ
る
み
な
さ
ん

は
、
千
葉
と
い
う
地
域
柄
、
全
国
各

地
の
ご
出
身
の
方
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
北
は
北
海
道
、
南
は
九
州
沖
縄

ま
で
と
い
う
決
ま
り
文
句
の
通
り
で

す
。石

川
啄
木
が
ふ
る
さ
と
の
訛
り
を

上
野
駅
に
聞
き
に
行
き
ま
し
た
が
、

圓
福
寺
の
新
年
会
に
来
れ
ば
、
全
国

の
お
国
言
葉
を
聞
く
こ
と
も
で
き
ま

す
。ど

う
ぞ
、
お
気
軽
に
お
寺
の
新
年

会
に
お
出
か
け
下
さ
い
。


