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新本堂誌上見学会新本堂誌上見学会新本堂誌上見学会

【右】山門をくぐって本堂までバリアフリーで行けます。

【下】庫裡玄関前をゆったり作り、以前本堂前にあった手水

鉢を据えました。

道路から見ると。山門の奥に本堂・庫裡が並ん

で見えています。

山門前には一段下がって駐車場があり

ますので、足の不自由な方がお墓参り

されるときはこちらに駐車すると、お

墓までバリアフリーで行くことができ

ます。それ以外の方は、本堂にお参り

してからお墓参りをなさって下さい。

本堂正面は濡れ縁風の石張りになって

おります。どうぞ一段上がってお参りく

ださい。以前と同じように、本堂正面は

いつでも少し開けてありますので、中を

ご覧になることができます。

【
右
】
本
堂
正
面
か
ら
先
に
進
ん
で

い
た
だ
く
と
墓
地
に
続
く
石
段
に
な

り
ま
す
。
【
上
】
墓
地
に
下
り
て
い

く
石
段
の
方
か
ら
庫
裡
玄
関
を
見
た

と
こ
ろ
で
す
。
南
に
面
し
て
い
ま
す

の
で
、
冬
の
お
墓
参
り
の
後
は
、
こ

こ
で
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
で
も
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

十
二
月
十
五
日
に
、
よ
う
や
く
建
物
の
引
き

渡
し
を
終
え
ま
し
た
。
早
速
、
檀
信
徒
の
皆
さ

ん
を
お
招
き
し
て
見
学
会
を
と
思
い
ま
す
が
、

仏
具
の
据
え
付
け
や
備
品
の
搬
入
、
掃
除
、
年

末
の
支
度
な
ど
で
時
間
が
取
れ
ま
せ
ん
の
で
、

誌
面
で
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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地
獄
極
楽
図
よ
り

【
上
】
両
開
き
の
庫
裡
玄
関
を
開
け

る
と
、
正
面
に
韋
駄
天
様
が
迎
え
て

く
れ
ま
す
。
足
が
速
く
な
り
た
い

方
、
は
や
り
病
に
な
り
た
く
な
い
方

な
ど
、
ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

立
派
な
厨
子
は
、
駒
込
の
勝
林
寺
さ

ん
の
ご
寄
進
で
す
。

【
左
】
韋
駄
天
さ
ん
の
右
は
隠
寮
と

い
う
偉
い
和
尚
さ
ん
の
控
室
へ
の
入

口
で
す
。
韋
駄
天
さ
ん
の
左
側
は
、

お
正
月
に
賀
正
達
磨
を
飾
っ
た
り
す

る
床
の
間
に
も
な
る
ス
ペ
ー
ス
と
な

り
ま
す
。

【上】隠寮入口から中廊下方向を見たところです。左から庫裡玄関・中

廊下・中庭というように眺められます。中廊下の障子を開けると、本堂

となります。

【右】玄関ホールから東廊下を見ると、応接室、その先に書院入口の襖

が見えます。左に中庭と、その先に茶室が見えるようになっています。

【
右
】
十
八
畳
と
十
五
畳
の
二
間
続
き
の
書

院
。
仕
切
っ
て
使
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
椅
子

席
で
も
座
卓
で
も
使
え
ま
す
。
ご
法
事
の
後
の

会
食
も
こ
こ
で
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
堂

で
お
通
夜
を
さ
れ
た
時
に
は
、
こ
こ
に
宿
泊
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
写
経
会
や
土
曜
会
、
幼

稚
園
児
の
お
茶
の
お
け
い
こ
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
催
し
や
活
動
に
重
宝
な
座
敷
で
す
。

【
下
】
厨
房
機
器
メ
ー
カ
ー
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
圓
福
寺
の
新
し
い
厨
房
で

す
。
ご
法
事
の
お
膳
の
支
度
、
お
彼
岸
・
お
施

餓
鬼
の
建
長
汁
を
作
っ
た
り
、
禅
童
会
の
食

事
、
禅
童
会
の
う
ど
ん
作
り
、
地
蔵
盆
・
年
越

し
ま
い
り
・
土
曜
会
の
食
事
な
ど
大
活
躍
す
る

厨
房
で
す
。
業
務
用
オ
ー
ブ
ン
や
業
務
用
冷
蔵

庫
・
製
氷
機
な
ど
も
完
備
し
て
い
ま
す
。
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厨
房
前
か
ら
西
に
向
か
っ
て
の
長
い
廊
下
を
「
北
廊
下
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
廊
下

の
北
側
に
、
男
女
別
ト
イ
レ
、
多
目
的
ト
イ
レ
、
物
置
が
並
び
、
南
側
に
は
茶
室
、
本

堂
裏
に
壁
面
い
っ
ぱ
い
の
収
納
棚
が
作
り
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
暗
い
ト
ン
ネ
ル
の
よ

う
に
見
え
ま
す
が
、
途
中
二
か
所
の
天
窓
が
あ
り
、
採
光
は
十
分
で
す
。
正
面
突
き
当

り
に
、
西
廊
下
の
火
頭
窓
が
見
え
ま
す
。

男
女
別
ト
イ
レ
の
間
、
厨
子
の
中
に
不

浄
を
浄
化
す
る
ト
イ
レ
の
仏
様
「
烏
枢
沙

摩
明
王
」
（
う
す
さ
ま
み
ょ
う
お
う
）
を

お
祀
り
し
て
い
ま
す
。
下
半
身
の
病
に
霊

験
が
あ
る
と
の
い
わ
れ
も
あ
り
、
信
仰
を

集
め
て
い
る
仏
様
で
す
。
天
井
左
が
明
る

い
の
は
、
天
窓
か
ら
の
自
然
光
で
す
。

【
左
】
「
烏
枢
沙
摩
明
王
」
か
ら
振
り

返
る
と
、
本
堂
と
中
庭
の
間
の
中
廊
下

で
す
。
左
の
中
庭
に
、
お
茶
の
腰
掛
待

合
が
見
え
ま
す
。
右
手
の
障
子
を
開
け

る
と
本
堂
と
な
り
ま
す
。
左
の
上
部
壁

面
に
、
寄
付
者
の
ご
芳
名
板
を
掲
示
す

る
予
定
で
す
の
で
、
お
寺
に
お
い
で
に

な
っ
た
時
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【上】西廊下の火頭窓の格子越し

に、涅槃精舎を見ることができま

す。【左】西廊下を北から見たと

ころです。西側に火頭窓が並んで

います。左手前は、納骨室の入口

です。以前と同じように、ご遺骨

の一時預かりはこちらでさせてい

ただきます。

【
右
】
納
骨
堂
の
様
子
で
す
。
正
面
の
厨
子
の
中
に
は
、
「
文
殊
菩

薩
」
を
お
祀
り
す
る
予
定
で
す
。
納
骨
檀
は
、
檜
の
無
垢
板
を
使
い
、

宮
大
工
さ
ん
が
丁
寧
に
作
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

正
面
に
文
殊
菩
薩
を
祀
っ
て
、
そ
の
前
の
和
室
か
ら
本
堂
に
向
け
て

の
場
所
が
、
坐
禅
を
す
る
場
所
に
な
る
予
定
で
す
。

こ
の
ペ
ー
ジ
に
は
廊
下
の
写
真
が
三
枚
も
集

ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
本
堂
を
取
り
囲
む
よ

う
に
中
廊
下
【
上
の
写
真
】
、
北
廊
下
【
右
上
の

写
真
】
、
そ
し
て
墓
地
に
面
し
た
西
廊
下
【
右
下

の
写
真
】
と
な
っ
て
い
て
、
お
彼
岸
や
お
施
餓
鬼

と
い
っ
た
お
参
り
の
方
が
本
堂
に
た
く
さ
ん
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
き
も
、
人
の
動
線
を
確
保
で
き
る

よ
う
に
考
え
て
あ
り
ま
す
。
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【
右
】
本
堂
内
部
を
中
央
か
ら
撮
っ
た
写
真
で
す
。
右
手
前
に
あ
る
大
馨
と
大
き
な
木

魚
は
千
駄
木
の
養
源
寺
さ
ん
が
ご
寄
進
し
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
す
。
左
右
奥
の
襖

に
、
写
経
講
師
の
斉
藤
加
代
子
さ
ん
の
般
若
心
経
を
表
装
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

室
中
と
内
陣
の
間
に
、
西
陣
織
の
水
引
と
戸
帳
が
掛
け
ら
れ
る
予
定
で
、
金
襴
の
錦
地

が
本
堂
を
さ
ら
に
荘
厳
に
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。
【
右
中
】
内
陣
の
様
子
で
す
。

ま
だ
仏
具
が
揃
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
中
央
に
ご
本
尊
の
お
釈
迦
様
、
右
に
達
磨
大

師
、
左
に
お
地
蔵
さ
ん
の
木
像
を
祀
っ
て
お
り
ま
す
。
内
陣
内
部
は
ほ
と
ん
ど
が
檜
の

無
垢
で
作
ら
れ
て
お
り
、
無
塗
装
で
仕
上
げ
て
あ
り
ま
す
が
、
次
第
に
お
香
の
煙
な
ど

で
い
ぶ
さ
れ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
【
左
中
】
鴨
居
の
上
の
漆
塗
り
部
分
が
竹
の
節
欄

間
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
欄
間
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
の
が
以
前
本
堂
前
に
そ
び
え
て

い
た
高
野
マ
キ
を
板
材
に
し
た
も
の
で
す
。
節
や
木
目
が
自
然
の
ま
ま
で
、
な
か
な
か

面
白
い
で
す
。
【
右
下
】
中
廊
下
の
障
子
を
開
け
て
広
縁
を
見
た
と
こ
ろ
で
す
。
幅
三

間
の
広
縁
は
開
放
感
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
広
縁
を
設
け
た
こ
と
で
、
お
彼
岸
や

お
施
餓
鬼
の
よ
う
に
お
参
り
の
多
い
と
き
も
安
心
で
す
。
【
左
下
】
本
堂
内
の
左
奥
か

ら
撮
っ
た
写
真
で
す
。
奥
に
法
鼓
（
ほ
っ
く
）
と
い
わ
れ
る
大
太
鼓
が
見
え
ま
す
。

本堂内は空調も完備してありますが、天気がよくてお日様が当たるときには暖房

もいらないぐらいです。建具のサッシが二重であったり、断熱がきちんとしてい

るからだと思います。夏は、ひさしが大きく出ているために直射日光が当たら

ず、涼しいのではないかと期待しております。畳表はイグサではなく、和紙を

使っておりますので、新しい畳のイグサの香りはしませんが、カビが生えたりせ

ずに体にもやさしく、耐久性にも富んでいるそうです。
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「
三
人
寄
れ
ば
文
殊
の
智
慧
」
と

い
う
こ
と
わ
ざ
で
も
有
名
な
文
殊
菩

薩
。
平
凡
な
者
で
も
三
人
集
ま
っ
て

考
え
れ
ば
、
文
殊
菩
薩
よ
う
な
智
慧

が
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
意
味
に
つ
か

わ
れ
る
こ
と
わ
ざ
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ

と
は
、
文
殊
菩
薩
は
智
慧
を
つ
か
さ

ど
る
仏
さ
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

□
□
□
智
慧
の
ほ
と
け
さ
ん

以
前
の
本
堂
に
は
、
内
陣
中
央
に

「
釈
迦
三
尊
像
」
を
奉
安
し
て
お
り

ま
し
た
。
釈
迦
三
尊
の
真
ん
中
は
言

う
ま
で
も
な
く
お
釈
迦
様
で
、
そ
の

両
側
に
脇
侍
仏

わ
き
じ
ぶ
つ

と
し
て
、
左
に
文
殊

菩
薩
、
右
に
普
賢
菩
薩
を
お
祀
り
し

学
業
成
就
と
い
っ
た
知
識
や
知
恵

と
、
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
智
慧
は

別
物
で
す
。
さ
ら
に
、
知
恵
は
い
い

言
葉
で
す

が
、
サ

ル
知
恵
、
悪
知

恵
、
浅
知
恵
の
よ
う
に
あ
ま
り
い
い

言
葉
に
使
わ
れ
な
い
例
が
見
ら
れ
ま

す
。

□
□
□
知
識
と
智
慧

で
は
、
智
慧
は
何
か
を
、
知
識
と

知
恵
比
べ
？
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

以
前
か
ら
よ
く
お
話
し
て
い
る
こ

と
で
す
が
、
最
近
の
幼
稚
園
児
は
年

長
と
も
な
れ
ば
針
の
あ
る
ア
ナ
ロ
グ

の
時
計
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
子
が

た
く
さ
ん
い
ま
す
。
私
が
子
ど
も
の

頃
に
は
、
小
学
校
に
入
っ
て
か
ら
紙

で
で
き
た
模
型
の
時
計
を
使
っ
て
時

計
の
読
み
方
を
覚

え
た
気
が
す
る
の

で
す
が
、
こ
の
頃

は
な
ん
で
も
早
期

教
育
と
言
わ
れ

て
、
時
計
だ
け
で

な
く
、
英
語
や
漢

て
い
ま
し
た
。
そ
の
三
尊
の
姿
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
、
お
釈
迦
様
の
教

え
の
根
幹
と
な
る
「
慈
悲
」
を
普
賢

菩
薩
、
「
智
慧
」
を
文
殊
菩
薩
の
お

姿
で
現
し
て
い
ま
す
。
智
慧
は
、
知

恵
と
つ
な
が
り
、
学
問
に
つ
な
が
る

こ
と
か
ら
、
受
験
シ
ー
ズ
ン
と
も
な

れ
ば
日
本
三
文
殊
と
い
わ
れ
る
奈
良

の
安
倍
文
殊
院
、
切
戸
の
文
殊
と
言

わ
れ
る
京
都
宮
津
の
智
恩
寺
、
亀
岡

文
殊
と
言
わ
れ

る
山
形
の
大
聖

寺
は
、
ご
利
益

を
求
め
る
受
験

生
で
に
ぎ
わ
う

そ
う
で
す
。

し
か
し
な
が

ら
、
試
験
に
合

格
す
る
と
か
、
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字
や
水
泳
な
ど
、
ほ
か
の
子
に
遅
れ

て
は
な
ら
じ
と
せ
っ
せ
と
習
わ
せ
て

い
る
よ
う
で
す
。

さ
て
、
幼
稚
園
児
が
ア
ナ
ロ
グ
時

計
を
読
め
る
の
で
、
教
室
に
も
子
ど

も
が
読
み
や
す
い
よ
う
な
時
計
を
掛

け
て
、
先
生
た
ち
が
○
時
○
分
に

な
っ
た
ら
お
片
づ
け
を
始
め
ま
し
ょ

う
と
か
、
○
時
○
分
ま
で
に
ト
イ
レ

を
済
ま
せ
て
お
部
屋
に
戻
り
ま
し
ょ

う
と
か
声
を
か
け
ま
す
。
園
児
た
ち

は
時
計
を
見
て
、
○
時
○
分
が
わ
か

り
ま
す
。
こ
れ
が
「
知
識
」
で
す
。

こ
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
子
ど
も
た

ち
で
す
か
ら
、
先
生
に
○
時
○
分
ま

で
に
お
片
づ
け
を
し
ま
し
ょ
う
と
い

う
の
は
理
解
で
き
ま
す
。
言
わ
れ
た

こ
と
を
理
解
し
て
、
実
際
に
○
時
○

分
ま
で
に
お
も
ち
ゃ
を
片
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
「
智
慧
」

で
す
。
知
識
に
よ
っ
て
理
解
す
る
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
を
行
動
に
移
し

て
、
実
際
に
行
う
働
き
が
あ
っ
て
こ

そ
、
そ
れ
を
「
智
慧
」
と
い
う
の
で

す
。

以
前
に
も
ど
こ
か
で
お
話
し
た
よ

う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
、
中
国
の

白
居
易
と
道
林
禅
師
の
問
答
を
思
い

出
し
ま
す
。

白
居
易
が
杭
州
に
左
遷
さ
れ
た

時
、
そ
の
地
に
木
の
上
で
坐
禅
ば
か

り
す
る
道
林
禅
師
と
い
う
変
わ
っ
た

禅
僧
が
い
る
と
い
う
の
で
訪
ね
て
い

き
ま
し
た
。
そ
し
て
禅
師
に
、
「
仏

教
の
一
番
大
切
な
教
え
は
な
ん
で

し
ょ
う
か
。
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
す

る
と
、
道
林
禅
師
が
言
う
に
は
、

「
も
ろ
も
ろ
の
悪
を
行
わ
ず
、
善
を

行
う
こ
と
じ
ゃ
な
。
」
と
答
え
た
そ

う
で
す
。
白
居
易
は
左
遷
さ
れ
た
と

は
い
え
、
地
方
の
長
官
で
す
か
ら
、

お
ち
ょ
く
ら
れ
た
と
で
も
思
っ
た
で

し
ょ
う
か
。
「
そ
ん
な
こ
と
は
三
歳

の

子

ど

も

で

も

知

っ

て

い

ま

す

よ
。
」
と
、
そ
の
答
え
を
聞
い
て
、

木
の
上
で
坐
禅
を
す
る
た
だ
の
変
わ

り
者
の
坊
さ
ん
か
と
・
・
・
。
す
る

と
、
道
林
禅
師
が
言
い
ま
し
た
。

「
確
か
に
三
歳
の
子
ど
も
で
も
知
っ

て
い
る
こ
と
だ
が
、
八
十
年
生
き
た

老
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
に
生

き

る

こ

と

は

難

し

い

で

は

な

い

か
。
」
と
。
そ
れ
を
聞
い
た
白
居
易

は
、
自
ら
の
至
ら
な
さ
を
悟
っ
て
禅

師
の
も
と
を
去
っ
た
の
だ
そ
う
で

す
。
ま
さ
に
、
知
識
と
智
慧
を
言
い

得
た
問
答
で
す
。

□
□
□
シ
ョ
ー
ソ
ー
さ
ん

少
々
、
智
慧
で
引
っ
か
か
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
文
殊
菩
薩
に
話
を
戻

し
ま
す
と
、
圓
福
寺
で
は
、
こ
の
文

殊
菩
薩
を
本
堂
左
奥
に
お
ま
つ
り
い

た
し
ま
す
が
、
修
行
道
場
で
は
坐
禅

を
す
る
「
禅
堂
」
に
お
ま
つ
り
い
た

し
ま
す
。
大
学
出
た
て
の
右
も
左
も

わ
か
ら
な
い
凡
庸
な
修
行
僧
が
集
ま

る
か
ら
、
「
三
人
寄
れ
ば
…
」
の
こ

と
わ
ざ
に
あ
や
か
ろ
う
と
文
殊
菩
薩

を
お
ま
つ
り
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
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せ
ん
。
「
禅
堂
」
が
禅
の
修
行
の
中

心
と
な
る
坐
禅
を
す
る
場
所
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
智
慧
を
つ
か
さ
ど
る
文

殊
菩
薩
を
安
置
す
る
わ
け
で
す
。

修
行
道
場
に
入
門
を
許
さ
れ
、
は

じ
め
て
禅
堂
に
自
分
の
居
場
所
を
与

え
ら
れ
た
と
き
、
ま
ず
第
一
番
目
に

こ
の
文
殊
菩
薩
に
礼
拝
を
す
る
よ
う

に

言

わ

れ

ま

す
。
「
『
シ

ョ

ー

ソ

ー
』
さ

ん

に

三

拝

す

る

の

だ

ぞ
。
」
と
先
輩
の
修
行
僧
に
指
導
さ

れ
る
の
で
す
が
、
「
シ
ョ
ー
ソ
ー
さ

ん
」
っ
て
何
者
だ
ろ
う
と
思
い
つ

つ
、
無
事
三
拝
を
終
え
て

禅
堂
に
参
堂
す
る
儀
式
が

終
わ
る
の
で
す
。
あ
と

で
、
「
シ
ョ
ー
ソ
ー
」
さ

ん
っ
て
、
「
聖
僧
」
と
書

く
の
だ
と
知
り
、
あ
の
仏

さ
ん
が
修
行
を
し
て
い
く

自
分
の
理
想
と
す
る
お
坊

さ
ん
な
の
だ
ろ
う
と
勝
手
に
思
い
込

ん
で
い
た
気
が
し
ま
す
。
あ
と
あ

と
、
聖
僧
さ
ん
が
文
殊
菩
薩
の
別
名

で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
す
が
、
智

慧
に
富
ん
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
自
分
の
理
想
と
す
る
お
坊
さ
ん

だ
と
思
っ
た
の
も
あ
な
が
ち
間
違
い

で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
文
殊
菩
薩
の
像
に
は
、
菩

薩
の
姿
を
し
た
も
の
だ
け
で
な
く
、

「
僧
形(
そ
う
ぎ
ょ
う)

文
殊
」
と
い

う
お
坊
さ
ん
の
姿
を
し
た
文
殊
菩
薩

も
あ
る
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
・
・
・
。

□
□
□

文
殊
菩
薩
の
像
容

□
獅
子
に
騎
乗

僧
形
の
文
殊
菩
薩
は
別
に
し
て
、

文
殊
菩
薩
の
姿
か
た
ち
の
特
徴
は
、

ま
ず
第
一
番
に
「
獅
子
」
に
乗
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
。
ち
な
み
に
、
釈

迦
三
尊
の
も
う
片
方
の
脇
侍
仏
で
あ

る
普
賢
菩
薩
は
象
に
乗
っ
た
お
姿
を

し
て
い
ま
す
。
文
殊
菩
薩
が
な
ぜ
獅

子
に
乗
っ
て
い
る
か
は
諸
説
あ
っ

て
、
は
っ
き
り
し
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
知
識
だ
け
で
な
く
実
践
、
実
行

を
伴
う
智
慧
の
仏
さ
ん
で
す
か
ら
、

躍
動
感
の
あ
る
獅
子
が
ふ
さ
わ
し
い

と
考
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
象
に
乗
る
普
賢
菩
薩
の
静
の
イ

メ
ー
ジ
に
対
し
、
獅
子
に
乗
っ
て
動

の
イ
メ
ー
ジ
の
文
殊
菩
薩
と
い
う
こ

と
で
、
お
釈
迦
様
の
教
え
の
静
と
動

を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
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□
宝
剣
を
受
持

次
の
特
徴
は
、
右
手
に
「
剣
」
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
も
、
右
手
に
ま
っ
す
ぐ
立
て
て
お

持
ち
で
す
。
間
違
っ
た
考
え
を
断
ち

切
る
と
い
う
の
で
剣
を
お
持
ち
だ
と

言
わ
れ
ま
す
。

坐
禅
と
い
う
と
、
一
般
の
人
の
イ

メ
ー
ジ
で
は
足
が
痛
い
、
棒
で
叩
か

れ
る
と
連
想
す
る
よ
う
で
す
。
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
で
坐
禅
の
シ
ー
ン
が

あ
っ
た
り
す
る
と
、
必
ず
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
棒
で
叩
か
れ
る
場
面
が
使

わ
れ
た
り
し
ま
す
。

こ
の
棒
の
こ
と
を
「
警
策
」
と
書

い
て
「
け
い
さ
く
」
、
曹
洞
宗
で
は

「
き
ょ
う
さ
く
」
と
い
い
ま
す
。
居

眠
り
し
て
い
る
人
を
叩
き
起
こ
す
た

め
の
道
具
で
は
な
く
、
文
字
通
り
、

警
告
・
策
励
の
た

め
に
使
わ
れ
る
仏

具
で
す
。
居
眠
り

し
そ
う
に
な
っ
て

い

る

人

に

警

告

し
、
く

じ

け

そ
う
に
な
っ

て
い
る
人
を

励
ま
す
た
め

に
、
坐

禅

中

に

警

策

を

持
っ
て
堂
内

を
巡
る
の
で
す
。
と
は
い
っ
て
も
、

一
般
の
人
に
は
こ
ち
ら
か
ら
警
策
を

当
て
る
こ
と
は
せ
ず
、
合
掌
を
し
て

警
策
を
当
て
て
ほ
し
い
意
思
表
示
を

し
た
人
だ
け
に
限
ら
れ
ま
す
。

こ
の
警
策
は
、
文
殊
菩
薩
が
お
持

ち
の
宝
剣
を
お
借
り
し
た
も
の
だ
と

い
わ
れ
、
神
聖
に
扱
わ
れ
、
警
策
で

叩
か
れ
る
こ
と
は
、
文
殊
菩
薩
の
剣

で
叩
か
れ
、
間
違
っ
た
考
え
を
断
ち

切
っ
て
精
進
し
て
い
く
気
持
ち
を
新

た
に
し
て
い
く
と
い
う
意
味
が
あ
り

ま
す
。

警
策
は
樫
の
木
や
ケ
ヤ
キ
な
ど
の

固
い
木
で
作
ら
れ
、
し
な
る
ぐ
ら
い

薄
く
削
り
ま
す
。
こ
の
薄
さ
と
叩
い

た

後

に

打

ち

戻

す

打

ち

方

で
、

「
パ
ー
ン
」
と
い
う
小
気
味
い
い
音

が
し
ま
す
。
そ
の
音
を
聞
く
と
い
か

に
も
痛
そ
う
で
す
が
、
「
ボ
コ
ッ
」

「
ド
ス
ッ
」
と
い
う
鈍
い
音
は
、
叩

く
場
所
が
違
っ
て
い
た
り
、
打
ち
方

が
へ
た
く
そ
な
証
拠
で
痛
み
も
後
を

引
き
、
実
は
「
パ
ー
ン
」
と
い
う
小

気
味
い
い
音
が
し
た
方
が
痛
み
は
後

を
引
か
な
い
の
で
す
。

火
災
に
よ
っ
て
、
圓
福
寺
の
警
策

の
在
庫
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
の
で
、
本
堂
建
築
の
廃
材
の
ケ
ヤ

キ
を
利
用
し
て
手
作
り
し
よ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。

圓
福
寺
の
木
曜
坐
禅
会
は
、
こ
れ

ま
で
市
原
別
院
で
続
け
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
年
末
よ
り
新
本
堂
に
戻
っ

て
、
こ
の
文
殊
菩
薩
に
見
守
っ
て
も

ら
い
な
が
ら
坐
禅
を
し
て
ま
い
り
ま

す
。
場
所
も
近
く
な
り
ま
す
し
、
警

策
で
む
や
み
に
叩
か
れ
る
恐
れ
も
な

い
こ
と
が
お
分
か
り
頂
け
た
と
思
い

ま
す
の
で
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
ぜ

ひ
お
出
か
け
下
さ
い
。
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僧
堂
で
何
し
て
る
？

―
―
―
修
行
道
場
の
生
活

【
応
病
与
薬
】
お
釈
迦
様
が
、
人
に
応
じ
て
教
え
を
説
い
た

こ
と
を
例
え
た
こ
と
ば
。

そ
の
四

宗
格
和
尚
、

雲
水
時
代
の
剃
髪
の
思
い
出

僧
堂
に
入
門
す
る
以
前
に
、
人

の
頭
を
撫
で
ま
わ
し
た
こ
と
も
な

か
っ
た
の
に
、
僧
堂
で
人
の
頭
を

剃
る
羽
目
に
な
り
、
人
の
頭
も
い

ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。
頭
の
形
が
い
ろ
い
ろ
で
あ
る

こ
と
は
、
坊
主
頭
が
当
た
り
前

だ
っ
た
子
ど
も
時
代
に
見
て
い
た

の
で
す
が
、
頭
の
質
と
い
っ
た
ら

い
い
で
し
ょ
う
か
。
頭
皮
の
下
に

脂
肪
で
も
あ
る
の
か
、
シ
リ
コ
ン

を
触
る
よ
う
に
感
じ
る
頭
、
薄
皮

が
ピ
ー
ン
と
張
っ
た
よ
う
な
頭
皮

の
頭
、
髪
の
毛
が
剛
毛
で
カ
ミ
ソ

リ
で
剃
る
た
び
に
ゾ
リ
ゾ
リ
と
音

を
立
て
る
頭
な
ど
な
ど
。
そ
れ
ぞ

れ
に
合
わ
せ
た
剃
り
方
が
あ
る
と

気
づ
い
た
時
、
お
釈
迦
様
の
「
応

病
与
薬
」
の
言
葉
を
思
い
出
し
ま

し
た
。
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坐
禅
の
単
布

団
を
片
づ
け
て

カ
シ
ワ
布
団
に

潜
り
込
む
ま
で

の
時
間
は
、
も

の
の
数
秒
。
ま

る
で
消
防
士
が

緊
急
出
動
す
る

よ
う
な
素
早
さ

で
、
初
め
て
の

時
は
な
に
ご
と

が
起
こ
っ
た
の

か
と
度
肝
を
抜

か
れ
る
も
の
で

す
。

い
た
ず
ら
坊

主
と
い
う
言
葉

通

り
、
僧

堂

に

も
い
た
ず
ら
好

き

が

い

て
、

「
守

夜
」
を

す

る
雲
水
を
暗
闇

か
ら
お
ど
か
す

の

で

す
。
真

言

を
唱
え
て
い
る

途

中
、
「
お

ん

ば

ー

っ
、
『
う

わ

っ
』
」
と

聞

こ

え

た

ら
、
ま

た
誰
か
や
ら
れ

お
寺
の
境
内
に
街
灯
な
ど
あ
る
は
ず
も
な

く
、
漆
黒
の
闇
の
夜
も
あ
り
、
そ
ん
な
夜
は

い
た
ず
ら
坊
主
が
出
現
し
や
す
い
の
で
す
。
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三
十
七
番
岩
本
寺
本
堂
前
に
て
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日
～
十
八
日

三
巡
目
第
五
回
の
四
国
あ
る
き
遍
路
の
メ

イ
ン
の
へ
ん
ろ
道
は
、
土
佐
久
礼
か
ら
七
子

峠
ま
で
の
「
そ
え
み
み
ず
遍
路
道
」
。
三
巡

目
に
し
て
は
じ
め
て
歩
く
へ
ん
ろ
道
で
し

た
。千

二
百
年
と
も
い
わ
れ
る
四
国
遍
路
の
歴

史
で
す
が
、
自
然
災
害
や
橋
の
架
け
替
え
、

道
路
の
整
備
、
廃
仏
毀
釈
と
い
っ
た
政
治
的

な
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
へ
ん
ろ
道
は
変
更

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め

に
、
古
道
の
ま
ま
だ
っ
た
り
、
新
旧
の
道
が

あ
っ
た
り
、
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
さ
れ
た
道
に

変
わ
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
今

回
の
「
そ
え
み
み
ず
遍
路
道
」
は
、
か
つ
て

「
土
佐
往
還
」
と
言
わ
れ
た
主
要
道
な
の
で

す
が
・
・
・
。

今
回
も
、
旅
の
記
録
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版

を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

第
五
回

第
五
回

第
五
回

期日 曜日
7:25発 JAL491 8:55着 9:40発【空港リムジンバス】10:01着
羽田空港集合 高知駅行 北はりまや橋 昼食：「黒潮うどん」

10:25発 【とさでん交通】 11:02着 11:45発 ─徒歩─

南はりまや橋 高岡行 中島バス停 約10.0㎞

12:45着 13:30着 14:35着 ─徒歩─

塚地休憩所 宇佐町の神社 途中、三陽荘に荷物を預けて、青龍寺へ。36番青龍寺 約0.6㎞ 宿泊：三陽荘

─徒歩─ 15:50着 ─徒歩─ 16:15着 土佐市宇佐町竜504-1　

奥の院参拝 約0.6㎞ 青龍寺納経所 約1.8㎞ 「三陽荘」 088-856-0001

6:30 6:50 【宿の送迎バス】 7:00着 7:05発 ＜市営巡航船＞

朝食 ホテル出発
８:10着 ─徒歩─ 10:45着 11:05発 JR土讃線 11:26着
横浪船着き場 約8.9㎞ 土佐久礼駅

13:00発 ─そえみみず遍路道─16:15着 【タクシー】

「久礼大正町市場」で各自昼食 約5.9㎞ 七子峠 宿泊：岩本寺宿坊

16:30着 ─徒歩─ 16:45着 高知県高岡郡四万十町茂串町3-13

窪川駅 約0.7㎞ 37番岩本寺 0880-22-0376

8:00発 ─徒歩─ 9:05着 9:45着 11:30着 11:55発
37番岩本寺 約18.6㎞ 片坂峠 麓の「末川橋」

【バス】 12:30着 13:43発 土佐くろしお鉄道 15:04着
土佐佐賀町内 スーパーで昼食調達して各自昼食 特急あしずり6号 高知駅

15:40発 【空港リムジンバス】16:10着 18:10発 ANA570 19:25着
高知駅前バス停 羽田空港

【歩いた距離】約51.9㎞

コ ー ス 予 定 食事・宿泊

1 11月16日 金

【歩いた距離】13㎞

3 11月18日 日

【歩いた距離】約23.4㎞

高知龍馬空港

伊与喜駅前

高知龍馬空港
088-852-3729

「黒潮うどん」で昼食

2 11月17日 土

【歩いた距離】約15.5㎞

埋立乗船場

昼食：土佐久礼駅から徒歩
５分の「大正町市場」で各
自食べることにします。

多ノ郷(おおのごう)駅
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「
三
陽
荘
」
で
一
考

七
年
前
の
二
巡
目
で
宿
泊
し
た
、

国
民
宿
舎
「
土
佐
」
。
ま
る
で
地
中

海
の
ホ
テ
ル
を
思
わ
せ
る
景
観
の
宿

で
、
お
風
呂
か
ら
眺
め
る
太
平
洋
も

素
晴
ら
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
昨
年

末
に
閉
館
。
お
あ
つ
ら
え
向
き
に
、

青
龍
寺
の
手
前
に
三
陽
荘
と
い
う
温

泉
旅
館
が
あ
り
、
今
回
は
そ
こ
の
お

遍
路
さ
ん
プ
ラ
ン
に
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
、
宿
坊
や
遍
路
宿
、
公

共
の
宿
な
ど
に
お
世
話
に
な
っ
て
き

ま
し
た
が
、
温
泉
旅
館
は
初
め
て
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
く
ぶ
ん
気
が
引

け
る
の
で
す
が
、
お
遍
路
さ
ん
プ
ラ

ン
だ
か
ら
と
後
ろ
め
た
さ
を
封
印
し

て
泊
ま
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

飛
び
込
み
の
お
遍
路
さ
ん
を
断
ら

な
い
と
い
う
宿
坊
や
遍
路
宿
の
不
文

律
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
中
、
快
く
迎
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
温

泉
大
浴
場
、
食
事
の
豪
華
さ
、
早
朝

出
立
の
送
迎
バ
ス
な
ど
、
こ
れ
で
は

宿
坊
や
遍
路
宿
か
ら
足
が
遠
の
く
の

も
無
理
は
な
い
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
団
体
遍
路
の
募
集
に
当
た

り
、
旅
行
会
社
が
う
た
い
文
句
に
す

る
の
が
、
き
れ
い
な
宿
、
食
事
も
お

い
し
く
、
大
浴
場
が
あ
っ
て
し
か
も

温
泉
と
い
う
、
そ
の
条
件
を
満
た
し

て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
で

も
、
そ
も
そ
も
の
遍
路
は
世
捨
て
人

この歩行記録は、田中さんの携帯

で計測したものです。
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浦
ノ
内
湾
の
昭
和
レ
ト
ロ
な
巡
航
船

に
近
く
、
日
に
三
軒
の
托
鉢
を
し
て

そ
の
浄
財
で
歩
か
せ
て
い
た
だ
く
と

い
う
の
が
、
か
つ
て
の
歩
く
側
の
不

文
律
。
も
は
や
、
迎
え
る
側
も
歩
く

側
に
も
、
本
来
の
お
遍
路
さ
ん
の
し

き
た
り
が
見
ら
れ
な
い
の
だ
っ
た

ら
、
四
国
遍
路
を
世
界
遺
産
に
し
よ

う
な
ん
て
お
こ
が
ま
し
い
話
だ
と
思

う
の
で
す
が
・
・
・
。

巡
航
船
で
行
く

二
日
目
の
遍
路
道
は
海
上
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
朝
七
時
五
分
発
の
船
で

進
む
の
は
地

中

海
・
・
・

で
は
な
く
浦

ノ

内

湾

で

す
。

空

海

が

「
青

龍

寺
」

を
開
創
し
た

時

代

に
、
こ

の
あ
た
り
は

道
が
ほ
と
ん

ど
整
備
さ
れ

て
お
ら
ず
、

遍
路
道
と
し
て
も
船
を
使
う
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
こ

で
、
こ
の
巡
航
船
に
乗
っ
て
い
く
の

が
本
来
の
遍
路
道
な
の
で
す
。

六
時
半
朝
食
、
六
時
五
十
分
三
陽

荘
の
バ
ス
が
「
埋
立
」
の
乗
船
場
ま

で
送
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な

い
よ
う
な
船
着
き
場
で
し
た
。
ほ
ど

な
く
し
て
や
っ
て
き
た
船
は
、
操
舵

室
と
客
席
が
一
つ
の
船
室
に
な
っ
て

い
る
、
屋
根
の
低
い
船
で
し
た
。
ど

こ
と
な
く
、
昭
和
の
面
影
を
感
じ
さ

せ
て
く
れ
ま
す
。

船
は
、
浦
ノ
内
湾
の
此
岸
彼
岸
を

船
着
き
場
を
行
き
来
し
な
が
ら
進
み

ま
す
。
途
中
で
乗
っ
て
き
た
の
は
、

今
日
が
参

観
日
と
い

う
小
学
生

が
三
人
だ

け

で

し

た
。
日

曜

日
は
運
休

日
の
こ
の

船

は
、
ス

ク
ー
ル
バ
ス
代
わ
り
と
い
う
わ
け
で

す
。
船
で
登
校
す
る
女
の
子
た
ち
が

物
珍
し
い
の
か
、
遍
路
の
お
ば
さ
ん

が
し
き
り
に
声
を
か
け
る
の
で
、
子

ど
も
た
ち
は
少
々
困
惑
し
て
い
た
よ

う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
・
・
・
。

道
道
是
好
道

横
浪
の
船
着
き
場
か
ら
の
道
は
、

鳥
坂
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
平
坦
ル
ー

ト
と
、
仏
坂
を
越
し
岩
不
動
を
お
参

り
す
る
ル
ー
ト
が
あ
り
ま
す
が
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
私
た
ち
が
選
ん

だ
の
は
仏
坂
ル
ー
ト
で
し
た
。

舗
装
道
路
が
次
第
に
細
く
な
り
、

だ
ん
だ
ん
薄
暗
く
な
る
ヒ
ノ
キ
林
の

中
、
道
の
左
に
岩
不
動
へ
の
道
標
。

そ
れ
に
従
っ
て
い
く
と
、
石
畳
の
上

に
湿
っ
た
落
ち
葉
が
積
も
っ
た
急
な

巡
航
船
で
一
緒
だ
っ
た
小
学
生
。
こ
の
日
は
参
観
日
だ
そ
う
で
す
。

仏
坂
へ
ん
ろ
道
の
急
な
下
り
坂
。
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高
速
道
路
を
回
り
込
む
急
な
階
段
。

下
り
坂
で
、
足
を
滑
ら
せ
て
し
ま
い

そ
う
で
し
た
。
こ
ん
な
危
な
い
道

だ
っ
た
ら
、
鳥
坂
ト
ン
ネ
ル
の
平
坦

ル
ー
ト
に
す
る
ん
だ
っ
た
か
な
と
思

う
頃
に
は
、
岩
不
動
の
お
堂
の
前
に

降
り
立
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

情
報
化
時
代
、
ネ
ッ
ト
な
ど
で
い

く
ら
で
も
遍
路
道
の
情
報
を
手
に
入

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
最
後
は

実
際
に
歩
い
て
し
か
わ
か
り
ま
せ

ん
。
失
敗
し
て
も
後
悔
し
て
も
、
そ

の
道
が
ベ
ス
ト
ル
ー
ト
、
道
道
是
好

道
で
す
。

久
礼
で
海
鮮
丼

―
―
―
楽
あ
り
ゃ
苦
も
あ
る
さ

多
ノ
郷
か
ら
土
佐
久
礼
ま
で
電
車

で
移
動
し
て
、
今
回
メ
イ
ン
の
遍
路

道
「
そ
え
み
み
ず
遍
路
道
」
を
登
る

前
に
、
久
礼
の
「
大
正
町
市
場
」
で

海
鮮
ど
ん
ぶ
り
な
ど
の
昼
食
を
い
た

だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ア
ジ
も
カ

ツ
オ
も
千
葉
と
は
一
味
ふ
た
味
違
い

ま
し
た
。
こ
ん
な
に
い
い
思
い
を
さ

せ
て
く
れ
る
と
い
う
事
は
・
・
・
、

「
楽
あ
り
ゃ
苦
も
あ
る
さ
。
」
み
な

さ
ん
お
見
通
し
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。久

礼
の
食
堂
の
お
ば
さ
ん
曰
く
、

「
そ
え
み
み
ず
は
高
速
が
通
っ
た
か

ら
ね
え
。
」
と
い
う
意
味
不
明
の
言

葉
は
、
歩
き
始
め
て
よ
～
く
わ
か
り

ま
し
た
。
急
な
登
り
坂
が
高
速
に
突

き
当
た
る
と
、
階
段
で
高
速
の
下
ま

で
下
ろ
さ
れ
ま
す
。
高
速
を
く
ぐ
っ

て
今
度
は
先
ほ
ど
の
高
さ
ま
で
一
気

の
登
り
な
の
で
す
。
高
速
が
で
き
た

お
か
げ
で
、
車
は
楽
に
な
っ
た
で

し
ょ
う
が
、
歩
き
遍
路
た
ち
に
は
余

計
な
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
が
付
加
さ
れ
た

わ
け
で
す
。

食
堂
の
お
ば

さ

ん

は
、

「
高

速

が

通

っ

た

か

ら
、
そ
え
み

み
ず
を
歩
く

人

は

珍

し

い
。
」
と
言

土
佐
久
礼
の
「
大
正
町
市
場
」
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朝
日
を
浴
び
な
が
ら
、
土
佐
佐
賀
を
目
指
し
て
出
発

い
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

い
つ
ま
で
車
優
先
の
道
づ
く
り
を
す

る
の
で
し
ょ
う
か
。
吊
り
橋
な
ん
て

贅
沢
は
言
い
ま
せ
ん
か
ら
、
せ
め
て

簡
単
な
橋
で
も
か
け
て
く
れ
た
ら
優

し
い
の
に
・
・
・
。

遍
路
道
と
い
う
遺
産
を
ず
た
ず
た

に
す
る
日
本
の
道
路
行
政
に
が
っ
か

り
。

「
歩
歩
是
道
場
」

普
通
の
遍
路
ツ
ア
ー
な
ら
、
一
日

に
札
所
を
何
軒
回
る
か
、
回
れ
る
か

に
こ
だ
わ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
私

た
ち
の
歩
き
遍
路
は
あ
く
ま
で
「
歩

く
こ
と
」
に
主
眼
が
あ
る
の
で
、
た

と
え
一
日
中
歩
い
て
札
所
に
お
参
り

で
き
な
く
と
も
、
ひ
た
す
ら
歩
く
の

で
す
。

と
、
い
い
わ
け
と
も
、
あ
き
ら
め

と
も
つ
か
な
い
話
は
さ
て
お
き
、
３

日
目
は
歩
き
に
徹
し
て
、
窪
川
の
高

原
か
ら
土
佐
佐
賀
の
海
辺
ま
で
を
目

指

す

こ

と

に

し

ま

し

た
。
田

中

さ

ん

の

記

録

に

よ

れ

ば
、
二

十

三
・
四

㎞

の

長

い

距

離

を

歩

い

て
、
太

平

洋

の

大

海

原

を

見

た

感

動

を

味

わ

お

う

と

し

た

の

で

す
が
・
・
・
。
そ
れ
で
も
目
的
の
土

佐
佐
賀
ま
で
歩
き
つ
く
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

仕
方
な
く
伊
与
喜
駅
で
歩
き
終
え

て
、
タ
ク
シ
ー
で
土
佐
佐
賀
ま
で
移

動
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
最
寄
り
の

タ
ク
シ
ー
会
社
さ
ん
に
そ
こ
ま
で
迎

え
に
行
く
の
に
五
千
円
か
か
る
と
言

わ
れ
る
始
末
。
思
案
に
暮
れ
る
中
、

駅
前
の
バ
ス
停
の
時
刻
表
を
見
る

土
佐
久
礼
か
ら
七
子
峠
を
目
指
す
そ
え
み
み
ず
遍
路
道
の
高
低
図

七
子
峠
で
お
行
儀
よ
く
パ
チ
リ
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３巡目 四国あるき遍路の旅
第６回

第
四
回
は
、
高
知
市
お
よ
び

そ
の
周
辺
の
平
地
、
二
十
八
番

か
ら
三
十
五
番
ま
で
八
か
所
の

札
所
を
、
ひ
た
す
ら
歩
き
ま

す
。
 

【
日
程
】
二
月
二
十
三
日
（
金
）

 
 
 
 
 
 

～
二
十
五
日
（
日
）

【
旅
程
】

飛
行
機
に
て
高
知

へ
。
中
村
ま
で
電
車
、
バ

ス
に
乗
り
換
え
て
移
動
。

「
伊
豆
田
へ
ん
ろ
道
」
で

峠
越
え
。
海
沿
い
の
遍
路

宿
に
宿
泊
。

二
日
目
は
足
摺
の
東
海

岸
を
歩
い
て
足
摺
岬
の
三

十
八
番
金
剛
福
寺
、
宿
坊

泊
。三

日
目
は
山
中
の
真
念

遍
路
道
を
三
十
九
番
ま
で

目
指
し
ま
す
。
三
日
間
で

約
三
十
五
㎞
歩
く
予
定
。

【
参
加
費
】
五
万
円
前
後

【
申
込
】

お
電
話
・
メ
ー
ル

な
ど
で
、
お
寺
ま
で
お
申

込
下
さ
い
。

 
 

 

そ
の
他
、
何
な
り
と
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
、
十
五
分
後
に
土
佐
佐
賀
行
の
バ

ス
が
あ
り
そ
う
で
す
。
で
も
、
バ
ス

停
の
標
識
は
片
側
に
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
西
川
さ
ん
が
バ
ス
会
社
に
問
い

合
わ
せ
る
と
、
確
か
に
あ
る
と
の
こ

と
、
反
対
側
に
立
っ
て
い
て
、
バ
ス

が
来
た
ら
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い

と
、
親
切
に
教
え
て
も
ら
い
ま
し

た
。
四
万
十
交
通
の
か
わ
い
い
バ
ス

が
見
え
る
と
、
全
員
で
手
を
挙
げ

て
、
こ
の
バ
ス
を
逃
し
て
な
る
も
の

か
と
い
っ
た
感
じ
で
し
た
。
そ
れ

は
、
こ
れ
ま
で
二
度
も
バ
ス
に
置
い

て
行
か
れ
た
「
ひ
や
り
」
の
経
験
が

あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

と
は
い
え
、
こ
の
バ
ス
だ
っ
て
一

日
三
本
し
か
な
い
路
線
バ
ス
で
し
た

か

ら
、
あ

る

意

味

「
ひ
や
り

路
線
バ
ス

の

旅
」
で

し
た
。

【
あ
と
が
き
】
３
日
間
、
天
気
に
恵
ま
れ

て
な
に
よ
り
で
し
た
。

温
泉
大
浴
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
り
、

久
礼
の
大
正
町
市
場
で
お
い
し
い
海
鮮
を
口

に
し
た
り
、
今
ま
で
に
な
い
よ
う
な
歩
き
遍

路
で
し
た
。
そ
の
反
面
、
そ
え
み
み
ず
遍
路

道
や
土
佐
佐
賀
へ
の
遍
路
道
な
ど
、
予
定
よ

り
時
間
が
か
か
っ
た
、
歩
き
遍
路
な
ら
で
は

の
長
い
み
ち
の
り
も
あ
り
ま
し
た
。
海
に
面

し
た
土
佐
佐
賀
ま
で
行
っ
た
ら
、
ま
た
お
い

し
い
海
の
も
の
を
と
思
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
の
も
ま
た
歩
き

遍
路
で
す
。

昔
の
歩
き
遍
路
は
想
定
外
の
連
続
で
、
ご

飯
に
あ
り
つ
け
な
か
っ
た
り
、
泊
ま
る
場
所

が
な
か
っ
た
り
、
雨
で
川
が
渡
れ
な
か
っ
た

り
し
た
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
お
に

ぎ
り
の
お
接
待
を
い
た
だ
い
た
り
、
飛
込
み

で
も
泊
ま
ら
せ
て
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と

に
、
自
然
に
心
底
感
謝
す
る
気
持
ち
が
沸
い

て
き
て
、
人
と
し
て
の
成
長
が
あ
っ
た
で

し

ょ

う
。
今

回
、
伊

与
喜
か
ら
乗
る
こ
と

が
で
き
た
路
線
バ
ス

に
も
、
感
謝
す
る
気

持
ち
を
持
つ
こ
と
が

で
き
、
少
し
成
長
し

た

か

な

と

思

う

の

は
、
私
だ
け
で
し
ょ

う
か
。
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禅
童
会

禅
童
会

ぜ
ん
ど
う
か
い

ぜ
ん
ど
う
か
い

第26回

【
感
想
文
集
ま
え
が
き
】

酷
暑
真
っ
最
中
の
七
月
二
十
二

日
、
十
二
名
の
子
ど
も
た
ち
が
参
加

し
て
、
第
二
十
六
回
目
の
圓
福
寺
寺

子
屋
「
禅
童
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。圓

福
寺
の
火
災
後
に
、
市
原
別
院

耕
雲
寺
で
継
続
し
て
き
た
禅
童
会

も
、
平
成
三
十
一
年
に
は
、
元
通
り

圓
福
寺
に
戻
っ
て
開
催
で
き
る
予
定

な
の
で
、
市
原
で
の
一
日
禅
童
会
も

こ
れ
で
最
後
と
な
り
ま
す
。

全
国
的
な
酷
暑
で
、
熱
中
症
に
な

る
人
の
ニ
ュ
ー
ス
も
伝
え
ら
れ
る
中

で
し
た
の
で
、
本
来
な
ら
戸
を
開
け

放
っ
て
、
自
然
の
空
気
の
中
で
行
う

坐
禅
で
す
が
、
エ
ア
コ
ン
を
つ
け
た

涼
し
い
中
で
行
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

で
し
た
。
京
都
葵
祭
の
花
が
さ
巡
行

も
暑
さ
の
た
め
に
中
止
さ
れ
た
の

は
、
葵
祭
始
ま
っ
て
以
来
初
め
て
の

事
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
同
じ
く
伝
統

あ
る
坐
禅
も
、
エ
ア
コ
ン
の
中
で
行

う
こ
と
は
許
し
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
泊
二
日
で
の
禅
童
会
か
ら
一
日

だ
け
の
日
帰
り
禅
童
会
に
な
っ
て
、

坐
禅
の
時
間
は
四
回
か
ら
二
回
と
な

り
、
食
事
も
四
回
か
ら
一
回
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
子
ど
も
同
士
で
入

い つ：平成30年７月22日(日)

どこで：市原市武士868

圓福寺市原別院「耕雲寺」

る

お

風

呂

や
、
書

院

の

大
き
な
座
敷

で

の

雑

魚

寝
、
怖

い

話
、
枕

投

げ

な
ど
の
貴
重

な
体
験
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
せ
い
か
、
足
が
痛
く
な
る
坐
禅
は
あ

と
何
回
あ
る
と
指
を
折
っ
た
り
、
正
座
で
食

べ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
食
事
が
あ
と
何
回
だ

と
か
心
配
す
る
こ
と
が
な
く
、
一
日
だ
と
メ

リ
ハ
リ
に
欠
け
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
つ
ら

い
坐
禅
が
何
回
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
克
服
し

た
時
に
得
ら
れ
る
達
成
感
や
慣
れ
な
い
作
法

慣
れ
な
い
正
座
で
の
食
事
も
、
二
日
目
の
昼

食
に
自
分
た
ち
で
打
っ
た
う
ど
ん
を
食
べ
る

と
き
、
一
口
食
べ
て
友
だ
ち
同
士
見
合
わ
せ

る
顔
に
お
い
し
さ
が
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
一
泊
二
日
と
い
う

長
い
時
間
だ
か
ら
こ
そ
、
辛
い
こ
と
楽
し
い

こ
と
あ
る
い
は
楽
し
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、

痛
い
こ
と
お
い
し
い
こ
と
な
ど
、
メ
リ
ハ
リ

が
あ
っ
て
こ
そ
子
ど
も
た
ち
は
得
る
も
の
が

多
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
市
原
別
院
の
豊
か
な
自
然
の
な
か

で
、
せ
み
の
声
、
鳥
の
声
、
虫
の
声
を
聴
き

な
が
ら
の
坐
禅
や
、
広
い
原
っ
ぱ
で
の
ス
イ

カ
割
り
な
ど
は
、
千
葉
で
は
で
き
な
い
貴
重

な
体
験
で
し
た
。
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「
三
度
目
の
禅
童
会
」

小
中
台
小
六
年

今
村

耀

ぼ
く
は
こ
れ
で
三
度
目
の
禅
童
会

な
の
で
き
て
も
あ
と
二
回
で
す
。
そ

し
て
今
回
心
に
残
っ
た
の
が
、
こ
の

一
個
一
個
が
最
後
と
聞
い
た
時
で
し

た
。
い
つ
も
や
っ
て
い
る
こ
と
も
そ

の
時
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
時
し
か

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま

し
た
。
も
う
一
つ
心
に
残
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
つ
も
や
っ

て
い
る
こ
と
を
や
め
て
み
る
と
、
い

つ
も
は
聞
か
な
い
音
が
聞
こ
え
て
き

ま
す
。
い
つ
も
は
、
急
が
し
く
て
聞

こ
え
な
い
よ
う
な
音
で
も
動
き
を
止

め
て
み
れ
ば
、
虫
の
声
、
鳥
の
鳴
き

声
、
飛
行
機
の
音
も
聞
こ
え
て
き
ま

す
。
ぼ
く
は
こ
の
ネ
イ
チ
ャ
ー
ラ
ン

ド
で
や
っ
た
禅
童
会
と
て
も
楽
し

か
っ
た
で
す
。
来
年
と
今
年
で
は
、

や
る
場
所
が
ち
が
う
そ
う
な
の
で
と

て
も
楽
し
み
に
な
り
ま
し
た
。
ぼ
く

は
毎
年
来
て
い
る
の
で
、
あ
と
二
回

だ
け
で
も
禅
童
会
に
行
き
た
い
で

す
。

「
禅
童
会
を
通
し
て

 
 

 
 

 

思
っ
た
こ
と
」

宮
野
木
小
五
年

菅
野

美
羽

私
は
、
七
月
二
十
二
日
に
あ
っ
た

禅
童
会
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

一
つ
目
は
、
ざ
ぜ
ん
の
時
に
、
和

尚
さ
ん
が
ク
ー
ラ
ー
消
し
た
時
に
、

「
西
日
本
の
人
達
は
こ
ん
な
暑
い

中
、
は
な
れ
て
し
ま
っ
た
家
族
を
探

し
た
り
、
家
を
作
っ
た
り
し
て
い
る

ん
だ
な
あ
。
」
と
、
思
い
ま
し
た
。

二
つ
目
は
、
お
昼
ご
は
ん
を
食
べ

て
い
る
時
に
、
思
っ
た
こ
と
で
す
。

私
は
、
「
食
べ
物
が
無
い
国
も
あ

る
の
に
、
私
は
食
べ
物
を
食
べ
て
い

る
ん
だ
か
ら
、
幸
せ
だ
と
思
い
食
べ

よ
う
。
」
と
、
思
い
ま
し
た
。

三
つ
目
は
、
自
由
時
間
の
時
に
、

に
ん
じ
ゃ
屋
し
き
に
行
っ
て
思
っ
た

こ
と
で
す
。

「
こ
の
世
界

の
ど
こ
か
の
国

と
ど
こ
か
の
国

が
戦
っ
て
い
る
か
ら
、
家
が
無
い
人

達
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か

ら
、
早
く
戦
争
が
終
わ
っ
て
、
そ
の

人
々
の
家
を
作
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の

人
々
達
が
安
全
に
く
ら
せ
る
家
を

作
っ
て
ほ
し
い
。
た
だ
た
だ
そ
の

人
々
が
か
い
て
き
に
く
ら
し
て
ほ
し

い

な
。
」
と
、
思

い

な

が

ら

に

ん

じ
ゃ
屋
し
き
に
い
ま
し
た
。

四
つ
目
は
、
茶
道
を
し
て
い
る
時

に
思
っ
た
こ
と
で
す
。

「
ま
っ
茶
は
、
お
い
し
い
と
思

う
。
だ
け
ど
、
も
し
か
し
た
ら
ま
っ

茶
が
大
き
ら
い
な
人
が
い
っ
ぱ
い
い

る
か
も
。
そ
し
た
ら
、
そ
の
人
々
に

『
ま
っ
茶
は
、
苦
み
も
あ
る
け
ど
、

私
は
ま
っ
茶
の
香
り
を
楽
し
む
た
め

に
あ
る
と
思
う
。
私
は
香
り
を
楽
し

み
苦
み
を
こ
ら
え
て
、
味
わ
う
ん
だ

と
思
う
よ
。
』
と
、
言
い
ま
っ
茶
が

好
き
な
人
を
ふ
や

し

た

い

な
。
」

と
、
思

い

ま

し

た
。
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の
子
は
Ｊ
Ｋ
言
葉

を
使
う
よ
う
に
も

な
る
で
し
ょ
う

か
？
お
じ
い
ち
ゃ

ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

と
過
ご
し
た
夏
休

み
あ
け
に
は
や
さ

し
い
言
葉
を
使
っ

た
り
、
田
舎
の
方

言
を
使
っ
た
り
も
す
る
で
し
ょ
う
。
子

ど
も
た
ち
は
取
り
巻
く
人
と
接
す
る
中

で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と

し
て
こ
と
ば
を
獲
得
し
て
い
き
ま
す
。

あ
る
辞
典
の
編
集
者
が
「
こ
と
ば
は

生
き
て
い
て
、
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い

き
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
変
な
言
葉
だ
ろ

う
が
、
お
か
し
な
言
葉
だ
ろ
う
が
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
れ
ば
言
葉

は
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
の
で

す
。
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

確
か
に
、
辞
典
を
編
集
す
る
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
現
実
を
そ
の
ま
ま
と
ら
え

て
ま
と
め
る
の
が
仕
事
で
す
か
ら
、
そ

れ
で
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
日
本
に
は
「
言
霊
」
（
こ
と
だ

ま
）
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
サ
ザ
ン
の

歌
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
言
霊
の
考
え

は
、
良
い
言
葉
を
使
え
ば
良
い
こ
と
が

起
こ
り
、
不
吉
な
言
葉
を
使
え
ば
悪
い

こ
と
が
起
こ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
ん

な
日
本
だ
か
ら
こ
そ
、
美
し
い
言
葉
と

か
正
し
い
言
葉
と
い
う
表
現
が
あ
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

言
葉
を
ツ
ー
ル

と
し
て
と
ら
え
る

の
か
、
大
坂
選
手

の
よ
う
に
人
柄
を

表
す
も
の
と
考
え

る
の
か
は
自
由
で

す
が
・
・
・
。

（
十
月
の
「
園
だ
よ
り
」
か
ら
）

「
こ
と
ば
」
は
ツ
ー
ル
？

ナ
オ
ミ
ち
ゃ
ん
、
と
言
っ
て
も
、
宮

田
で
は
な
く
、
大
坂
な
お
み
ち
ゃ
ん
で

す
。
全
米
オ
ー
プ
ン
優
勝
の
快
挙
か
ら

マ
ス
コ
ミ
に
追
い
か
け
ら
れ
て
、
さ
ぞ

お
疲
れ
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
と
は
い

え
、
マ
ス
コ
ミ
の
お
か
げ
で
、
可
愛
ら

し
い
日
本
語
の
受
け
答
え
を
耳
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
・
・
・
。

大
坂
選
手
は
ラ
ッ
プ
を
聞
い
て
日
本

語
を
習
得
中
だ
そ
う
で
す
が
、
子
ど
も

た
ち
は
ど
ん
な
日
本
語
に
触
れ
な
が
ら

言
葉
を
身
に
つ
け
て
い
く
の
で
し
ょ
う

か
？
成
長
に
伴
っ
て
、
両
親
や
家
族
の

こ
と
ば
か
ら
、
友
だ
ち
の
こ
と
ば
、
女
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平
成
三
十
一
年
年
回
表

写
経
会

土
曜
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
二
十
日 

 
 

花
園
会
新
年
会

三
月
（
未
定
） 

 

春
彼
岸
法
話
会

四
月
二
十
日 

 
 

歩
禅
会
（
房
州
）

五
月
二
十
五
日 

 

市
原
ボ
ラ
ン
テ
ラ

六
月
十
五
日 

 
 

仏
教
シ
ア
タ
ー

七
月
二
十
二
日 

 

禅
童
会
お
手
伝
い

八
月
二
十
五
日 

 

地
蔵
盆
お
手
伝
い

九
月
十
四
日 

 
 

（
未
定
）

十
月
二
十
七
日 

 

涅
槃
寄
席

十
一
月
九
日 

 
 

市
原
別
院
収
穫
祭

十
二
月
二
十
一
日

歳
末
ボ
ラ
ン
テ
ラ

 
 【

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
三
日 

 
 

 
 

六
月
三
十
日

 
 

三
月
十
日 

 
 

 
 

八
月
四
日

 
 

四
月
七
日 

 
 

 
 

九
月
一
日

 
 

五
月
十
二
日 

 
 

 

十
月
六
日

 
 

六
月
二
日 

 
 

 
 

十
一
月
十
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
。

法
要
の
会
場
と
し
て
、
新
本
堂
を
お
使
い

く
だ
さ
い
。
本
堂
は
以
前
と
同
様
に
椅
子
席

で
す
が
、
新
し
い
書
院
も
椅
子
・
テ
ー
ブ
ル

席
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
法
要
後
の
お
食

事
に
も
気
軽
に
ご
利
用
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

九

年

昭
和
四
十

五

年

昭
和
六
十

二

年

平

成

五

年

平

成

九

年

平

成

十

五

年

平

成

十

九

年

平
成
二
十

五

年

平
成
二
十

九

年

平

成

三

十

年

亡
く
な

っ
た
年
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１
０
月

９
月

８
月

７
月

1
1
日

6
日

2
0
日

1
9
日

1
1
日

5
日

2
日

1
日

2
5
日

2
4
日

2
3
日

2
2
日

1
8
日

1
7
日

1
6
日

1
5
日

1
0
日
～

1
6
日

5
日

4
日

3
日

2
6
日

2
2
日

1
8
日
～

1
9
日

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
写
経
講
座
」

幼
稚
園
運
動
会

東
京
教
区
第
七
部
部
内
研
修
会
　
於
宝
樹
院

伽
藍
再
建
工
事
打
ち
合
わ
せ

千
葉
県
学
事
課
幼
稚
園
検
査
指
導

伽
藍
再
建
工
事
打
ち
合
わ
せ

写
経
会

幼
稚
園
、
市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
Ｑ
園
隊
」

地
蔵
盆

佐
倉
円
通
寺
施
餓
鬼
会

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
写
経
講
座
」

伽
藍
再
建
工
事
打
ち
合
わ
せ

取
手
長
禅
寺
施
餓
鬼
会

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

８
月
盆
棚
経

写
経
会

幼
稚
園
、
市
原
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
Ｑ
園
隊
」

伽
藍
再
建
工
事
打
ち
合
わ
せ

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
写
経
講
座
」

第
二
十
六
回
「
禅
童
会
」

幼
稚
園
、
お
泊
り
保
育

1
2
月

1
1
月

１
０
月

3
1
日

2
2
日

2
0
日

1
4
日

1
1
日

8
日
～

9
日

6
日

3
日
～

4
日

1
日

2
4
日

2
2
日

2
1
日

１
6
日
～

1
8
日

1
1
日

1
0
日

1
日

2
9
日

2
8
日

2
6
日

2
5
日

2
2
日
～

2
3
日

1
9
日

1
4
日

1
2
日

年
越
し
ま
い
り

土
曜
会
、
歳
末
ボ
ラ
ン
テ
ラ
大
掃
除

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
「

写
経
講
座
」

幼
稚
園
、
も
ち
つ
き

幼
稚
園
、
成
道
会
　
於
新
本
堂

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
、

役
員
研
修
　
於
新
潟

井
戸
掘
り
、

電
話
工
事

新
本
堂
で
の
法
要
を
始
め
る

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
「

写
経
講
座
」

伽
藍
再
建
工
事
、

完
成
検
査

三
巡
目
第
五
回
四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅

写
経
会

市
原
別
院
耕
雲
寺
収
穫
祭

幼
稚
園
、
入
園
手
続
き

伽
藍
再
建
工
事
打
ち
合
わ
せ

土
曜
会
、
涅
槃
寄
席
　
瀧
川
鯉
昇
師
匠

涅
槃
精
舎
毎
歳
法
要
・
布
薩
会

第
四
十
四
回
花
園
会
ゴ
ル
フ
大
会

ス
マ
ー

ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
「

写
経
講
座
」

博
多
聖
福
寺
老
大
師
拝
請

幼
稚
園
、

全
園
児
「

市
原
秋
た
ん
け
ん
」

写
経
会

幼
稚
園
、
達
磨
忌

 
 
 

平
成
三
十
年
下
半
期

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄
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釈迦苦行像

５月 ４月 ３月  ２月  １月

21
日

８
日

17
日
～
23
日

１
日
～
３
日

24
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
四
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内
を
ご
覧
下
さ
い
。

20
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
四
十
六
回

花
園
会
ゴ
ル
フ
大
会

降
誕
会
（
花
ま
つ
り
）

春
彼
岸

三
巡
目
の
第
六
回

四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅

伽
藍
再
建
落
慶
法
要

彼
岸
会
法
要

涅
槃
会

花
園
会
新
年
会

新
年
修
正
会

10月 ８月 ７月

22
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
。

24
日

八
月
盆
の
お
宅
に
棚
経
に
お
伺
い
致
し
ま
す
。

９
日
～
16
日

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
。

20
日
～
21
日

七
月
盆
の
お
宅
に
棚
経
に
お
伺
い
致
し
ま
す
。

11
日
～
16
日

こ
の
日
は
、
初
盆
の
ほ
と
け
さ
ま
は
じ
め
檀
信
徒

各
家
の
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
。

７
日

第
四
十
七
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
大
施
餓
鬼
会

12月 11月 10月 

21
日

お
釈
迦
様
が
お
悟
り
を
開
か
れ
た
日
で
す
。

８
日

15
日
～
17
日

９
日

27
日

永
代
供
養
の
方
々
の
法
要
と
、
生
前
戒
名
の
お
授

戒
を
す
る
「
布
薩
会
」
を
併
修
。

27
日

歳
末
ボ
ラ
ン
テ
ラ

 
 

花
園
会
忘
年
会

成
道
会

三
巡
目
の
第
七
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

平

成

三

十

一

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
。

日
時

一
月
二
十
日
（
日
）

 
 
 

午
前
十
一
時

新
春
ご
祈
祷

 
 
 

正
午 

 
 
 

新
年
懇
親
会

場
所

新
書
院

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

高
橋
敏
勝

塚
本
勝
身

平 成 3 1 年

西暦2019年

仏暦2562年

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
。


