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最
期
の
だ
る
ま

長
年
に
わ
た
り
、
毎
年
新
年

号
の
表
紙
の
た
め
に
、
干
支
色

紙
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
た

吉
田
和
子
さ
ん
が
、
去
る
六
月

二
十
五
日
に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し

た
。
享
年
九
十
歳
で
し
た
。

葬
儀
に
際
し
、
受
付
に
た
く

さ
ん
の
和
子
さ
ん
手
作
り
の
手

工
芸
品
が
飾
ら
れ
ま
し
た
。
お

持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
と
ご
遺
族

の
お
気
持
ち
が
添
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
中
で
目
を
引
い

た
「
福
だ
る
ま
」
を
い
た
だ
い

て
ま
い
り
ま
し
た
。

吉
田
和
子
さ
ん
が
寺
報
の
表

紙
を
飾
る
の
も
こ
れ
が
最
期
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

泰
室
宗
和
大
姉

の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。

毎
年
、
寺
報
で
ご
報
告
し
て
い
る
花

園
会
会
計
報
告
は
、
施
餓
鬼
で
の
ご
報

告
の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

再
建
に
関
す
る
も
の
は
、
す
べ
て

「
再
建
だ
よ
り
」
に
ま
と
め
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
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歩
き
遍
路
に
寄
せ
て

圓
福
寺
住
職

宮
田

宗
格

三
巡
目
の
四
国
あ
る
き
遍
路
を
十
一

月
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

八
十
八
か
所
の
札
所
を
一
巡
す
る
の
に

七
～
八
年
か
か
り
ま
す
か
ら
、
私
が
先

達
を
務
め
る
の
も
こ
れ
が
最
後
か
も
し

れ
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
ら
辺
で
あ
る
き

遍
路
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
お
こ
う

と
思
い
ま
し
た
。

■
歩
き
遍
路
の
原
点

小
学
四
年
の
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
休
み
の
日
に
、
友
だ
ち
と
連
れ

立
っ
て
隣
の
水
沢
の
町
に
遊
び
に
行
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
遊
び
ほ
う
け

て
、
夕
方
電
車
で
帰
ろ
う
と
し
た
ら
、

電
車
賃
が
五
円
足
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
を

ど
う
探
し
て
も
、
わ
ず
か
五
円
の
お
金

は
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
友
だ
ち
に

五
円
貸
し
て
く
れ
な
ん
て
、
内
気
な
私

に
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
友
だ
ち

も
、
貸
し
て
や
る
よ
な
ん
て
気
の
利
い

た
こ
と
が
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
隣
町

に
は
、
母
の
実
家
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
友
だ
ち
に
は
そ
こ
に
行
っ
て
五
円

借
り
て
帰
る
か
ら
先
に
帰
っ
て
い
い
と

言
っ
て
別
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
内

気
で
恥
ず
か
し
が
り
屋
の
私
は
、
母
の

実
家
に
行
っ
て
五
円
貸
し
て
も
ら
う
こ

と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

帰
り
が
遅
く
な
っ
た
ら
母
は
な
ん
て

い
う
だ
ろ
う
か
と
心
配
し
つ
つ
も
、
足

は
自
宅
の
方
を
向
い
て
、
私
は
歩
き
だ

し
て
い
ま
し
た
。
母
が
実
家
に
行
く
た

び
に
バ
ス
で
通
っ
た
道
で
、
国
道
四
号

線
を
ひ
た
す
ら
南
に
行
け
ば
い
い
の
で

す
か
ら
、
道
に
迷
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
歩
く
に
つ
れ
、

日
は
落
ち
、
だ
ん
だ

ん
暗
く
な
っ
て
き
ま

し

た
。
す

る

と
、
不

安
と
心
細
さ
が
こ
み

あ
げ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
気
持
ち
は
、
交
番
の

前
を
通
っ
た
時
に
、
つ

い
に
嗚
咽
か
ら
泣
き
声

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

お
ま
わ
り
さ
ん
が
気
付

い
て
く
れ
な
い
か
な
あ

と
い
う
思
い
が
、
泣
き
声
に
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
お
ま
わ
り
さ

ん
は
不
在
の
よ
う
で
気
付
い
て
も
ら
え

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
な
る
と
あ
と
は

も
う
ひ
た
す
ら
歩
く
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
田
舎
町
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
時
間

に
歩
い
て
い
る
人
な
ん
か
い
ま
せ
ん
。

泣
き
声
も
泣
き
顔
も
誰
に
も
気
づ
か
れ

ず
、
小
学
四
年
生
の
私
は
歩
き
ま
し

た
。よ

う
や
く
町
は
ず
れ
の
建
物
な
ど
が

目
に
入
る
よ
う
に
な
り
、
も
う
少
し
だ

も
う
少
し
だ
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て

い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
な
ん
と
か

家
に
た
ど
り
着
い
た
の
は
、
午
後
七
時

過
ぎ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
白
黒
の
テ

レ
ビ
が
つ
い
て
い
た
こ
と
が
、
印
象
に

残
っ
て
い
ま
す
。
母
は
叱
る
で
も
な

く
、
私
が
話
す
、
コ
ト
の
顛
末
を
聞
い

て
く
れ
た
の
で
し
た
。
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三
十
年
ほ
ど
前
に
、
四
国
八
十
八
ヶ

所
を
一
人
で
歩
い
た
時
、
す
で
に
暗
く

な
っ
て
い
る
の
に
宿
が
見
つ
か
ら
ず
に

歩
い
た
日
が
あ
り
ま
し
た
。
途
中
で
、

宴
会
の
歓
声
が
聞
こ
え
る
立
派
な
ホ
テ

ル
の
前
を
通
り
ま
し
た
が
、
破
れ
衣
の

雲
水
が
と
て
も
そ
ん
な
宿
に
は
泊
ま
れ

な
い
と
、
そ
の
ホ
テ
ル
の
前
を
す
た
す

た
歩
い
て
い
る
自
分
と
、
小
学
生
の
時

に
夜
道
を
歩
い
て
交
番
の
前
を
通
り
過

ぎ
た
自
分
と
が
重
な
り
、
小
学
四
年
生

の
時
に
家
ま
で
歩
い
て
帰
っ
た
十
一
キ

ロ
、
あ
れ
が
私
の
遍
路
の
原
点
な
の
だ

と
気
付
き
ま
し
た
。

■
四
国
遍
路
と
の
、
え
に
し

生
後
百
日
で
父
を
亡
く
し
、
父
親
を

知
ら
ず
に
育
っ
た
私
に
、
母
は
よ
く
父

の
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
父
は

修
行
時
代
に
、
道
友
と
と
も
に
紀
伊
の

方
に
行
脚
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
昔

の
合
羽
は
油
紙
で

で
き
て
い
て
、
雨

に
ぬ
れ
る
と
後
始

末
が
大
変
だ
っ

た
、
と
か
。
父
の

生
家
は
愛
媛
の
小
松
の
材
木
屋
だ
っ

た
。
両
親
を
早
く
に
亡
く
し
た
父
は
、

寺
に
小
僧
に
出
さ
れ
、
大
洲
の
如
法
寺

で
、
の
ち
に
建
長
寺
派
管
長
と
な
ら
れ

た
宮
田
東
珉
老
師
と
生
活
を
と
も
に
し

て
い
た
。
如
法
寺
の
開
山
堂
は
山
の
上

に
あ
り
、
お
勤
め
に
行
っ
た
帰
り
、
老

師
が
さ
っ
さ
と
山
道
を
下
り
て
い
き
、

中
学
生
の
父
は
山
中
に
取
り
残
さ
れ
て

怖
い
思
い
を
し
た
こ
と
が
あ
る
、
と

か
・
・
・
。

そ
ん
な
話
を
聞
い
て
い
た
私
が
修
行

道
場
に
行
っ
て
、
父
も
経
験
し
た
托
鉢

や
行
脚
を
体
験
し
、
父
を
身
近
に
感
じ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
い
つ

し
か
、
父
の
生
ま
れ
た
愛
媛
、
四
国
っ

て
ど
ん
な
と
こ
ろ
な
ん
だ
ろ
う
と
思
う

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
修
行
道
場

を
お
暇
し
た
ら
、
い
つ
か
は
四
国
の
地

を
行
脚
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
募
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
圓
福
寺
に
入
寺
す

る
話
が
ま
と
ま
り
、
あ
と
は
い
つ
四
国

に
行
け
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
機
が

熟
し
、
私
は
四
国
遍
路
に
出
か
け
た
の

で
し
た
。
父
の
葬
儀
に
、
郷
里
の
愛
媛

か
ら
駆
け
つ
け
て
く
れ
た
叔
母
と
従
妹

は
、
三
十
数
時
間
と
い
う
長
旅
だ
っ
た

と
聞
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に

比
べ
た
ら
四
国
は
ず
い
ぶ
ん
近
く
思
え

ま
し
た
。
こ
れ
が
、
私
と
四
国
八
十

八
ヶ
所
と
の
ご
縁
で
、
ひ
い
て
は
今
回

三
巡
目
を
迎
え
る
四
国
あ
る
き
遍
路
の

原
点
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
わ
ら
じ
が
結
ぶ
も
の

八
ペ
ー
ジ
以
降
の
「
和
尚
の
四
国
遍

路
日
記
」
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
、
遍
路

の
途
中
で
「
わ
ら
じ
を
編
ん
だ
。
」
と

い
う
個
所
が
あ
り
ま
す
。
札
所
で
休
み

な
が
ら
で
あ
っ
た
り
、
早
め
に
宿
に

入
っ
た
時
な
ど
を
利
用
し
て
、
わ
ら
じ

を
編
ん
で
い
ま
す
。
修
行
時
代
に
わ
ら

じ
の
編
み
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
お
か

げ
で
、
何
足
も
の
わ
ら
じ
を
持
っ
て
歩

か
な
く
て
も
、
途
中
で
編
み
な
が
ら
遍

路
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

長
男
が
僧
堂
に

掛
搭
す
る
に
あ
た

り
、
理
工
系
の
勉

強
し
か
し
て
い
な

い
か
ら
と
、
禅
宗

の
基
本
を
湯
島
の

麟
祥
院
さ
ん
に
指
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導
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
親
子
間
だ

と
甘
え
が
出
て
き
た
り
し
ま
す
が
、
他

人
に
教
え
て
も
ら
う
方
が
あ
り
が
た
さ

や
緊
張
感
が
あ
っ
て
身
に
付
く
と
考
え

た
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
は
、
師
匠
で
あ

る
私
は
何
を
教
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か

と
考
え
た
と
き
、
十
四
ペ
ー
ジ
の
「
臨

済
宗
の
行
」
の
通
り
、
作
務
・
坐
禅
・

行
脚
を
と
も
に
す
る
こ
と
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
作
務
を
と
も
に
す
る
き
っ
か
け

は
火
事
の
後
片
付
け
だ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
火
災
後
の
、
市
原
別
院
耕
雲

寺
で
の
毎
週
の
坐
禅
会
で
一
緒
に
坐
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
小
学

生
の
頃
に
四
国
あ
る
き
遍
路
に
連
れ
て

行
き
、
掛
搭
前
に
は
僧
堂
で
使
う
草
鞋

を
と
も
に
編
み
ま
し
た
。
托
鉢
で
わ
ら

じ
に
こ
す
れ
て
足
が
痛
む
た
び
に
、
と

も
に
わ
ら
じ
を
編
ん
だ
こ
と
を
思
い
出

し
て
い
る
か
な
あ
と
希
望
的
に
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
私
も
愛

用
の
わ
ら
じ
が
火
事

で

な

く

な

っ

た

の

で
、
そ
ろ
そ
ろ
三
巡

目
の
た
め
に
わ
ら
じ

を
編
ま
な
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

■
「
歩
歩
是
道
場

ほ
ほ
こ
れ
ど
う
じ
ょ
う

」

四
国
遍
路
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
徳

島
最
初
の
難
所
「
焼
山
寺
」
を
超
え
ら

れ
る
人
は
歩
き
遍
路
の
五
十
％
、
そ
こ

を
超
え
て
も
結
願
の
八
十
八
番
ま
で
到

達
で
き
る
人
は
三
十
％
な
の
だ
そ
う
で

す
。
私
も
、
徳
島
の
難
所
で
は
足
を
引

き
ず
り
な
が
ら
山
の
中
を
歩
い
た
覚
え

が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い
足

の
痛
み
に
途
中
で
や
め
る
に
し
て
も
、

す
ぐ
誰
か
が
助
け
て
く
れ
る
わ
け
で
も

な
く
、
バ
ス
や
タ
ク
シ
ー
に
乗
れ
る
と

こ
ろ
ま
で
は
ど
う
し
て
も
自
分
の
足
で

歩
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ら
、

痛
い
足
を
引
き
ず
り
な
が
ら
で
も
小
さ

な
一
歩
を
前
に
進
め
る
こ
と
で
な
ん
と

か
目
指
す
札
所
ま
で
は
た
ど
り
着
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

歩
き
遍
路
で
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、

つ
ら
く
苦
し
く
て
も
最
後
は
自
分
の
一

歩
し
か
頼
り
に
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
。
愚
痴
っ
て
も
、
人
を
頼
り
に
し
て

も
、
と
に
か
く
目
の
前
の
道
に
一
歩
を

踏
み
出
す
こ
と
の
繰
り
返
し
し
か
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
災
難
に

遭
っ
た
時
も
同
じ
で
、
火
災
後
の
再
建

も
一
歩
ず
つ
進
め
る
こ
と
で
実
現
す
る

も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

圓
福
寺
の
あ
る
き
遍
路
は
、
多
い
時

で
二
十
名
も
の
参
加
者
で
し
た
。
常
に

励
ま
し
て
く
れ
た
り
、
時
に
は
重
い
荷

物
を
持
っ
て
く
れ
た
り
、
そ
ん
な
支
え

が
あ
っ
た
の
で
、
八
十
八
番
ま
で
参
加

者
の
百
％
が
到
達
で
き
ま
し
た
。
圓
福

寺
再
建
も
、
た
く
さ
ん
の
人
に
支
え
ら

れ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
と
思
っ

て
、
ひ
ざ
に
水
が
た
ま
り
始
め
た
足
を

一
歩
前
に
進
め
よ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。お

話
の
方
は
、
五
円
か
ら
ご
縁
、
ご

縁
か
ら
結
ぶ
も
の
、
そ
し
て
た
く
さ
ん

の
皆
さ
ん
の
ご
縁
に
よ
っ
て
の
再
建
の

お
話
へ
と
、
よ
う
や
く
た
ど
り
着
き
ま

し
た
。
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耕
雲
寺
の
庭
先
に
て

宗
耕
禅
士

僧
堂
掛
搭

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

圓
福
寺
の
庫
裏
と
大
玄
関

住
職
の
長
男
で
あ
る
宗
耕
禅
士

が
、
四
月
よ
り
京
都
府
八
幡
の
圓
福

寺
専
門
道
場
に
掛
搭
（
か
と
う
）
い

た
し
ま
し
た
。
当
山
ゆ
か
り
で
は
、

還
俗
し
た
慈
光
禅
士
、
湯
島
麟
祥
院

の
住
職
と
な
っ
た
宗
欽
和
尚
、
富
浦

満
蔵
寺
宗
達
和
尚
に
続
い
て
、
四
人

目
の
僧
堂
掛
搭
と
な
り
ま
す
。

思
い
返
せ
ば
、
宗
欽
和
尚
は
掛
搭

前
に
師
匠
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が

あ
り
、
宗
達
和
尚
は
掛
搭
す
る
日
の

朝
に
賽
銭
箱
ご
と
盗
難
さ
れ
る
と
い

う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
宗
耕
禅
士

掛
搭
に
際
し
て
は
、
前
年
に
お
寺
が

全
焼
す
る
と
い
う
大
事
件
が
あ
り
、

市
原
別
院
耕
雲
寺
か
ら
の
旅
立
ち
と

な
り
ま
し
た
が
、
無
事
入
門
を
許
さ

れ
て
修
行
を
始
め
ま
し
た
。

宗
耕
禅
士
が
掛
搭
し
た
八
幡
の
圓

福
寺
は
名
前
が
同
じ
で
す
が
、
特
に

歴
史
的
な
縁
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。

昨
年
二
月
の
二
巡
目
四
国
あ
る
き
遍

路
満
願
の
お
礼
参
り
の
折
に
、
高
野

山
か
ら
妙
心
寺
に
向
か
う
途
中
で
立

ち
寄
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
の

が
ご
縁
で
し
ょ
う
か
。

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
開
創

さ
れ
た
臨
済
宗
最
初
の
専
門
道
場

で
、
こ
れ
ま
で
に
数
多
く
の
禅
僧
を

育
て
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
京
セ

ラ
の
稲
盛
和
夫
さ
ん
が
参
禅
さ
れ
て

い
た
こ
と
で
も
名
が
知
れ
、
現
在
の

本
堂
・
庫
裏
は
稲
盛
和
夫
氏
と
京
セ

ラ
の
寄
進
に
よ
り
再
建
さ
れ
た
そ
う

で
す
。
今
年
は
八
人
の
新
到
（
し
ん

と
う
）
さ
ん
が
掛
搭
し
、
総
勢
十
八

～
九
名
の
雲
水
が
修
行
に
励
ん
で
い

る
と
の
こ
と
で
す
。

鎌倉時代作の「達磨大師坐像」(重文)(82cm)が達磨堂に安置されて

いる。目を見開き、頭から法衣をまとい定印を結ぶ。日本三大達磨の

一つとされ、写実的な表現で日本最古の達磨像ともいわれている。



圓福寺報                                第６9号

6

僧
堂
掛
搭
の
第
一
関
門

―
―
―
僧
堂
入
門
試
験

■
専
門
用
語
解
説

【
僧
堂
】
（
そ
う
ど
う
）

禅
宗
の
専
門
道
場
の
こ
と
。
全

国
に
四
十
二
ヶ
所
あ
り
ま
す
。

【
掛
搭
】
（
か
と
う
）

自
分
の
衣
鉢
な
ど
を
僧
堂
の
決

ま
っ
た
場
所
に
掛
け
る
こ
と
で
、

僧
堂
に
入
門
す
る
こ
と
を
い
い
ま

す
。

【
新
到
】
（
し
ん
と
う
）

僧
堂
に
新
し
く
入
門
を
許
さ
れ

た
雲
水
の
こ
と
。
新
参
者
は
、

「
新
到
さ
ん
」
と
総
称
さ
れ
る
。

【
宗
耕
禅
士
】

雲
水
の
呼
び
方
は
独
特
で
、
宗

耕
（
そ
う
こ
う
）
な
ら
下
の
字
を

と
っ
て
「
コ
ッ
サ
ン
」
、
宗
格
な

ら
「
カ
ク
ッ
サ
ン
」
と
呼
ば
れ

る
。
下
の
字
を
と
っ
て
、
促
音
の

「
っ
」
を
挟
ん
で
「
さ
ん
」
を
つ

け
る
わ
け
で
す
。

学
校
に
は
入
学
試
験
、
会
社
に
は
入
社
試

験
が
あ
る
よ
う
に
、
修
行
道
場
に
も
入
門
の

た
め
の
試
験
、
試
練
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
。
『
雲
水
日
記
』
よ
り
抜
粋
し
て
ご
紹

介
し
ま
す
。
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■
掛
搭
の
必
要
書
類

次
の
三
つ
を
毛
筆
で
し
た
た
め

て
、
僧
堂
の
玄
関
に
提
出
し
ま
す
。

一
、
掛
搭
願
書

二
、
誓
約
書

三
、
履
歴
書

 
 

千
葉
市
稲
毛
区
穴
川
町
三
七
五

 
 

臨
済
宗
妙
心
寺
派

台
番
三
一
五
一

 
 

寺
班
三
等
地
一
級

圓
福
寺
学
徒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
田

宗
耕

 
 
 
 
 
 
 

平
成
三
年
四
月
十
六
日
生

一
、
得
度

平
成
十
四
年
七
月
二
十
七
日

妙
心
寺
派
管
長
西
片
義
保
老
師
に
付
き
得
度

一
、
法
階

平
成
二
十
八
年
二
月

 
 
 
 
 

知
客
職
（
し
か
し
ょ
く
）
稟
承

一
、
学
業

平
成
十
九
年
三
月

 
 
 

千
葉
大
学
教
育
学
部
付
属
中
学
校
卒
業

平
成
二
十
二
年
三
月

 
 
 

慶
應
義
塾
高
等
学
校
卒
業

平
成
二
十
六
年
三
月

 
 
 

慶
應
義
塾
大
学
理
工
学
部
卒
業

平
成
二
十
八
年
三
月

 
 
 

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院

 
 
 
 
 
 
 
 
 

理
工
学
研
究
科
修
了

一
、
賞
罰

な
し

右
の
通
り
、
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

宮
田

宗
耕

通
称
「
達
磨
堂
」
と
も
呼
ば
れ
る
圓
福
寺
の
寺
号
石
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四国あるき遍路の旅 和
尚
の

四
国
遍

路
日
記

若
き

その２

30年前の

6時 開静(起床)

　ずいぶん寒いと思ったら、霜が降りている。
もう４月だというのに、それにここは四国の最
南端、暖流が寄せてくる海岸のはず。
　しかし、天気はいい。このところ腫れが続い
て有難い。

7時 粥座(朝食)
7時30分 ユースホステル出立
10時30分 坂井峠で小休止

　10時頃からようやく暖かくなる。春らし
い。今日ぐらい歩くのが気持ちいい日はない。
春の匂いがいっぱいだ。車で巡拝なんてもった
いない。

12時30分 道端で斎座(昼食)

　今朝、藤井寺ユースでお接待していただいた
おにぎりを頬張る。デザート甘夏を１個。
　今日はまるでピクニックだ。ツバメもいた、
カエルも啼いている。もんしろ蝶ももんき蝶も
飛んでいる。春だ。宿毛まであと7.8キロか。

13時 出立
16時10分 三十九番延光寺参拝
16時30分 民宿着
17時

17時45分 薬石(夕食)

　薬石は皿鉢料理というものだと思う。寿司と
カニ、カキ、エビ、それに季節の果物。おいし
かった。
　今日は広島からの巡拝の人と同宿だった。
85才だというしっかりしたおばあさん――先
生と言われている――がリーダーらしい。今晩
の宿泊代と明日の弁当をお接待してくれた。
　お接待というのは断ってはいけないそうだ。
供養と同じだ。今日で、土佐・修行の道場は終
わりだ。明日からは、車に乗れと言われたら遠
慮なく乗せてもらうことにしよう。今まで、随
分断ってきた。

20時 解定(就寝)

把住　0円、放行　200円

4月１日(月)　快晴

5時30分 開静(起床)
6時 粥座(朝食)
7時15分 出立

　今朝も霜が降りている。
9時 宿毛市内托鉢
10時40分 宿毛球場で小休止
12時15時 脇本のみかん畑で斎座(昼食)

　民宿で作ってもらった弁当を海を眺めながら
食べる。ことさらうまい。昨夜のおばあさんに
感謝、感謝。あの人は、80何回かまわってい
るらしい、金色の納め札をくれた。

12時45分 出立
14時45分 城辺町岩水着
15時15分 城辺町内托鉢
16時45分 四十番観自在寺参拝、投宿

　城辺(じょうへん)の町は、結構商店街がにぎ
やかだった。托鉢にも慣れている。城辺と御荘
(みしょう)の町は商店街がつながっている。も
う少し托鉢をすればよかった。

18時 開浴(入浴)
18時30分 薬石(夕食)
20時 解定(就寝)

把住　4,857円、放行　1,700円

　宿泊代の支払いが済んでから、2,000円お接
待していただいた。

4月2日(火)　曇時々晴

5時30分 開静(起床)
6時 朝課(朝の勤行)
6時30分 粥座(朝食)
7時 観自在寺出立
10時 須の川の公園で小休止
13時15分 津島町岩松の農家の納屋で斎座(昼食)
13時45分 出立
16時45分 宇和島ユースホステル着、宿泊
18時 薬石(夕食)
19時 開浴(入浴)
21時 解定(就寝)

把住　0円、放行　3,190円

4月3日(水)　雨のち曇

把住(はじゅう)：収入のこと。托鉢の浄財など

放行(ほうぎょう)：支出。納経料、宿泊代など

26日目

37.5㎞

27日目

26㎞

28日目

40.4㎞

皿鉢料理のお接待をいただく。

土佐から伊予の国に入る。
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6時30分 開静(起床)
6時45分 粥座(朝食)
7時15分 旅館出立、高野長英隠れ家に寄る
9時 宇和町信里で小休止
11時30分 大洲市内で斎座(昼食)
14時 五十崎町で小休止
18時45分 小田町旅館着

　よく歩いた。よく旅館が見つかった。
19時00分 旅館前の食堂で薬石(夕食)

　山あいの町だ。スキー場の看板があるが、
いったいどこにあるのか。

把住　0円、放行　4,460円

4月5日(金)　晴

6時30分 開静(起床)
7時 粥座(朝食)
8時 出立
9時 山道で車のお接待をいただく
9時30分 四十四番大寶寺参拝
10時 大寶寺出立
10時10分 久万町公園で小休止
12時45分 四十五番岩屋寺参拝
13時 斎座(昼食)
15時30分 大寶寺に戻る
15時40分 久万町を托鉢
17時15分 大寶寺着、投宿
17時30分 開浴(入浴)、薬石(夕食)
20時 解定(就寝)

　あんか付の宿坊だ。

把住　3,135円、放行　2,700円

4月6日(土)　雨のち曇

今
日
は
じ
め
て
、
車
に
乗
せ
て
も
ら
っ
た
。
有
難
か
っ

た
。
久
し
ぶ
り
、
約
一
か
月
ぶ
り
の
自
動
車
の
速
い
こ
と
速

い
こ
と
、
タ
イ
ム
マ
シ
ン
に
で
も
乗
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、

乗
せ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
が
つ
づ
ら
折
り
の
坂
道
で
、
非
常

に
助
か
っ
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
か

げ
で
、
今
日
は
岩
屋
寺
ま
で
お
参
り
で
き
、
そ
の
上
、
久
万

の
町
を
托
鉢
す
る
こ
と
ま
で
で
き
、
本
当
に
よ
か
っ
た
。
そ

の
上
、
大
寶
寺
に
投
宿
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
の
上
な
く
い

い
日
だ
。

岩
屋
寺
ま
で
ど
う
ぞ
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
こ
れ
は
社
交

辞
令
だ
っ
た
の
で
丁
重
に
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
岩

屋
寺
ま
で
は
結
構
遍
路
道
も
整
っ
て
い
て
、
歩
く
の
は
楽
な

方
だ
。
岩
屋
寺
は
い
い
と
こ
ろ
だ
。
遍
路
道
か
ら
行
く
と
、

仁
王
門
を
く
ぐ
っ
て
境
内
に
入
る
。
お
寺
の
近
く
に
な
る

と
、
切
り
立
っ
た
奇
岩
が
迫
り
、
迫
力
の
あ
る
景
観
だ
。

7時 開静(起床)
7時20分 粥座(朝食)
8時45分 ユースホステル出立

妙心寺派等覚寺(伊達家墓所参拝)、西江寺参拝

9時30分 宇和島市内托鉢
11時 和霊社参拝、小休止
13時 四十一番龍光寺参拝
13時45分 四十二番仏木寺参拝
14時45分 歯長峠で小休止
14時55分 歯長峠出立

　仏木寺からここまできつかった。四国のみち
を通った方がよかったかもしれない。しかし、
絶景だった。宇和島の方のリアス式の海と段々
畑と銀色のビニールハウスの取り合わせは最
高。明石寺まで、7.7キロ。

16時20分 四十三番明石寺参拝
17時10分 旅館着
17時30分 開浴(入浴)
18時30分 薬石(夕食)
21時 解定(就寝)

把住　4,329円、放行　4,600円

4月4日(木)　雨のち曇

今
日
は
斎
座
抜
き
だ
っ

た
。
な
ぜ
か
あ
き
れ
る
ほ

ど
の
空
腹
に
な
ら
な
か
っ

た
。
午
後
か
ら
結
構
歩
く

こ
と
に
し
て
い
た
の
で
、

歩
く
こ
と
に
一
生
懸
命

で
、
斎
座
を
取
ら
な
い
で

し
ま
っ
た
。

こ
こ
宇
和
町
は
、
高
野

長
英
が
逃
亡
中
隠
れ
て
い

た
所
だ
。
渡
辺
家
と
い
う

庄
屋
の
門
の
二
階
に
ひ
そ

ん
で
い
た
と
、
本
で
読
ん

だ
の
を
記
憶
し
て
い
る
。

29日目

27.5㎞

30日目

48㎞

31日目

今
思
え
ば
・・・宿
毛
か
ら
四

国
の
西
側
を
歩
い
て
松
山
に
出
る
ま
で

の
遍
路
道
に
「
峠
」
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

高
知
と
愛
媛
の
県
境
に
あ
る
松
尾
峠
に

は
じ
ま
り
、
歯
長
峠
、
大
洲
に
出
る
鳥

坂
峠
、
久
万
高
原
に
抜
け
る
下
坂
場

峠
、
そ
し
て
松
山
に
下
り
る
三
坂
峠
な

ど
。
圓
福
寺
の
四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅

で
は
、
き
つ
く
苦
し
い
峠
ば
か
り
で
し

た
が
、
そ
ん
な
峠
越
え
を
し
な
が
ら
、

そ
し
て
托
鉢
を
し
な
が
ら
、
一
日
に
三

十
キ
ロ
近
く
歩
い
て
い
る
若
さ
を
う
ら

や
ま
し
く
思
い
ま
す
。

お接待で初めて車に乗せてもらう。

宇和町から内子まで一気に。



圓福寺報                                第６9号

10

5時15分 開静(起床)
5時30分 朝課(朝の勤行)
6時 粥座(朝食)
7時 大寶寺出立
9時15分 三坂峠下の休憩所で小休止

　ここは、まだ桜が咲いていない。
10時30分 四十六番浄瑠璃寺参拝
10時50分 四十七番八坂寺参拝
11時50分 重信川の久米大橋で小休止

　合羽の内側の濡れがひどく、寒い。大寶寺か
ら浄瑠璃寺までは予想外に早く着いた。

12時15分 四十八番西林寺参拝
13時30分 四十九番浄土寺参拝
14時 五十番繁多寺参拝
14時15分 斎座(昼食)
15時 出立
15時30分 五十一番石手寺参拝
16時 松山神泉園ユースホステル着
18時45分 薬石(夕食)
20時 開浴(入浴)
21時 解定(就寝)

把住　1,000円、放行　4,650円

4月7日(日)　雨

一
日
中
の
雨

で
疲
れ
た
体
を

し
っ
か
り
休
ま

せ

て

も

ら

っ

た
。
気
分
爽
快

だ
。
明
日
は
、

道
後
温
泉
と
市

内
を
じ
っ
く
り

托
鉢
し
よ
う
と

思
っ
て
い
る
。

天
気
が
回
復
す

る
こ
と
を
願
っ

て
、
寝
る
こ
と

に
し
よ
う
。

32日目

6時30分 開静(起床)
7時30分 粥座(朝食)
9時15分 ユースホステル出立

道後温泉と松山市内托鉢
12時 松山城で斎座(昼食)

　城山から見た街は春霞に覆われ、春だ。陽射
しはことのほか強烈だ。

13時 松山城出立
松山市内を托鉢

15時 松山城之内公園で小休止

　伊予銀行に行って把住金を両替したら、汗拭
きをくれた。松山は今日、桜が満開だ。

15時30分 松山市内を托鉢
16時30分 路面電車で宿に戻る
17時10分 松山神泉園ユースホステル着、連泊
18時30分 薬石(夕食)
19時30分 道後温泉本館で開浴(入浴)
21時 解定(就寝)

把住　9,596円、放行　3,570円

4月8日(月)　晴 33日目

今
夜
の
開
浴
は
、
道
後
温
泉

本
館
に
行
っ
た
。
い
い
湯
だ
。

ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
か
ら
坂
道
を

降
り
て
い
く
と
き
、
照
明
に
浮

か
ん
だ
松
山
城
が
き
れ
い
だ
。

道
後
公
園
の
夜
桜
見
物
も
最
高

潮
だ
。

松
山
は
、
山
あ
り
海
あ
り
川

あ
り
、
ま
た
温
泉
も
あ
り
、
そ

し
て
適
当
な
都
会
で
、
本
当
に

住
み
よ
さ
そ
う
な
所
だ
。

二
泊
も
ゆ
っ
く
り
さ
せ
て
も

ら
い
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
、

こ
れ
か
ら
後
半
、
頑
張
っ
て
行

脚
し
よ
う
。

6時30分 開静(起床)
7時30分 粥座(朝食)
8時 ユースホステル出立

　今日は暑い。朝から汗ばむほどだ。
10時15分 五十二番太山寺参拝
11時 五十三番円明寺参拝
11時40分 堀江港で小休止

　久しぶりの海は静かだ。瀬戸内に近づいてい
る感じがする。円明寺でお参りの人にお接待し
ていただいたオロナミンＣを飲む。缶コーヒー
もいただいた。

12時10分 出立
13時15分 お接待の斎座をいただく
14時10分 旅館着、北条市内托鉢
16時 旅館着、宿泊

　北条市は予想外に小さな町だった。松山の隣
のためか、商店街も活気がない。托鉢の反応も
芳しくない。
　旅館も数がなく、町の中ではここぐらいしか
なく、仕方ないが大枚をはたかなければならな
い。托鉢をして、こんな立派な所に泊まっては
申し訳ない気がする。

18時 開浴(入浴)
18時30分 薬石(夕食)
20時30分 解定(就寝)

把住　4,215円、放行　5,400円

4月9日(火)　快晴

今
は
い
て
い
る
草
鞋
は

踵
が
抜
け
て
き
て
い
る

が
、
随
分
長
持
ち
し
て
い

る
。
竜
串
の
藤
井
寺
ユ
ー

ス
か
ら
履
い
て
い
る
か

ら
、
明
日
で
十
日
目
だ
。

明
日
は
頑
張
っ
て
歩
い

て
、
伊
予
桜
井
の
法
華
寺

ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
ま
で
足

を
延
ば
し
た
い
。
今
治
の

町
を
托
鉢
し
た
か
っ
た

が
、
横
峰
寺
が
控
え
て
い

る
の
で
、
明
日
、
横
峰
寺

に
近
い
と
こ
ろ
ま
で
行
き

た
い
。

34日目

24㎞

今
思
え
ば
・
・・松
山
市
内
を
一
日
中
托
鉢

を
し
た
ら
、
小
銭
が
重
く
な
っ
た
の
で
、
ち
ょ
う
ど

前
を
通
っ
た
伊
予
銀
行
に
入
っ
て
両
替
を
お
願
い
し

ま
し
た
。
す
る
と
、
受
付
の
女
性
行
員
が
四
階
に
ど

う
ぞ
と
案
内
す
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
や
は
り

四
国
だ
け
あ
っ
て
、
地
方
銀
行
の
本
店
で
も
お
遍
路

さ
ん
を
大
事
に
す
る
ん
だ
と
感
心
し
ま
し
た
。
四

階
に
行
っ
て
両
替
を
頼
む
と
、
怪
訝
な
顔
を
さ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
、
托
鉢
し
た
お
金
を
寄

付
す
る
と
勘
違
い
し
た
よ
う
で
し
た
。

こ
っ
ち
は
日
々
の
生
活
が
懸
か
っ
て
い
る
托
鉢
で

す
。
で
も
、
も
う
そ
ん
な
乞
食
僧
は
い
な
い
ん
だ
ろ

う
な
あ
。

松山で二日間の托鉢
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6時30分 開静(起床)
7時 粥座(朝食)
7時10分 旅館出立
9時 菊間町で小休止
9時15分 出立
12時15分 五十四番延命寺参拝
13時05分 斎座(昼食)
13時50分 出立
14時 五十五番南光坊参拝
14時50分 五十六番泰山寺参拝
15時40分 五十七番栄福寺参拝
16時20分 五十八番仙遊寺参拝
18時 五十九番国分寺参拝
18時15分 伊予法華寺ユースホステル着
18時30分 近くの食堂で薬石、粥座の買い物
19時40分 開浴(入浴)
20時30分 解定(就寝)

把住　0円、放行　4,645円

4月10日(水)　晴のち曇

今
日
は
な
ぜ
か
一
日

中
あ
せ
っ
て
歩
い
て
い

た
日
だ
っ
た
。
そ
ん
な

必
要
は
少
し
も
な
い
の

だ
け
れ
ど
、
途
中
で
、

今
治
を
托
鉢
し
よ
う
か

と
も
思
っ
た
が
、
急
い

で
い
る
う
ち
に
そ
ん
な

気
持
ち
も
消
え
て
し

ま
っ
た
。

仙
遊
寺
か
ら
は
へ
ん

ろ
道
を
国
分
寺
に
向

か
っ
て
、
直
接
下
り
る

こ
と
が
で
き
、
助
か
っ

た
。

6時 開静
6時15分 粥座(朝食)
7時 法華寺ユースホステル出立
9時30分 壬生川跨線橋下にて小休止
11時 小松町の農家の納屋で小休止

　先ほど道端でいちごを2パックもお接待して
いただき、歩きながら食べさせてもらった。満
腹だ。そして、ベッドまである農家の納屋で休
憩。最高だ。雨は次第に強くなってきた。

11時30分 小松町大頭で斎座
12時 出立
13時45分 六十番横峰寺参拝
14時20分 横峰寺出立
16時40分 六十一番香園寺参拝、投宿

　大頭から湯浪まで、車のお接待をいただい
た。雨に濡れているところを乗せていただき、
本当に助かった。おかげで香園寺まで来れた。
　香園寺はビルだ。都会でもこれほどのお寺は
見られないだろう。
　なお、横峰寺から香園寺までは遍路道があっ
た。雨と霧で、幻想の世界を歩いているかのよ
うだった。沢がにがへんろ道で手をあげてい
た。

17時20分 開浴(入浴)
18時 薬石(夕食)
20時30分 解定(就寝)

把住　0円、放行　870円
　これで無事、横峰寺も打ち終えることができ
た。
　宿泊代をお接待していただく。雨の日も雨の
飛成に、有難いことも多いものだ。

4月11日(木)　強雨

6時 開静
6時30分 粥座(朝食)

　昨夜、濡れた合羽を外に干しておいたら、風
で落ちてしまった。あいにく一晩中の雨で、ま
た濡れてしまった。部屋にストーブがあったの
で、今、乾かしている。
　団体さんの余りの弁当をお接待していただ
く。

12時45分 団体さんの余った弁当で斎座
14時 旅館着、わらじ作り

　今日は細かい雨が絶え間なく降り、風があ
り、寒い。気持ちがめげてしまい、早くも旅館
に入ってしまった。雨が上がれば托鉢に行くつ
もりだが、とてもやみそうにない。草鞋でも編
むことにする。
　斎座を食べた食堂で旅館を紹介してもらい、
お客さんがタクシーで旅館まで送ってくれた。

17時15分 開浴(入浴)
18時 薬石(夕食)
20時 解定(就寝)

把住　0円、放行　4,600円

4月12日(金)　雨

35日目

36日目

37日目

45㎞

今
思
え
ば
・・
・三
十
年
前
の
記
録
を
起
こ

し
て
い
る
の
で
す
が
、
泊
ま
っ
た
宿
や
昼
飯
を
食
べ

た
食
堂
の
名
前
は
書
い
て
な
い
し
、
右
の
四
月
十
二

日
な
ん
か
は
お
参
り
し
た
札
所
の
記
録
も
な
く
、

ど
こ
を
ど
う
歩
い
た
の
か
皆
目
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま

さ
か
、
三
十
年
後
に
こ
ん
な
形
に
さ
れ
る
と
も
思

わ
ず
に
書
い
た
の
だ
か
ら
仕
方
な
い
、
と
三
十
年
後

の
自
分
が
自
己
弁
護
。

34㎞

土砂降りの中を、難所横峰寺へ
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6時30分 開静
7時30分 粥座(朝食)
8時30分 旅館出立
13時 伊予寒川駅前で斎座

　時折、霧雨が降るが、雨が降らないのはやは
り助かる。旧道がずっとあり、車にあおられず
に歩け、ずいぶん楽だ。

13時30分 出立
16時 六十五番三角寺着、投宿
16時30分 開浴(入浴)
17時40分 薬石(夕食)
18時45分 晩課(午後の勤行)
20時 解定(就寝)

把住　1,000円、放行　4,000円

4月13日(土)　曇

雨
が
降
っ
た
り
で
予
定
通

り
に
行
か
ず
、
天
気
予
報
な

ど
気
に
し
て
い
る
が
、
昔
は

天
気
予
報
な
ど
な
く
、
明
日

の
こ
と
は
明
日
任
せ
、
ま
た

宿
も
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り

で
決
め
て
い
た
だ
ろ
う
。
今

は
道
も
よ
く
な
り
、
ト
ン
ネ

ル
な
ど
で
距
離
も
ず
い
ぶ
ん

短
縮
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な

い
。
や
は
り
今
の
方
が
ど
ん

な
に
か
恵
ま
れ
て
い
る
。
せ

め
て
、
へ
ん
ろ
道
の
残
っ
て

い
る
と
こ
ろ
は
、
そ
こ
を
歩

き
た
い
も
の
だ
。

5時30分 開静
6時 粥座(朝食)
6時30分 三角寺出立
8時 椿堂(常福寺)参拝
8時30分 小休止

　新緑が目につくようになってきた。
9時50分 愛媛・徳島県境
11時 道に迷い、香川県側に下りてしまう

道を尋ねた家で斎座のお接待
11時30分 出立。途中、車のお接待
12時20分 六十六番雲辺寺参拝

　雲辺寺から大興寺までは遍路ころがしと言わ
れる所らしい。ころがるにまかせ、山を下りる
ことにする。しかし、まだ草も茂っていないの
で助かる。ここは、桜も新緑もまだだ。
　雲辺寺に参拝したころから、久しぶりの青空
が顔をのぞかせてくれた。陽射しもきつい。

15時 六十七番大興寺参拝
16時50分 六十八番神恵院、六十九番観音寺参拝
17時40分 旅館着

　今日は捨てる神と拾う神に逢った。愛媛・徳
島の県境までは道標もありよかったが、徳島側
は全く手入れしてなく、完全に迷った。藪の中
を抜けて、きれいな茶畑に出た。そこから反対
側に見えたのが雲辺寺への道だったが、見事に
反対側に下りた。ここまでは、捨てられた。
　どんどん下りたところの民家で道を聞いたと
ころ、茶畑で間違えたとのことだった。ちょう
ど昼近くだったので、味付けご飯をお接待して
いただき、再び歩き始めた。
　大きな道をまんだトンネル目指して歩いてい
たら、フェアレディＺの岡山の人に拾われ、雲
辺寺まで連れて行ってもらった。車でもずいぶ
んあったので、大助かりだった。ありがとうご
ざいました。
　雲辺寺からの下りは、結構長かった。下りで
汗をかいたのは、おそらく初めてだろう。それ
でも上りがなかった分、ずいぶん楽だったと思
う。おかげで69番までお参りでき、出来すぎ
の1日だった。

18時 開浴(入浴)
18時30分 薬石(夕食)
20時 解定(就寝)

把住　2,000円、放行　5,460円

4月14日(日)　曇

38日目

39㎞

39日目
はじめて道に迷う。

6時 開静(起床)
7時 粥座(朝食)
7時30分 旅館出立
8時30分 七十番本山寺参拝
11時 七十一番弥谷寺参拝
11時30分 弥谷寺出立
12時10分 七十二番曼荼羅寺参拝
12時30分 七十三番出釈迦寺参拝

　出釈迦寺を出たところで、大阪からのお遍路
さんの車に乗せていただく。前にも乗せてあげ
て、88番まで連れて行ったとのこと。私もお
言葉に甘えてお接待していただき、今晩は高松
のホワイトホテルに泊まっている。つまり、
74番甲山寺から83番一宮寺まで、一気に回ら
せていただいた。あっけにとられたというか、
何がなんだかわからないが、なるに任せてい
る。
　明日は88番まで行き、そこで分かれて、10
番から1番までお礼参りをしたい。
車のお接待をいただき、七十四番から

八十三番一宮寺まで参拝
21時 解定(就寝)

把住　4,220円、放行　2,800円

4月15日(月)　雨

お接待を断れずに、一気に。

87㎞

40日目
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6時 開静(起床)
7時 ホテル出立
10時 八十八番大窪寺参拝

粥座兼斎座のお接待
10時45分 大窪寺出立
15時 十番切幡寺参拝
15時20分 旅館着、洗濯

　安楽寺まで足を延ばそうと思ったが、安楽寺
も、そして十楽寺も宿泊を断られたので、切幡
寺門前の旅館に泊まることにした。洗濯して、
身を清めてお礼参りをしろということだろう。
　昨日、車のお接待をしてくれた人に、今日は
大窪寺まで連れてきていただき、そこで粥座兼
斎座をご馳走していただきお別れした。なんと
お礼を言ったらいいかわからないほどだ。ま
た、わらじ代として一万円いただいた。運転手
さんにも、千円とたばこをいただいた。

18時 開浴(入浴)
18時45分 薬石(夕食)
20時30分 解定(就寝)

把住　11,000円、放行　5,200円

4月16日(火)　曇時々晴

七
十
四
番
か
ら
八
十
八
番
ま

で
、
お
接
待
で
ま
わ
ら
せ
て
も

ら
っ
た
が
、
歩
い
て
回
る
の
と

比
べ
て
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
何
も
考
え

る
こ
と
以
前
の
問
題
だ
と
思

う
。
こ
の
行
脚
を
通
し
て
思
っ

た
こ
と
だ
が
、
そ
の
時
そ
の
時

が
最
良
の
方
法
で
あ
っ
た
り
、

手
段
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
。

歩
い
た
方
が
よ
か
っ
た
と
か
、

道
が
違
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か

な
ど
と
考
え
る
の
は
よ
く
な

い
。
と
に
か
く
、
無
事
ま
わ
ら

せ
て
も
ら
っ
て
よ
か
っ
た
。

あっけない結願。

41日目
6時 開静(起床)
6時15分 粥座(朝食)
6時50分 旅館出立
7時20分 九番法輪寺参拝
8時 八番熊谷寺参拝
9時 七番十楽寺参拝
9時20分 七番安楽寺参拝
9時40分 松尾神社で小休止
10時35分 五番地蔵寺参拝
10時45分 五百羅漢参拝、小休止
11時05分 出立
11時20分 四番大日寺参拝
12時30分 斎座(昼食)
12時50分 出立
13時 三番金泉寺参拝
13時50分 二番極楽寺参拝
14時15分 一番霊山寺参拝
15時 霊山寺門前バス停から徳島へ

　これでお礼参りも無事終わり、四国行脚の日
程は全部円成した。あとは高野山にお参りす
る。
　10番から1番まで歩いたが、思えばずいぶん
楽なコースだったのだ。やはり慣れというもの
は大したもんだ。歩き始めの時は雨も降ってい
たが、横峰寺の雨の方がずっと大変だった。
　今日は40日の行脚で、初めて接待講の人と
会った。ヤクルトをいただいた。うまい。

15時40分 徳島駅着
16時30分 徳島駅前発バス乗車
17時 徳島ユースホステル着、宿泊
17時30分 開浴(入浴)
18時30分 薬石(夕食)
21時 解定(就寝)

把住　5,756円、放行　5,660円

4月17日(水)　晴

お礼参り

42日目

27㎞

今
思
え
ば
・
・・約
三
十
年
前
の
四
国
遍
路

の
記
録
を
整
理
い
た
し
ま
し
た
が
、
最
後
は
車
の
お

接
待
を
い
た
だ
い
て
、
あ
っ
け
な
く
結
願
し
た
感
じ

で
拍
子
抜
け
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
あ
の
車
の
お
接

待
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
ご
夫
婦
は
、
大
阪
の
と
あ
る

大
企
業
の
社
長
ご
夫
妻
で
し
た
。
車
の
中
で
、
私
の

身
の
上
を
根
掘
り
葉
掘
り
聞
か
れ
、
お
母
さ
ん
が

心
配
し
て
い
る
か
ら
、
結
願
し
た
ら
す
ぐ
に
岩
手
に

帰
り
な
さ
い
、
飛
行
機
代
は
出
し
て
あ
げ
る
か
ら
、

と
ま
で
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
母
も
、
す
で

に
こ
の
世
に
い
な
く
な
り
ま
し
た
。

今
年
、
平
成
二
十
八
年
は
う
る
う
年
で
、
四
国
遍

路
は
逆
打
ち
を
す
る
と
ご
利
益
が
四
倍
に
な
る
年

だ
そ
う
で
す
。
逆
打
ち
と
い
う
の
は
、
何
回
巡
打
ち

を
し
て
も
お
大
師
さ
ん
に
お
会
い
で
き
な
か
っ
た
お

遍
路
さ
ん
が
、
逆
回
り
を
し
て
お
大
師
さ
ん
に
お
会

い
で
き
た
と
い
う
故
事
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
逆
打
ち
の
年
に
、
若
い
こ
ろ
歩
い
た

四
国
遍
路
を
ま
と
め
た
こ
と
で
、
そ
の
時
お
世
話
に

な
っ
た
方
々
に
再
び
出
会
え
て
、
改
め
て
感
謝
の
気

持
ち
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

最
後
に
お
金
の
話
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
す
べ
て
の
把
住(

収
入)

と
放
行(

支
出)

を
合
計
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
同
額
に
な
る
こ
と
に
驚

か
さ
れ
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
苦
し
く
つ
ら
か
っ

た
り
、
す
が
す
が
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
り
す
る
の

も
自
分
の
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実
は
四
国

の
人
々
が
私
を
歩
か
せ
て
く
れ
た
の
だ
と
気
づ
か

さ
れ
た
の
で
し
た
。
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3巡目 四国あるき遍路の旅

臨済宗の行

◎作務・掃除

◎坐禅

◎托鉢 行脚・へんろ

今から1200年昔、真言宗の開祖弘法大師が42歳のときに人々

に災難を除くために開いた八十八の霊場。その霊場を辿るの

が、四国遍路や巡礼と言われています。今も訪れる人は多いも

のの、バスやタクシーに乗り、宿坊・へんろ宿は敬遠され、物

見遊山のご朱印集めの旅行に姿を変えつつあります。

圓福寺の遍路は、上の図のように、臨済宗の行の中の「歩く

こと」に主眼を置いたもので、「あるき遍路」と銘打っていま

す。そして、何回も歩いている住職が先達として、雲水姿で一

緒ですので、安心して参加できます。日数も、土日を使った三

日間の旅程にして、参加しやすくしております。

様々な願いとともに心の修行を重ねる三日間の歩き旅は、

きっとなにかの変化をもたらしてくれます。それを功徳という

のかもしれません。

■
「
四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅
」
説
明
会
の
ご
案
内

ご
興
味
の
あ
る
方
、
参
加
を
お
考
え
の
方
、
す
で
に
参
加
し
て
い
る
方
、
も
う
結
願

さ
れ
た
方
が
集
ま
っ
て
の
懇
親
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
お
話
が
聞
け
る

チ
ャ
ン
ス
で
す
。

平
成
二
十
八
年
九
月
十
日
（
土
）
午
後
六
時
～

穴
川
駅
前
「
亀
八
」
に
て

会
費

二
千
円

申
込
み
は
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
三
巡
目
第
一
回
の
予
定

【
日
程
】

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
（
金
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～
二
十
日
（
日
）

【
旅
程
】

一
番
札
所
か
ら
十
番
ま
た

は
十
一
番
ま
で
巡
拝
。
宿
泊
は
、

一
泊
は
宿
坊
を
予
定
。
三
日
間
で

約
三
十
八
㎞
を
歩
く
予
定
。

【
参
加
費
】
約
五
～
六
万
円
を
予
定

３巡目を始める時期 

平成28年11月から、３巡目をスタートいたします。その後、毎年2月と

11月に歩きます。この時期は、草が生い茂ることもなく、虫や蚊もおら

ず、殺生をせずに歩くことができるので、遍路の適期と言えます。14～
15回で八十八ヶ所を結願予定で、7～8年を要する計算になります。 

歩き遍路の費用 

毎回5万円前後の参加費を予定しております。納経料と飲み物など以外

はすべて含んでおります。 

歩き遍路を始める前に 

一日に15～25㎞ぐらい、三日間では40～60㎞ぐらい歩きますので、あ

るき遍路前には多少歩くトレーニングをしてください。慣れるまでに

は、足に水ぶくれやマメができることがありますので、靴は履きなれた

ものに限ります。

歩き遍路の持ち物 

荷物は、リュックで背負ってください。 荷物の重量は、5～8㎏に納め

るのが望ましいです。とはいえ、重くても自己責任ですから自由です

が・・・。

具体的な持ち物は、保険証、常備薬、着替え、洗面用具、汗拭きタオ

ル、雨具などです。服装は、歩き重視ですから、特にお遍路さんの装束

でなくて構いません。巡拝用品は札所で揃えられますので、四国に行っ

てからでも間に合います。
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2 巡 目 の あ し あ と
曜日

6:30 7:20発 JAL1431 8:35着 9:00発
羽田空港集合 羽田空港
空港リムジンバス 9:24着 9:35発 ≪徳島バス≫ 10:01着 10:30発

─徒歩─ 11:00着 11:30発 ─徒歩─ 11:45着 12:45発
約2.3㎞ 約0.9㎞

─徒歩─ 13:15着 13:45発 ─徒歩─ 14:30着 15:00発
約1.8㎞ 約2.8㎞

─徒歩─ 15:30着 15:41発 ≪ＪＲ徳島線≫ 16:00着 16:10発
約1.7㎞

─徒歩─

約2.2㎞ 「旅館吉野」着

7:30発 ─徒歩─ 7:45着 8:00発 ─徒歩─ 16:00着
へんろ宿 約0.8㎞ 約12.9㎞ 12番焼山寺

8:30発 ─徒歩─ 13:00着かな? ─徒歩─ 15:00着
12番焼山寺 約13.2㎞ 広野 約7.6㎞ 13番大日寺

17:20発 【空港リムジン】 17:44着 18:40発 ＪＡＬ1442便 19:55着

徳島駅 羽田空港

コ ー ス 予 定

金

ＪＲ府中駅

徳島空港

明日に備えて十分お休み下さい。

15番国分寺

17番井戸寺

徳島駅 13番大日寺

ＪＲ鴨島駅

14番常楽寺

徳島空港

３日目に13番まで歩いたら、今回の遍路は完歩です。大日寺からはバスで徳島駅に行きます。大日寺までたどり
着けなくても、「広野」まで来れば、後は路線バスで徳島駅まで行くことができます。時間と体力を見ながら判
断したいと思います。

16番観音寺

土
11番藤井寺

日

曜日
7:30 8:35発 ANA561 10:10着 10:25発
羽田空港集合 羽田空港
空港リムジンバス 10:30着 ─徒歩─ 11:00着 11:37着 ≪くろしお鉄道≫

後免町通りバス停 約1.6㎞ 車中昼食

12:40着 12:50発 ─徒歩─ 15:00着 15:30発 ─徒歩─

約8.0㎞ 約4.0㎞

17:00着 17:26発 ≪くろしお鉄道≫ 17:38着 ─徒歩─ 17:45着
安芸駅 約3分 「山登屋旅館」

18:30
夕食
8:00発 ─徒歩─ 12:30 ─徒歩─

宿 約16.2㎞ 道の駅「夜須」昼食「リストランテ　カシ」 約8.6㎞

15:45着 16:30発 ─送迎バス─ 16:45着 18:00
「龍河温泉」 夕食

7:55発 ─送迎バス─ 8:05発 ─徒歩─ 10:20着 10:50発
宿 28番大日寺 約9.0㎞

─徒歩─ 12:40着 13:00発 ─徒歩─ 13:55発
約7.5㎞ 約0.5㎞ 昼食「スーパーマルナカ」内にて
─徒歩─ 15:40着 16:10発 ≪タクシー≫ 17:00着 18:40発
約5.9㎞ 約3.0㎞

JAL1490 20:10着
羽田空港

日

29番国分寺

31番竹林寺

高知龍馬空港

後免駅

高知龍馬空港

安田駅

唐の浜駅

27番神峰寺

コ ー ス

金

28番大日寺

土

30番善楽寺

曜日
8:00発 JAL1461 9:40着 9:55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 10:23着 10:30発 伊予鉄高浜線 10:51着 11:00発

─徒歩─ 11:30着 12:00発 ─徒歩─ 12:45着 13:05発
約2.0㎞ 約2.7㎞
─徒歩─ 13:15着 13:15発 JR予讃線 14:12着 14:15発
約0.4㎞

─徒歩─ 15:10着 15:40発 ─徒歩─ 16:30着 17:00発
約3.9㎞ 約3.4㎞

─徒歩─ 17:15着
約0.7㎞ ホテル福亭

8:00発 ─徒歩─ 8:30着 9:00発 ─徒歩─

ホテルにて朝食ホテル福亭 約2.8㎞ 約3.1㎞

9:45着 10:15発 ─徒歩─ 10:50着 11:20発 ─徒歩─

約2.4㎞ 約6.1㎞

13:00着 13:45発 ─徒歩─ 14:15着 14:39発 JR予讃線

約2.0㎞

14:55着 15:00発 ─徒歩─ 16:30着
約6.0㎞ 「しこくや」

7:30発 ─徒歩─ 11:00着 12:00発 ─徒歩─

宿にて朝食 宿 約9.2㎞ 約9.6㎞

14:30着 15:00発 ─徒歩─ 15:30着 16:00発 ─徒歩─

約1.3㎞ 約0.1㎞

16:15着 17:20発 JR予讃線 17:26着 17:31発 JR予讃線

しおかぜ17号

18:25着 18:40発 ─空港リムジン─ 18:55着 19:45発 JAL1476

21:10着
羽田空港 羽田到着後流れ解散

60番横峰寺

壬生川駅伊予小松駅
日

コ ー ス 予 定

松山空港

松山市駅 高浜駅

58番仙遊寺

56番泰山寺

57番栄福寺

59番国分寺

土

伊予桜井駅

玉之江駅

金
52番太山寺 53番円明寺

伊予和気駅 大西駅

55番南光坊54番延命寺

松山駅 松山空港

61番香園寺 62番宝寿寺

昼食昼食

昼食

昼食

ご
参
考
ま
で
に
、
二
巡
目
の
旅
程
表

を
抜
粋
い
た
し
ま
し
た
。
時
に
は
温
泉

宿
が
あ
っ
た
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
に

泊
ま
っ
た
り
も
し
ま
す
。
ま
た
、
旅
程

の
都
合
で
フ
リ
ー
タ
イ
ム
が
で
き
て
、

観
光
で
き
た
時
も
あ
り
ま
し
た
。

へ ん ろ 初 の 難 所

「焼 山 寺」に 行 っ た

時の旅程。丸一日か

けて、二山超えた先

の「焼 山 寺」に た ど

り着きます。

移動には、公共

交通機関を使うこ

ともあります。遍

路道の基本は、現

存する一番古い遍

路道を、と考えて

います。

この回のように、何ヶ

所も札所をお参りするこ

とができることもありま

すが、三日間で2ヶ所し

かお参りできないときも

ありました。

この回の「横峰寺」も

難所の一つでしたが、積

雪がありました。車道は

アイスバーンになってい

て、細心の注意を払って

歩きました。難所越えを

して帰路につく日程でし

たが、大きな達成感をお

みやげにすることができ

た回でした。
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非公開の京の禅寺を巡る

「
京
で
禅
に
触
れ
る
旅
」

 
 
 
 
 
 
 
 

に
参
加
し
て

―
―
―
新
た
な
発
見
に
感
激

西
小
中
台

矢
野

弘
明
さ
ん

■
京
都
国
立
博
物
館

六
十
五
年
前
の
中
学
の
修
学
旅
行

が
最
初
で
、
今
ま
で
半
世
紀
の
間
に

十
回
以
上
訪
れ
た
古
都
で
あ
っ
た

が
、
ほ
と
ん
ど
が
観
光
で
、
も
の
珍

し
さ
に
寺
社
仏
閣
を
巡
る
だ
け
で
、

深
く
考
え
た
事
は
な
か
っ
た
。

こ
の
た
び
は
、
宗
祖
臨
済
禅
師
千

百
五
十
年
、
白
隠
禅
師
百
五
十
年
遠

忌
記
念
で
「
春
の
京
都
禅
寺
一
斉
拝

観
」
に
誘
わ
れ
て
住
職
の
後
に
つ
い

て
歩
く
事
に
な
っ
た
。

初
日
、
新
幹
線
で
一
時
前
に
京
都

着
、
す
ぐ
に
京
都
国
立
博
物
館
に
。

全
館
が
禅
一
色
、
中
国
時
代
の
禅
の

展
示
物
に
始
ま
っ
て
昭
和
ま
で
、
実

に
三
百
点
以
上
の
国
宝
、
重
要
文
化

財
が
ぎ
っ
し
り
と
館
内
を
埋
め
尽
く

し
、
そ
の
迫
力
に
初
日
か
ら
圧
倒
さ

れ
た
。
そ
の
品
々
は
臨
済
宗
の
各
寺

か
ら
出
品
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
だ

け
の
品
物
を
集
め
展
示
す
る
の
は
大

変
な
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

私
事
で
す
が
目
が
回
る
思
い
と
、

館
内
を
見
て
歩
く
の
に
、
足
腰
が
ふ

ら
ふ
ら
。
せ
っ
か
く
来
た
か
ら
に
は

と
欲
の
権
化
と
な
っ
て
観
て
回
り
ま

し
た
。
感
想
、
眼
が
点
に
な
り
数
の

多
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
最
初
に
観
た
展

示
物
が
二
、
三
室
先
の
展
示
室
に
行

く
と
思
い
出
せ
ず
、
又
そ
の
コ
ー

ナ
ー
に
戻
っ
て
観
た
り
し
て
、
ボ
ケ

が
来
た
か
と
心
配
が
頭
を
よ
ぎ
る
。

展
示
館
の
横
で
臨
済
宗
に
ま
つ
わ
る

ビ
デ
オ
を
見
な
が
ら
足
を
や
す
め

る
。
現
在
放
映
さ
れ
て
い
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ

京で禅に触れる旅

宗
祖
臨
済
禅
師
千
百
五
十
年
、
白
隠
禅
師
二
百
五
十
年
遠
忌
記
念

☆ 京都国立博物館特別展「禅－心をかたちに－」をじっくり見学

☆ 京都の花街で一番古い「上七軒」を散策

☆ 大徳寺の聚光院や黄梅院などの非公開寺院の特別拝観

☆ 一休さんゆかりの「大徳寺一久」で精進料理の夕食

☆ 黄檗宗の精進料理「普茶料理」も堪能

５月１２日(木)～１４日(土)の２泊３日。
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の
大
河
ド
ラ
マ
、
真
田
丸
の
中
で
秀

吉
の
子
供
「
す
て
丸
」
の
小
さ
い
可

愛
い
鎧
と
守
り
刀
が
妙
心
寺
か
ら
の

提
供
で
展
示
さ
れ
て
い
る
。
四
時
半

に
庭
の
集
合
地
点
に
。
ゆ
っ
た
り
し

た
約
三
時
間
の
拝
観
で
、
展
示
物
か

ら
刺
激
を
受
け
た
心
地
よ
さ
と
、
足

腰
の
弱
さ
が
相
乗
さ
れ
、
大
変
貴
重

な
経
験
を
初
日
か
ら
う
け
る
。
身
体

が
三
日
間
も
つ
か
な
？

地
下
鉄
を
乗
り
継
い
で
二
条
城
の

お
堀
を
眺
め
な
が
ら
駅
の
近
く
の
新

し
い
ホ
テ
ル
へ
、
一
休
み
し
て
住
職

に
予
約
し
て
頂
い
た
近
く
の
店
に
、

第
一
日
の
感
想
な
ど
語
り
な
が
ら
ほ

ど
ほ
ど
に
飲
食
酒
。
明
日
へ
の
思
い

を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
ベ
ッ
ト
に
潜
り

こ
む
。

■
真
如
寺

初
夏
の
朝
、
快
晴
の
中
を
路
線
バ

ス
で
立
命
館
大
学
前
下
車
。
学
生
に

混
じ
っ
て
ま
ず
は
真
如
寺
へ
。
拝
観

時
間
が
十
時
、
少
し
早
す
ぎ
た
が
、

そ
こ
は
住
職
が
一
緒
な
の
で
先
方
も

大
わ
ら
わ
で
見
学
時
間
を
早
め
て
く

れ
て
拝
観
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
拝

観
に
は
案
内
係
り
の
方
が
懇
切
丁
寧

に
説
明
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

真
如
寺
は
三
日
目
に
拝
観
す
る
臨

済
宗
相
国
寺
を
本
山
と
す
る
相
国
寺

派
の
三
つ
の
山
外
塔
頭
の
一
つ
で
、

金
閣
寺
、
銀
閣
寺
と
並
び
称
さ
れ
て

い
る
非
公
開
寺
院
で
あ
る
。
真
如
寺

の
寺
号
は
中
国
浙
江
省
の
寺
か
ら
倣

い
、
千
二
百
年
代
に
開
か
れ
今
日
に

及
ん
で
い
る
。
建
物
は
質
素
な
佇
ま

い
で
、
華
美
な
と
こ
ろ
は
何
処
に
も

な
く
、
京
都
で
は
珍
し
い
く
ら
い
落

ち
着
き
の
あ
る
建
物
庭
園
を
拝
観
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
ま
り
の
質
素

さ
に
観
光
の
収
入
も
な
く
檀
家
も
無

く
良
く
ぞ
維

持
し
て
い
る

も
の
だ
と
感

心
す
る
や
ら

心
配
す
る
や

ら
・
・
・
。

法
堂
内
部

は
中
二
階
に

な
っ
て
お
り

無
学
祖
元
坐

像
が
置
か
れ
て
い
た
。

室
町
幕
府
や
天
皇
家
と

の
縁
も
深
く
今
日
に
お

よ
ん
で
い
る
。
方
丈
の

襖
絵
を
見
学
し
、
茶
室

へ
招
か
れ
、
特
製
和
菓
子
と
抹
茶
で

静
か
な
時
を
過
ご
す
。
至
福
の
時

間
。一

休
み
し
て
北
野
天
満
宮
に
参

拝
、
修
学
旅
行
生
に
ま
じ
っ
て
社
殿

で
祈
願
。
孫
の
合
格
祈
願
も
も
う
必

要
な
く
、
「
無
事
千
葉
へ
帰
れ
ま
す

よ
う
に
、
美
味
し
い
酒
が
飲
め
ま
す

よ
う
に
」
。
少
し
時
間
が
あ
り
、
千

本
釈
迦
堂
と
も
い
わ
れ
る
大
報
恩
寺

に
足
を
向
け
る
。
約
八
百
年
前
に
開

創
さ
れ
京
都
最
古
の
建
造
物
で
国
宝

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
宝
物
殿
の
仏

像
も
見
ご
た
え
が
あ
っ
た
。
お
か
め

塚
と
し
て
も
有
名
で
災
難
消
除
、
招

福
祈
願
に
参
拝
者
が
訪
れ
る
。

寺
を
後
に
、
上
七
軒
の
花
街
を
散

策
し
、
昼
食
は
「
芳
月
」
京
都
風
お

寿
司
に
舌
鼓
。

子
安
観
音

真
如
寺
の
法
堂(

は
っ
と
う)
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■
大
徳
寺
「
黄
梅
院
」

大
徳
寺
山
門
を
横
目
に
、
特
別
拝

観
の
黄
梅
院
を
見
学
。
案
内
係
り
の

流
暢
な
声
を
聴
き
な
が
ら
、
庭
や
襖

絵
な
ど
寺
社
の
謂
れ
な
ど
懇
切
な
説

明
を
聞
く
。
寺
名
は
中
国
に
由
来
し

織
田
信
長
の
父
の
追
善
菩
提
の
為
建

立
。
秀
吉
に
よ
っ
て
本
堂
唐
門
が
改

築
、
小
早
川
に
よ
っ
て
鐘
楼
、
客

殿
、
庫
裡
な
ど
改
築
現
在
に
至
っ
て

い
る
。
静
か
な
邸
内
を
ゆ
っ
く
り
と

見
学
。
清
正
伝
承
の
朝
鮮
灯
篭
と
池

泉
式
山
水
庭
園
を
廊
下
に
座
っ
て
目

と
身
体
を
し
ば
し
寛
ぐ
。
實
は
く
た

び
れ
た
の
も
あ
り
・
・
・
笑
。

■
大
徳
寺
「
聚
光
院
」

こ
こ
は
千
の
利
休
が
菩
提
所
と

し
、
茶
道
三
千
家
歴
代
の
墓
所
と

な
っ
て
い
る
。
本
堂
に
は
狩
野
永

徳
、
松
栄
作
の
国
宝
の
障
壁
画
が
納

め
ら
れ
、
庭
園
は
利
休
の
作
庭
と
謂

れ
あ
り
。
又
、
寺
内
に
は
三
畳
の
利

休
好
み
茶
室
が
あ
り
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。
一
転
し
て
、
書

院
に
は
現
代
画
家
の
障
壁
画
の
滝
が

部
屋
一
杯
書
か
れ
て

い
た
が
、
寺
に
ふ
さ

わ
し
い
か
ど
う
か
、

私
は
違
和
感
を
覚
え

た
。

■
あ
ぶ
り
餅
と
お
茶

そ
ろ
そ
ろ
小
腹
が

空
い
て
き
た
。
住
職
が
気
を
効
か
せ

て
す
ぐ
裏
に
あ
る
今
宮
神
社
門
前
の

茶
店
「
か
ざ
り
や
」
に
赴
く
。
名
物

の
「
あ
ぶ
り
餅
」
を
戴
く
。
味
噌
だ

れ
が
ミ
ソ
で
小
腹
に
は
何
と
も
い
え

ぬ
う
ま
味
で
あ
っ
た
。
元
気
が
出
た

と
こ
ろ
で
も
う
一
軒
、
梯
子
酒
で
な

く
梯
子
寺
、
笑
。■

大
徳
寺
「
興
臨
院
」

設
立
は
千
五
百
年
代
に
能
登
の
畠

山
に
依
っ
て
建
立
。
そ
の
後
前
田
家

の
菩
提
寺
に
。
建
築
様
式
檜
皮
葺
の

屋
根
で
珍
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
内

部
も
簡
素
、
寺
院
の
建
物
ら
し
く
無

い
の
が
特
徴
の
よ
う
で
あ
る
。
茶

室
、
庭
園
も
落
ち
着
い
た
風
情
で
親

し
み
や
す
さ
を
感
じ
る
。
勿
論
ガ
イ

ド
の
方
の
手
振
り
顔
ぶ
り
弁
士
ぶ
り

で
、
微
に
細
に
話
を
聞
か
せ
て
く
れ

る
。
歳
の
せ
い
か
頭
の
中
を
右
か
ら

左
へ
と
抜
け
て
ゆ
く
。
ボ
ケ
か
？

初
夏
の
日
差
し
も
西
に
傾
き
、
今

度
は
大
腹
と
咽
が
ま
だ
か
ま
だ
か
と

騒
ぎ
出
す
。

■
「
大
徳
寺
一
久
」
に
大
満
足

足
の
疲
れ
を
だ
ま
し
だ
ま
し
、
今

晩
の
お
目
当
て
、
精
進
料
理
の
老
舗

「
大
徳
寺
一
久
」
に
足
を
む
け
る
。

少
し
時
間
が
早
か
っ
た
け
ど
、
そ
こ

は
住
職
の
顔
で
、
素
晴
ら
し
い
庭
つ

き
の
座
敷
に
案
内
さ
れ
る
。
由
緒
あ

る
店
ら
し
く
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
。

大
徳
寺
と
の
縁
も
深
い
よ
う
で
あ

る
。
や
は
り
古
都
京
都
な
ら
で
は

で
、
こ
ち
ら
が
緊
張
す
る
。
し
か

し
、
泡
が
出
る
飲
み
物
で
住
職
の
音

頭
宜
し
く
咽
を
潤
せ
ば
、
寺
巡
り
に

話
し
が
は
ず
む
。

料
理
は
前
菜
に
始
ま
っ
て
、
一
品

ず
つ
食
べ
終
わ
る
頃
合
い
を
み
は
ら

か
っ
て
、
次
の
料
理
が
運
ば
れ
て
く

る
。
数
が
多
く
何
を
ど
う
食
べ
た
の

あ
ぶ
り
餅
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か
、
腹
は
消
化
し
て
も
ボ
ケ
頭
は
未

消
化
。
何
時
の
間
に
か
三
時
間
ち
か

く
も
座
っ
て
居
た
事
に
な
る
。
庭
か

ら
入
る
涼
風
が
な
ん
と
も
風
雅
で
、

京
の
味
を
心
身
と
も
に
味
わ
い
つ
く

す
時
間
で
あ
っ
た
。

ホ
テ
ル
に
戻
り
興
奮
し
た
身
体
を

ベ
ッ
ト
に
横
た
え
る
。
爆
睡
。 

 

■
大
本
山
相
国
寺

三
日
目
も
快
晴
、
ゆ
っ
く
り
と
朝

食
を
と
り
、
ゆ
っ
た
り
し
た
気
分
で

バ
ス
停
へ
。
相
国
寺
は
京
都
御
所
の

北
側
に
位
置
し
、
相
国
寺
派
の
大
本

山
で
あ
る
。
足
利
時
代
に
遡
り
天
皇

の
勅
命
を
足
利
義
光
が
う
け
千
三
百

年
後
半
に
完
成
。
後
に
豊
臣
や
徳
川

の
庇
護
を
う
け
金
閣
寺
、
銀
閣
寺
を

は
じ
め
九
十
余
寺
の
本
山
で
あ
る
。

我
が
国
最
古
の
法
堂
に
は
運
慶
作
の

釈
迦
如
来
や
脇
仏
、
天
井
に
は
狩
野

光
信
の
蟠
龍
図
が
あ
り
、
下
で
手
を

叩
く
と
そ
の
音
が
堂
内
に
響
き
わ
た

る
。
続
い
て
方
丈
に
案
内
さ
れ
、
襖

絵
や
表
、
裏
庭
、
枯
山
水
平
庭
な
ど

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
本
山
だ
け
に

そ
の
構
え
は
壮
大
を
極
め
て
い
る
。

ボ
ケ
頭
が
ま
た
も
刺
激
を
受
け
、
眼

耳
が
活
性
化
さ
れ
そ
う
だ
。
そ
し
て

又
も
腹
の
虫
が
騒
ぎ
だ
す
。

■
閑
臥
庵
の
普
茶
料
理

住
職
推
薦
の
普
茶
料
理
店
に
足
を

む
け
る
。
「
京
七
の
口
」
の
一
つ
鞍

馬
入
口
の
近
く
の
閑
臥
庵
に
ぶ
ら
ぶ

ら
と
徒
歩
で
向
か
う
。
此
の
寺
は
法

皇
自
ら
命
名
さ
れ
た
由
緒
あ
る
境
内

の
一
画
に
料
理
を
出
す
建
物
が
あ

り
、
お
参
り
も
そ
こ
そ
こ
に
部
屋
に

案
内
さ
れ
る
。
昼
間
な
の
で
般
若
湯

は
自
粛
。
庭
の
新
緑
の
中
を
通
っ
た

風
が
部
屋
の
中
に
流
れ
る
。
そ
う
こ

「
大
徳
寺
一
久
」
の
精
進
料
理
の
し
お
り

相
国
寺
法
堂
の
龍
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う
し
て
る
間
に
静
々
と
料
理
が
出
さ

れ
る
。
何
時
も
昼
食
は
ア
ッ
と
ゆ
う

間
に
終
わ
る
の
だ
が
、
此
処
は
京
、

ま
し
て
普
茶
料
理
。
心
し
て
味
あ

う
。
食
す
に
あ
た
り
「
五
観
の
偈
」

の
短
冊
ら
し
き
も
の
を
見
な
が
ら
、

凡
人
の
私
に
は
解
釈
は
無
理
、
頭
ぐ

る
ぐ
る
、
口
ぱ
く
ぱ
く
。
二
時
間
近

く
を
要
し
貴
重
な
昼
食
を
す
ご
す
。

凄
い
の
一
言
。

す
べ
て
の
日
程
が
す
み
後
は
新
幹

線
に
乗
る
だ
け
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
な

ん
と
か
厄
介
者
に
な
ら
ず
に
ほ
っ
と

す
る
。
三
日
前
に
来
た
京
都
駅
へ
向

か
う
。
少
し
ば
か
り
の
お
土
産
を

ゲ
ッ
ト
。
三
時
五
分
の
列
車
に
乗
っ

て
す
ぐ
に
心
地
良
い
疲
れ
で
白
河
夜

船
。
全
員
無
事
に
千
葉
に
帰
参
。
良

か
っ
た
。

■
感
じ
た
事

京
都
は
何
回
か
訪
れ
た
が
、
今
回

の
よ
う
な
住
職
と
坐
禅
会
の
皆
さ
ん

と
の
旅
は
始
め
て
で
あ
っ
た
。
臨
済

宗
の
各
派
や
博
物
館
、
新
聞
社
、
テ

レ
ビ
局
、
協
賛
協
力
各
社
な
ど
に

よ
っ
て
四
月
十
二
日
か
ら
五
月
二
十

二
日
ま
で
「
『
禅
』
―
心
を
か
た
ち

に
」
特
別
展
が
国
立
博
物
館
で
開
催

さ
れ
、
特
別
に
秘
宝
な
ど
を
公
開
、

大
変
な
行
事
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
住
職
に
は
企
画
、
印
刷
物

に
始
ま
り
、
新
幹
線
、
宿
泊
先
、
食

事
の
予
約
、
見
学
各
寺
の
設
定
な
ど

色
々
と
お
手
数
を
戴
き
感
謝
に
耐
え

ま
せ
ん
。
又
同
行
し
て
頂
い
た
奥
さ

ん
や
座
禅
会
の
方
に
は
大
変
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
ボ
ケ
始
め
の
私
を

誘
導
し
て
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い

ま
す
。

京
は
何
時
も
だ
と
煌
び
や
か
な
寺

社
や
、
詫
寂
び
の
あ
る
仏
閣
な
ど
を

見
て
回
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
回

二
日
目
に
訪
れ
た
真
如
寺
が
、
親
し

み
や
す
く
、
飾
ら
な
い
建
物
、
庭
園

な
ど
拝
観
し
、
京
都
で
も
此
の
よ
う

な
観
光
と
は
ほ
と
ん
ど
縁
の
な
い
所

が
あ
り
、
何
か
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

京
都
は
前
面
が
開
け
、
左
右
後
方

が
山
で
囲
ま
れ
、
盆
地
そ
の
も
の
が

天
然
の
要
塞
地
で
あ
り
、
皇
室
や
武

家
、
社
寺
、
地
主
や
商
家
、
町
人
、

農
民
な
ど
が
そ
の
中
で
生
活
を
し
、

時
代
々
々
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
動

き
が
あ
っ
た
。
明
治
以
前
は
日
本
の

中
心
地
で

あ

り
、
武

力
政
略
や

陰
謀
な
ど

巷
を
駆
け

巡
っ
た
所

で

あ

る
。

徳

川

時

代
、
政

治

が

京
、
行

政
は
江
戸

真
如
寺
参
道

黄檗宗の普茶料理(ふちゃりょ

うり)は、一言で言えば中国の精

進料理で、江戸時代初期に、明の

高僧隠元禅師が福建省から日本に

伝えたもの。大皿で供される。
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と
分
か
れ
、
そ
の
以
前
は
京
や
そ
の

付
近
に
政
治
行
政
が
置
か
れ
て
い

た
。地

方
か
ら
部
族
が
攻
め
上
り
、
入

れ
替
わ
り
立
ち
代
わ
り
政
権
が
変
わ

り
、
そ
の
都
度
商
人
、
町
人
や
農
民

が
戦
火
に
よ
る
建
物
や
住
人
が
被
害

を
う
け
、
仏
法
界
も
大
な
り
小
な
り

影
響
を
受
け
て
い
る
。
千
年
に
わ
た

る
政
争
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
世
界

で
も
珍
し
い
都
市
で
あ
る
よ
う
だ
。

そ
の
中
に
於
い
て
寺
院
は
政
治
と
は

一
線
を
引
き
な
が
ら
人
々
の
心
の
安

ら
ぎ
を
求
め
、
維
持
継
承
に
努
め
て

き
た
よ
う
だ
。
戦
火
に
よ
っ
て
焼
失

し
た
仏
閣
な
ど
を
復
興
し
、
後
世
に

残
し
た
努
力
は
大
変
な
事
と
思
う
。

外
国
で
は
政
治
が
変
わ
る
と
文
化
遺

産
を
破
壊
し
て
し
ま
う
国
も
あ
る
。

そ
の
点
日
本
人
は
遺
産
を
後
世
に
つ

な
ぐ
努
力
は
世
界
一

か
も
し
れ
な
い
と
感

じ
る
。
真
如
寺
の
飾

ら
な
い
佇
ま
い
、
壮

麗
な
各
寺
な
ど
を
見

学
し
て
、
つ
く
づ
く

感
じ
さ
せ
ら
れ
た
旅
で
あ
っ
た
。

普
段
で
は
絶
対
に
観
ら
れ
な
い
各

寺
、
庭
園
、
秘
仏
、
襖
絵
、
軸
物
、

古
書
、
古
物
等
々
を
ガ
イ
ド
の
説
明

を
聞
き
な
が
ら
、
ボ
ケ
か
け
た
頭

と
、
体
力
の
増
強
「
三
日
間
で
二
万

五
千
歩
」
に
大
い
に
役
に
た
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

読
ん
で
頂
い
た
皆
様
に
少
し
は
お

裾
分
け
が
出
来
れ
ば
幸
い
で
す
。

■
忘
れ
物

三
日
目
、
相
国
寺
の
後
に
、
京
菓

子
の
「
俵
屋
吉
富
」
の
京
菓
子
資
料

館
へ
。
一
階
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ウ
に

京
の
銘
菓
が
並
び
、
二
階
は
展
示
室

に
な
っ
て
お
り
、
昔
な
が
ら
の
作
り

か
た
や
、
三
尺
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の

造
花
菓
子
「
職
人
が
一
か
月
か
け
て

作
成
」
等
展
示
。
又
一
階
奥
で
抹
茶

と
作
り
立
て
の
和
菓
子
、
め
っ
た
に

無
い
事
な
の
で
勿
論
戴
く
。
優
雅
な

時
間
に
ひ
た
り
店
を
後
に
し
た
こ
と

を

書

き

忘

れ

た
。
や

は

り

ボ

ケ

が
・
・
・
、
反
省
！
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8:56 こだま641号 12:44 ＝市バス＝ 13:15
東京駅発 京都駅着 100、206、208系統 京都国立博物館

16:30 16:45 ＝地下鉄東西線＝

博物館出発 京阪七条駅発 三条駅乗換
17:02 徒歩 17:10 18:30
二条駅着 ホテル着 「夜咄にのまる」にて夕食

7:00 8:30 8:46発 ＝市バス15系統＝ 9:01着 徒歩

朝食 ホテル出発 千本丸太町 立命館大学前 約15分

10:00～11:00 徒歩 11:15～11:45 12:00 12:30発
真如寺参拝 約10分 北野天満宮参拝・上七軒散策 「芳月」にて昼食「芳月」出発
12:39発 ＝市バス206系統＝ 12:53着 徒歩 13:00
千本今出川 建勲神社前 約7分 大徳寺 黄梅院特別参拝

17:30 19:59発 ＝市バス206系統＝

聚光院特別参拝 総見院特別参拝 「大徳寺一久」にて精進料理の夕食大徳寺前
20:15着
千本旧二条 ホテル着
7:00 9:15発 9:27発 ＝市バス201系統＝ 9:44着 10:00～11:00
朝食 ホテル出発 千本旧二条 同志社前 相国寺特別参拝

徒歩 11:30 13:00発 ＝地下鉄烏丸線＝

約10分 「閑臥庵」にて普茶料理の昼食 閑臥庵 鞍馬口駅
15:05 のぞみ232号 17:23

京都駅着 新幹線出発まで自由行動 京都駅発 東京駅着、解散

3 5月14日 土

1 5月12日 木
特別展「禅－心をかたちに－」

金5月13日2
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平
成
二
十
八
年
上
半
期

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄

7
月

６
月

５
月

４
月

2
9
日

2
8
日

2
6
日

2
4
日

1
6
日
～

1
7
日

1
2
日
～

1
6
日

1
0
日

7
日

3
日

2
5
日

2
3
日

2
1
日

1
3
日

9
日

4
日

5
日

1
日

3
1
日

3
0
日

2
3
日

2
1
日

2
1
日

2
0
日

1
9
日

1
7
日

1
2
日
～

1
4
日

1
0
日
～

1
1
日

1
0
日

9
日

8
日

2
8
日

2
3
日

1
9
日

1
8
日

1
6
日

東
京
教
区
第
七
部
部
内
会
　
於
佐
倉

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
「
写
経
会
」

伽
藍
再
建
打
ち
合
わ
せ

圓
福
寺
寺
子
屋
「
禅
童
会
」

於
耕
雲
寺

幼
稚
園
、
お
泊
り
保
育

七
月
盆
棚
経

山
門
施
餓
鬼
会
　
於
幼
稚
園
二
階
ホ
ー

ル

伽
藍
再
建
打
ち
合
わ
せ

写
経
会

幼
稚
園
、
市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「
Ｑ
園
隊
」

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
「
写
経
会
」

伽
藍
再
建
打
ち
合
わ
せ

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
「
写
経
会
」

幼
稚
園
、
決
算
監
査

幼
稚
園
、
年
少
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

写
経
会

千
葉
市
幼
稚
園
協
会
振
興
大
会
6
0
周
年
表
彰

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
「
写
経
会
」

幼
稚
園
、
年
中
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

幼
稚
園
、
年
長
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

幼
稚
園
、
市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「
Ｑ
園
隊
」

土
曜
会
「
市
原
ボ
ラ
ン
テ
ラ
」

伽
藍
再
建
打
ち
合
わ
せ

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
「
写
経
会
」

第
四
十
回
花
園
会
ゴ
ル
フ
大
会

土
曜
会
「
京
で
禅
に
触
れ
る
旅
」

平
林
寺
放
牛
窟
老
大
師
三
回
忌

幼
稚
園
、
「

花
ま
つ
り
」

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
「
写
経
会
」

写
経
会

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
「
写
経
会
」

幼
稚
園
、
市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「
Ｑ
園
隊
」

伽
藍
再
建
打
ち
合
わ
せ

取
手
長
禅
寺
、
観
音
ま
つ
り

土
曜
会
「
歩
禅
会
」

安
房
佐
貫
・
竹
岡
方
面

４
月

３
月

２
月

１
月

1
2
日
～

1
3
日

1
0
日

3
日

1
日

3
1
日

3
0
日

2
5
日
～

2
7
日

2
4
日

2
3
日

2
2
日

1
6
日

1
6
日

1
3
日

6
日

5
日

１
日

2
5
日

1
9
日

1
3
日

1
1
日

1
0
日

9
日

8
日

7
日

6
日

2
8
日

2
3
日

1
9
日

１
8
日

１
6
日

１
5
日

１
4
日

8
日

7
日

１
日
～

３
日

１
日

京
都
八
幡
圓
福
寺
老
大
師
相
見

幼
稚
園
、

入
園
式

写
経
会

伽
藍
基
本
計
画
打
ち
合
わ
せ

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

宗
耕
禅
士
、

八
幡
圓
福
寺
に
出
立

冬
の
寺
子
屋
、

於
福
島

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

取
手
長
禅
寺
、

春
彼
岸
法
要

土
曜
会
「

彼
岸
法
話
会
」

古
山
敬
光
師

宗
耕
禅
士
、

役
員
壮
行
会

幼
稚
園
、

卒
園
式

春
彼
岸
法
要

写
経
会

幼
稚
園
、

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「

Ｑ
園
隊
」

伽
藍
再
建
打
ち
合
わ
せ

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

幼
稚
園
、

会
計
監
査

土
曜
会
「

仏
教
シ
ア
タ
ー
」

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

伽
藍
再
建
設
計
士
さ
ん
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ

ン

東
京
教
区
第
七
部
部
内
会
　
於
佐
倉

幼
稚
園
、

涅
槃
会

写
経
会

幼
稚
園
、

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「

Ｑ
園
隊
」

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

幼
稚
園
バ
ザ
ー
「

く
す
の
き
ま
つ
り
」

幼
稚
園
、

年
中
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

幼
稚
園
、

年
少
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

花
園
会
新
年
会

幼
稚
園
、

年
長
組
市
原
た
ん
け
ん
隊

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

幼
稚
園
、

始
業
式

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写
経
会
」

修
正
会

新
春
ご
祈
祷
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Ｑ
園
隊
の
珍
客

（
６
月
の
「
園
だ
よ
り
」
か
ら
）

５
月
の
Ｑ
園
隊
は
、
学
校
の
運
動
会

時
期
と
重
な
り
、
参
加
人
数
が
少
な
い

の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
ま
し
た
が
、

た
く
さ
ん
の
お
手
伝
い
を
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

当
日
、
畑
の
周
り
の
草
刈
り
を
し
て

い
た
ら
、
草
む
ら
に
何
や
ら
動
く
動

物
！
春
先
に
は
野
ウ
サ
ギ
の
子
ど
も
と

遭
遇
し
た
の
で
、
ま
た
ウ
サ
ギ
か
な
と

思
っ
た
ら
、
小
さ
な
背
中
に
縦
じ
ま
模

様
、
ウ
リ
坊
だ
！
思
わ
ず
草
刈
り
機
か

ら
飛
び
降
り
て
捕
獲
！
こ
れ
は
子
ど
も

た
ち
に
見
せ
て
あ
げ
た
い
と
思
い
、
急

ご
し
ら
え
の
柵
の
中
に
入
れ
て
、
ミ
ニ

動
物
園
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

も
う
３
～
４
年
前
、
野
ウ
サ
ギ
の
赤

ち
ゃ
ん
を
連
れ
帰
っ
て
、
ミ
ル
ク
を
飲

ま
そ
う
と
し
ま
し
た
が
う
ま
く
飲
ん
で

く
れ
な
い
の
で
獣
医
さ
ん
に
連
れ
て

行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
言

わ
れ
た
の
は
、
野
生
動
物

を
勝
手
に
捕
獲
し
た
り
、

野
鳥
の
卵
を
勝
手
に
採
取

し
て
は
い
け
な
い
、
ま
し

て
飼
育
す
る
こ
と
な
ど

は
、
「
鳥
獣

保
護

管
理

法
」
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

自
治
体
に
届
け
出
を
し
な
い
と
い
け
な

い
ん
で
す
よ
、
と
教
え
て
も
ら
い
ま
し

た
。ど

ん
な
法
律
な
の
か
と
、
ヤ
ホ
ー
で

調
べ
た
ら
、
？
？
？
と
私
の
頭
が
パ
ン

ク
し
そ
う
な
活
字
の
多
さ
で
し
た
。
私

な
り
の
か
い
つ
ま
ん
だ
解
釈
だ
と
、
鳥

獣
は
私
た
ち
人
間
を
取
り
巻
く
自
然
環

境
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ

と
、
生
活
環
境
を
保
持
・
改
善
す
る
う

え
で
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
か
ら
、
勝
手

に
捕
る
な
と
い
う
こ
と
。
自
然
の
ま
ま

に
放
っ
て
お
け
。
同
時
に
人
間
と
鳥
獣

と
の
共
存
を
図
っ
て
、
農
林
業
等
を
保

全
す
る
た
め
に
捕
獲
し
た
り
す
る
の
な

ら
、
ち
ゃ
ん
と
許
可
を
と
っ
て
か
ら
に

し
ろ
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。

私
が
捕
獲
し
て
し
ま
っ
た
ウ
リ
坊

は
、
み
ん
な
に
見
ら
れ
て
す
っ
か
り
疲

れ
果
て
た
よ
う
で
し
た
。
か
わ
い
そ
う

だ
か
ら
山
に
帰
し
て
あ
げ
よ
う
と
し
た

ら
、
美
樹
先
生
の
腕
の
中
で
お
っ
ぱ
い

を
探
す
し
ぐ
さ
を
し
き
り
に
し
て
い
ま

し
た
。
ま
だ
、
乳
離
れ
で
き
て
い
な
い

ウ
リ
坊
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

野
生
動
物
は
、
そ
の
個
体
数
が
増
え

て
生
活
し
に
く
く
な
る
と
生
息
域
を
広

げ
て
、
自
然
界
の
中
で
た
く
ま
し
く

育
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
、

人
間
は
出
生
数
が
減
少
し
、
そ
の
個
体

数
が
減
る
こ
と
で
親
の
手
が
必
要
以
上

に
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
指
示

待
ち
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
人
間
が
増
殖
し
て

い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
う
ち
、
「
子
ど

も
自
立
促
進
法
」
な
ん
て
い
う
の
が
で

き
て
、
自
立
で
き
な
い
子
ど
も
を
育
て

た
親
に
は
罰
則
が
あ
る
な
ん
て
い
う
時

代
が
・
・
・
な
ん
て
い
う
こ
と
は
願
っ

て
い
ま
せ
ん
。
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山
岡
鉄
舟
母
堂
の
お
地
蔵
さ
ん
に
ち
な
ん
で
、
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
「
地
蔵
盆
」
も
今
年
で
第
二

十
二
回
。

参
道
の
両
側
に
、
「
禅
童
会
」
に
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
が
作
っ
た
灯
籠
が
飾
ら
れ
、
境
内
の
わ
ら

べ
地
蔵
た
ち
に
お
灯
明
が
あ
げ
て
、
本
堂
で
は
、
水
子
供
養
、
ペ
ッ
ト
・
人
形
の
供
養
。
そ
の
お
灯
明

を
頂
い
て
の
「
み
た
ま
送
り
」
、
幼
稚
園
児
の
盆
踊
り
と
な
り
ま
す
。

午後５時   供養受付（大師堂にて）

  ５時半 水子・ペット・人形供養

  ６時   御霊送り

  ８時   模擬店閉店・地蔵盆終了

子どもたちのお盆

８月２７日（土）

お
品
書
き

手
作
り
焼
き
そ
ば
、

炭
火
や
き
と
り
、
山

形
産
玉
コ
ン
ニ
ャ

ク
、
昔
な
つ
か
し
の

駄
菓
子
、
か
き
氷
、
冷

た

い

生

ビ

ー

ル
、

ジ
ュ
ー
ス
、
こ
こ
ろ

し
ず
か
に
野
点
の
一

服
、
そ
の
他

ご
供
養
の
ご
案
内

地
蔵
盆
で
は
、
水
子
供
養
と
ペ
ッ

ト
の
供
養
、
人
形
の
供
養
と
お
焚
き

上
げ
を
し
て
お
り
ま
す
。
供
養
を
な

さ
り
た
い
方
は
、
添
付
の
申
込
書
を

郵
送
し
て
下
さ
る
か
、
お
電
話
に
て

お
申
込
下
さ
い
。

＊
供
養
料

水

子

一
霊
位

三
千
円

ペ
ッ
ト

一
霊 

 

千

円

人

形

一
体 

 

千

円

＊
供
養
料
は
当
日
の
受
け
付
け
で

す
。


