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第
八
回
四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅

（
記
録
写
真
集
の
抜
粋
で
す
。
）

 
ﾍ

こ
の
記
事
は
、
裏
表
紙
か
ら
お
読
み
い

た
だ
く
よ
う
に
編
集
し
て
あ
り
ま
す
。

四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅
を
終
え
て

葛
城

塚
本

勝
身
さ
ん

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄

穴
川
花
園
幼
稚
園

園
だ
よ
り
か
ら

「
ネ
ッ
ト
情
報
に
ご
用
心
」

令
和
一
年
度
花
園
会
会
計
報
告

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
か
か
る

今
後
の
行
事
に
つ
い
て

墓
地
の
空
き
が
あ
り
ま
す
。

別
世
帯
の
家
族
に
、

 
 
 

寺
報
を
送
り
ま
せ
ん
か
？

テ
レ
参
拝

「
お
施
餓
鬼
の
こ
こ
ろ
」

「
僧
堂
で
何
し
て
る
？
」
そ
の
八
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修
行
道
場
の
生
活

ほ
と
け
さ
ん
の
心
シ
リ
ー
ズ
（
そ
の
五
）
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「
今
日
無
事
」
京
都
圓
福
寺

龍
潜
窟
政
道
徳
門
老
師
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ﾈ

修
行
道
場
の
風
呂
事
情

臨
済
宗
の
修
行
道
場
で
は
、
一
般
的

に
四
と
九
の
付
く
日
は
、
お
風
呂
に
入

る
日
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
日

は
、
四

九

日
（
し

く

に

ち
）
と

い

っ

て
、
朝
に
は
剃
髪
と
い
っ
て
頭
を
剃

り
、
身
を
清
め
る
日
で
も
あ
り
ま
す
。

「
清
め
る
」
と
い
う
言
葉
通
り
で
、

入
浴
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
、
足
を
伸

ば
し
て
湯
船
に
ゆ
っ
た
り
と
つ
か
れ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
風
呂
上
り
に

ビ
ー
ル
・
・
・
な
ん
て
と
ん
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
お
風
呂
か
ら
上
が
っ
た
ら
、

夜
の
坐
禅
が
待
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
私
が
修
行
し
た
平
林
寺

は
、
作
務
が
厳
し
い
と
こ
ろ
で
、
毎
日

毎
日
汗
ま
み
れ
、
土
埃
ま
み
れ
に
な
っ

て
作
務
を
し
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
お

風
呂
は
毎
日
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
も
、
許
さ
れ
て
い
た
と
い

う
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、
そ
ん
な
に
汚
れ
て

い
な
い
日
は
入
ら
な
く
て
い
い
の
か
と
い

う
と
、
修
行
で
す
か
ら
必
ず
入
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
で
す
。

禅
堂
で
寝
起
き
を
す
る
「
堂
内
」
の
雲

水
は
、
入
浴
の
時
間
に
な
る
と
、
雲
水
衣

を
脱
ぎ
、
雑
衣
と
い
う
着
物
姿
で
腰
上
げ

を
と
り
、
着
替
え
と
タ
オ
ル
を
ふ
と
こ
ろ

に
入
れ
て
浴
室
に
向
か
い
ま
す
。
先
輩
か

ら
、
な
ぜ
か
白
い
も
の
を
見
せ
て
は
い
け

な
い
と
教
え
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
パ

ン
ツ
や
シ
ャ
ツ
、
タ
オ
ル
は
ふ
と
こ
ろ
に

忍
ば
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

す
。
タ
オ
ル
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し
な
が
ら
な
ん

て
あ
り
え
ま
せ
ん
。
風
呂
上
り
だ
っ
て
、

頭
に
タ
オ
ル
を
載
せ
て
禅
堂
に
戻
る
な
ん

て
ご
法
度
も
い
い
と
こ
ろ
で
し
た
。

「
浴
司
」
（
よ
く
ず
）
と
い
う
浴
室
に

着
い
た
ら
、
脱
衣
場
に
入
っ
て
、
そ

れ
ー
っ
と
ば
か
り
に
着
て
い
る
も
の
を
脱

い
で
入
浴
・
・
・
、
と
は
い
き
ま
せ
ん
。

脱
衣
場
の
床
の
上
に
、
半
畳
の
「
拝
敷
」

と
い
う
ご
ざ
が
敷
い
て
あ
り
、
そ
の
正

面
、
な
げ
し
の
上
の
棚
に
仏
さ
ん
が
祀
っ

て
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
そ
の
仏
さ
ん
に

向
か
っ
て
、
拝
敷
の
上
で
三
拝
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
仏
さ
ん
が
今
回

ご
紹
介
す
る
「
跋
陀
婆
羅
菩
薩
」
（
ば
っ

だ
ば
ら
ぼ
さ
つ
）
で
、
言
う
ま
で
も
な
く

浴
室
に
祀
ら
れ
る
仏
様
で
す
。

「
跋
陀
婆
羅
菩
薩
」
の
お
話
は
後
述
す

る
と
し
て
、
入
浴
シ
ー
ン
の
続
き
を
い
た

し
ま
し
ょ
う
。

三
拝
が
済
ん
だ
ら
脱
衣
と
な
り
ま
す

が
、
脱
い
だ
衣
類
も
ま
た
、
白
い
も
の
を

見

せ

て

は

い

け

な

い

の

で

下

着

類

は

脱

い

だ

衣

類

の

下

に

置

き

ま

す
。
そ

の

上

に
、

袖

畳

み

し

た

着

物

を

重

ね

て
、

ほ
と
け
さ
ん
の
心
シ
リ
ー
ズ
（
そ
の
五
）

ほ
と
け
さ
ん
の
心
シ
リ
ー
ズ
（
そ
の
五
）

ほ
と
け
さ
ん
の
心
シ
リ
ー
ズ
（
そ
の
五
）

ば

っ

だ

ば

ら

ぼ

さ

つ
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い
よ
い
よ
浴
室
に
入
り
ま
す
。

平
林
僧
堂
の
湯
船
は
現
代
的
で
、
Ｆ
Ｒ

Ｐ
で
で
き
た
大
人
が
三
～
四
人
は
入
れ
る

よ
う
な
湯
船
で
し
た
。
薪
の
ボ
イ
ラ
ー
で

お
湯
を
沸
か
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、

蛇
口
を
ひ
ね
っ
て
お
湯
を
張
り
ま
す
。
と

き
ど
き
、
湯
船
の
お
湯
が
茶
色
が
か
っ
て

い
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
日

の
風
呂
当
番
「
浴
頭
」
（
よ
く
じ
ゅ
う
）

が
薪
を
入
れ
す
ぎ
て
ボ
イ
ラ
ー
の
中
の
お

湯
が
沸
騰
す
る
ほ
ど
熱
く
な
っ
て
し
ま

い
、
ボ
イ
ラ
ー
内
の
錆
と
か
が
お
湯
に
混

じ
っ
て
し
ま
っ
た
証
拠
で
す
。
さ
ら
に
沸

騰
し
て
し
ま
う
と
、
お
湯
を
張
る
た
め
に

蛇
口
を
ひ
ね
っ
て
も
蒸
気
し
か
出
な
い
な

ん
て
言
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で

に
な
る
と
、
ボ
イ
ラ
ー
を
痛
め
て
し
ま
う

と
い
う
の
で
、
先
輩
の
雲
水
に
こ
っ
ぴ
ど

く
怒
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
し
た
。

大
き
な
湯
船
に
た
っ
ぷ
り
の
お
湯
、
掛

け
湯
を
し
て
ど
ほ
ー
ん
と
入
り
た
い
と
こ

ろ
で
す
が
、
道
場
で
は
体
を
し
っ
か
り

洗
っ
て
か
ら
入
り

ま
す
。
し
か
も
、

先
輩
よ
り
先
に
湯

船
に
入
っ
て
は
い

け
ま
せ
ん
し
、
洗

い
場
も
年
功
序
列

で
決
ま
っ
て
い
て
、
新
入
り
は
排
水
溝
の

そ
ば
と
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
浴

室
の
壁
に
は
「
禁
高
談
戯
笑
」
と
墨
書
さ

れ
た
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
て
、
入
浴
中
の

私
語
は
一
切
禁
物
で
、
入
浴
も
ま
た
修
行

生
活
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て

い
ま
す
。

 
ﾈ

道
場
で
の
風
呂
の
思
い
出

そ
ん
な
中
、
自
由
に
入
浴
で
き
る
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。

以
前
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、
入
門
し
て

か
ら
三
か
月
は
、
一
切
外
出
は
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
先
輩
た
ち
が
半
月
に
一
回
の
外
出

を
す
る
日
だ
け
は
、
外
出
で
き
な
い
新
入

り
た
ち
へ
の
お
慈
悲
な
の
か
、
夕
方
早
目

に
お
風
呂
を
沸
か
し
て
新
入
り
た
ち
で
入

浴
を
し
て
も
よ
い
と
許
さ
れ
る
の
で
す
。

た
だ
し
、
一
番
風
呂
は
老
師
に
入
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
と
厳
命
さ
れ
ま
し
た
。

夕
方
、
そ
の
日
の
風
呂
当
番
が
風
呂
が

沸
い
た
と
い
う
の
で
新
入
り
の
同
期
だ
け

で
気
楽
に
風
呂
に
入
ろ
う
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
当
然
、
老
師
は
も
う
入
浴

を
済
ま
せ
て
い
る
も
の
だ
と
疑
い
も
持
ち

ま
せ
ん
で
し
た
。
入
浴
に
あ
た
っ
て
、
役

付
き
の
先
輩
の
部
屋
に
行
っ
て
、
こ
れ
か

ら
入
浴
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
と
報

告
に
行
く

と
、
ま

だ
老
師
は
入
浴
さ

れ
て
い
な
い
と
い

う
の
で
す
。
あ
わ

て
て
浴
室
に
行
っ

て
、
ま
だ
老
師
が
入
浴
さ
れ
て
い
な
い
と

知
ら
せ
よ
う
と
焚
口
側
の
戸
を
あ
け
る

と
、
な
ん
と
老
師
と
目
が
合
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
湯
船
を
見
る
と
、
同
期
の
連
中

が
神
妙
な
顔
を
し
て
入
っ
て
い
る
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
す
る
と
、
老
師
が
「
ま
あ

い
い
か
ら
、
あ
ん
た
も
一
緒
に
入
っ
た
ら

い
い
。
」
と
い
う
の
で
、
な
ん
と
新
入
り

に
と
っ
て
は
雲
の
上
の
存
在
の
老
師
と
一

緒
に
入
浴
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
あ
れ
ほ
ど
緊
張
し
て
風
呂
に
入
っ

た
記
憶
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
見
る
と

も
な
く
目
に
入
っ
て
き
た
、
老
師
の
背
中

や
ふ
く
ら
は
ぎ
の
筋
肉
の
た
く
ま
し
さ

に
、
永
年
の
修
行
の
凄
み
を
感
じ
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

修
行
時
代
の
数
あ
る
失
敗
の
中
で
も
、

今
で
も
汗
顔
の
出
来
事
で
し
た
。
お
風
呂

で
の
汗
は
、
ゆ
っ
た
り
湯
船
に
つ
か
っ
て

出
て
く
る
汗
が
気
持
ち
い
い
に
決
ま
っ
て

い
ま
す
。
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ﾈ

仏
像
の
特
徴

少
し
余
談
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し

た
。前

述
の
通
り
、
入
浴
の
際
に
三
拝
を

す
る
仏
さ
ん
が
「
跋
陀
婆
羅
菩
薩
」

（
ば
っ
だ
ば
ら
ぼ
さ
つ
）
で
す
。
そ
の

お
姿
の
特
徴
は
、
手
に
お
湯
を
か
き
混

ぜ
る
「
櫂
」
（
か
い
）
を
お
持
ち
の
こ

と
で
す
。
草
津
温
泉
の
熱
い
お
湯
を
か

き
混
ぜ
る
「
湯
も
み
」
の
時
に
使
わ
れ

る
の
は
六
尺
の
板
で
す
が
、
跋
陀
婆
羅

菩
薩
が
持
っ
て
い
る
の
は
佐
渡
の
た
ら

い
舟
を
漕
ぐ
櫂
の
よ
う
な
形
を
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
素
肌
に
袈
裟
を
か
け
た

よ
う
な
い
で
た
ち
で
、
い
か
に
も
風
呂

当
番
の
ボ
ス
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で

す
。

こ
の
仏
さ
ん
が
禅
寺
の
浴
室
に
安
置
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
入
浴
の
時
に

お
悟
り
を
開
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

修
行
時
代
、
参
禅
で
い
た
だ
く
公
案
と

い
う
課
題
は
、
坐
禅
中
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
作
務
の
間
や
食
事
中
な
ど
、
四
六
時

中
手
放
し
て
は
い
け
な
い
と
よ
く
言
わ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
入
浴
に
あ
た
っ
て
も
言

え
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
実
践
し
て
お
悟
り

を
開
か
れ
た
跋
陀
婆
羅
菩
薩
を
安
置
す
る

こ
と
で
、
「
浴
司
」
も
ま
た
大
切
な
修
行

の
場
で
あ
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

 
ﾈ

Ｈ
２

Ｏ
は
Ｈ
２

Ｏ

で
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
づ
か
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

跋
陀
婆
羅
菩
薩
の
お
姿
か
ら
想
像
す
る

に
、
足
袋
な
ど
は
履
い
て
お
ら

ず
、
履
物
は
草
履
の
よ
う
な
も

の
か
、
も
し
か
し
た
ら
裸
足

だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
昔

で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
石
鹸
な

ん
て
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
、
入

浴
に
あ
た
っ
て
泥
や
土
ぼ
こ
り

で
汚
れ
た
足
を
洗
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
お
湯
を
か
け
て
足
を

洗
う
と
、
き
れ
い
だ
っ
た
お
湯
が
汚
れ

を
落
と
し
て
茶
色
に
な
っ
て
流
れ
て
い

き
ま
す
。
そ
れ
を
私
た
ち
は
汚
い
お
湯

と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
水
が
お
湯
に

な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
Ｈ
２

Ｏ
は
Ｈ
２

Ｏ
の
ま
ま
で
す
。
汚
れ
た
お
湯
も
別
な

も
の
に
変
わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
泥
水
だ
っ
て
、
泥
を
沈
殿
さ
せ
れ

ば
き
れ
い
な
水
に
な
る
し
、
濾
過
す
れ

ば
き
れ
い
な
水
と
し
て
飲
む
こ
と
も
で

き
る
で
し
ょ
う
。

最
近
の
出
来
事
で
考
え
て
み
る
と
、

熊
本
や
鹿
児
島
、
宮
崎
な
ど
で
豪
雨
に

よ
る
災
害
が
起
き
、
洪
水
浸
水
な
ど
の

被
害
が
テ
レ
ビ
に
映
し
出
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
川
の
氾
濫
や
堤
防
の
決
壊
な

ど
、
水
の
怖
さ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
感

じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
が
、
水
が
引
い
た
あ

と
、
流
れ
込
ん
だ
泥
水
を
き
れ
い
の
す

る
の
も
水
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

汚
れ
た
足
を
き
れ
い
に
し
た
お
湯
が
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湯
船
に
水
を
張
れ
ば
四
角
い
形
に
収
ま

り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
私
た
ち
は
、
自
分

の
考
え
が
一
番
正
し
い
と
か
、
自
分
は

経
験
が
豊
か
だ
か
ら
と
、
そ
れ
に
こ
だ

わ
っ
て
人
の
意
見
を
素
直
に
聞
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
で
相

手
と
の
関
係
が
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
り
し

て
不
愉
快
に
思
い
を
抱
え
る
こ
と
に

な
っ
た
り
す
る
。
水
や
お
湯
が
、
ど
ん

な
形
の
入
れ
物
に
も
、
そ
の
形
に
従
っ

て
柔
軟
に
収
ま
る
よ
う
に
、
人
は
こ
だ

わ
ら
な
い
、
と
ら
わ
れ
な
い
心
も
大
切

だ
と
も
気
づ
か
れ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

 
ﾈ

浴
室
余
談

跋
陀
婆
羅
菩
薩
に
三
拝
し
て
入
浴
す

る
作
法
は
、
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
妙
心
寺
に
あ
る
浴
室
「
明
智
風

呂
」
の
記
録
を
見
て
み
る
と
い
さ
さ
か

入
浴
の
意
味
合
い
が
異
な
っ
て
い
ま

す
。妙

心
寺
の
南
大
門
を
入
り
、
山
門
、

仏
殿
、
法
堂
と
一
直
線
に
並
ぶ
伽
藍
の

右
手
に
あ
る
「
明
智
風
呂
」
は
、
天
正

十
五
年
に
建
立
さ
れ
、
国
の
重
要
文
化

財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
伽
藍
の
一
つ

で
す
。
妙
心
寺
だ
け
で
な
く
、
禅
寺
の

七
堂
伽
藍
の
一
つ
に
あ
た
る
浴
室
は
、

東
福
寺
、
大
徳
寺
、
相
国
寺
、
建
仁
寺

に
も
現
存
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、

現
代
の
よ
う
に
湯
船
に
つ
か
る
形
式
で

は
な
く
、
ス
チ
ー
ム
サ
ウ
ナ
の
よ
う
な

蒸
し
風
呂
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

妙
心
寺
の
浴
室
「
明
智
風
呂
」
は
、

明
智
光
秀
の
叔
父
が
妙
心
寺
塔
頭
に
住

し
て
い
た
縁
で
、
光
秀
の
菩
提
を
弔
う

た
め
に
建
立
さ
れ
た
お
風
呂
な
の
で
そ

の
名
前
が
付
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
光

秀
の
供
養
を
す
る
日
に
は
お
風
呂
が
沸

か
さ
れ
、
「
施
浴
」
と
し
て
供
養
す
る

僧
侶
が
入
浴
を
し
て
、
読
経
、
供
養
を

し
て
い
た
そ
う
で
す
。
江
戸
時
代
以
降

の
施
浴
は
、
大
名
、
旗
本
、
武
士
な
ど

が
供
養
を
依
頼
し
て
、
読
経
し
て
く
れ

流
れ
て
い
く
の
を
見
て
、
跋
陀
婆
羅
菩

薩
は
、
私
た
ち
人
間
も
、
顔
が
き
れ
い

だ
と
か
醜
い
と
か
、
ス
タ
イ
ル
が
い
い

悪
い
、
背
が
高
い
低
い
、
頭
が
い
い
悪

い
と
か
で
は
な
く
、
本
質
的
に
は
何
も

変
わ
ら
ず
に
平
等
で
は
な
い
か
と
気
づ

い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

 
ﾈ

方
円
の
器
に
随
う

こ
の
水
に
関
し
て
、
「
水
は
方
円
の

器
に
随
う
。
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
一
般
的
に
は
、
人
は
環
境
や
交
友

関
係
に
よ
っ
て
善
く
も
悪
く
も
変
わ
る

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
つ
か
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
禅
語
と
し
て
は
水
が
融
通
無

礙
に
形
を
変
え
る
こ
と
か
ら
、
人
の
心

の
柔
軟
性
で
あ
っ
た
り
、
移
り
変
わ
る

こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

お

風

呂

に

入
っ
て
、
顔
を

洗
お
う
と
お
湯

を
手
で
す
く
え

ば
手
の
中
に
収

ま
り
、
丸
い
桶

で
す
く
え
ば
桶

の
形
に
収
ま
り

ま
す
。
四
角
い
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る
僧
侶
に
明
智
風

呂
に
入
浴
し
て
も

ら
っ
て
い
た
と
言

い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
最
近

で
は
、
明
智
風
呂
は
重
要
文
化
財
に
も

な
っ
て
い
る
の
で
、
明
智
風
呂
の
施
浴

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
阪
神
淡
路
大
震
災

の
折
、
神
戸
の
祥
福
寺
さ
ん
は
被
災
者

の
た
め
に
、
修
行
道
場
の
お
風
呂
を
開

放
し
て
、
「
施
浴
」
を
さ
れ
て
い
た
の

が
印
象
深
か
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

最
近
で
は
、
各
地
に
日
帰
り
入
浴
の

温
泉
施
設
が
た
く
さ
ん
建
て
ら
れ
、
大

人
気
の
よ
う
で
す
。
日
頃
の
疲
れ
を
癒

す
こ
と
も
精
神
衛
生
上
大
切
な
こ
と
で

す
が
、
跋
陀
婆
羅
菩
薩
の
よ
う
に
入
浴

し
た
際
に
お
悟
り
を
開
か
れ
た
仏
さ
ん

も
い
た
こ
と
も
思
い
出
し
な
が
ら
お
風

呂
に
入
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
、
日
頃

の
心
の
疲
弊
を
払
っ
て
く
れ
る
一
助
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

全
国
各
地
の
災
害
の
被
災
者
の
み
な

さ
ん
が
、
ゆ
っ
く
り
と
お
風
呂
に
入
れ

る
こ
と
を
心
よ
り
願
っ
て
、
お
話
を
終

わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

僧
堂
で
何
し
て
る
？

 
"
 
"
 
"

修
行
道
場
の
生
活

そ
の
八
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僧
堂
の
鳴
ら
し
物

修
行
道
場
の
日
常
は
、
鳴
ら
し
物
と
総
称

さ
れ
る
も
の
の
「
音
」
で
進
め
ら
れ
て
い
き

ま
す
。

起
床
は
「
振
鈴
」
の
闇
を
割
く
音
で
叩
き

起
こ
さ
れ
、
「
半
鐘
」
の
音
を
合
図
に
、

「
引
金
」
に
先
導
さ
れ
て
朝
の
勤
行
に
行

き
、
読
経
は
「
大
馨
」
「
小
馨
」
「
木
魚
」

に
合
わ
せ
ま
す
。
食
事
の
合
図
も
、
柝
と
言

わ
れ
る
「
拍
子
木
」
の
音
で
支
度
が
出
来
た

こ
と
を
知
り
、
「
雲
板
」
が
鳴
り
は
じ
め
た

ら
食
堂
（
じ
き
ど
う
）
に
向
か
い
ま
す
。

坐
禅
の
時
間
に
な
れ
ば
、
静
寂
の
中

「
柝
」
「
引
金
」
の
音
が
始
ま
り
と
終
わ
り

を
告
げ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
鳴
ら
し
物
に
よ
っ
て
、
日
常

が
粛
々
と
進
め
ら
れ
る
の
で
す
が
、
特
別
な

行
事
の
時
に
は
、
本
堂
の
大
太
鼓
「
法
鼓
」

（
ほ
っ
く
）
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
ま
す
。

地
を
這
い
、
腹
の
底
に
響
い
て
く
る
そ
の

音
に
よ
っ
て
、
法
要
に
臨
む
気
持
ち
が
さ
ら

に
厳
粛
さ
を
増
幅
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
法
鼓

を
打
つ
雲
水
は
、
法
要
の
花
形
の
一
人
と
し

て
あ
こ
が
れ
で
し
た
。
早
く
法
鼓
を
打
て
る

よ
う
に
と
、
典
座
の
薪
を
バ
チ
に
見
立
て
て

練
習
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

「
法
鼓
」
以
外
の
太
鼓
と
し
て
は
、
葬
儀

や
お
施
餓
鬼
で
使
用
す
る
「
懺
法
太
鼓
」

（
せ
ん
ぼ
う
だ
い
こ
）
や
少
し
小
ぶ
り
な

「
祈
祷
太
鼓
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

接心ともなれば2～3時間とい

う睡眠時間、夜座に出たもの

の、睡眠不足と疲れとでいつの

間にか寝てしまい、本堂の縁側

から転げ落ちたこともありまし

た。また、真冬の夜座は、その

寒さが骨身に沁みますが、坐禅

をしていると足は温かくなりま

す。ところが、夜座を終えて禅

堂に戻るまでの間に、足は氷の

ように冷たくなり、布団にもぐ

りこんでも温かくはなりませ

ん。それでもいつのまにか眠っ

てしまうのですが、朝起こされ

てもまだ足が冷たいままだった

こともあります。

老
師
の
お
供
で
、
岐
阜
正
眼
寺
に
行
っ
た

と
き
、
老
師
自
ら
が
開
山
様
が
夜
座
を
さ
れ

て
い
た
関
山
嶺
の
坐
禅
石
ま
で
連
れ
て
行
っ

て
く
れ
ま
し
た
。
「
こ
こ
で
、
開
山
様
が
夜

座
を
さ
れ
て
い
た
ん
だ
ぞ
。
」
と
教
え
て
い

た
だ
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
で
、
今
年
の

お
施
餓
鬼
は
初
盆
の
方

の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

毎
年
恒
例
の
お
施
餓

鬼
に
お
参
り
い
た
だ
け

な
か
っ
た
の
で
、
「
お

施
餓
鬼
の
こ
こ
ろ
」
と

題
し
て
、
お
施
餓
鬼
の

意
味
な
ど
を
改
め
て
ご

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

世
の
中
、
テ
レ
ワ
ー

ク
な
ん
て
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
て
っ
き
り
電

話
回
線
を
使
っ
て
仕
事

を
す
る
も
の
だ
と
思
っ

て
い
た
ら
、
「
テ
レ
」

は
離
れ
た
場
所
と
い
う

意
味
だ
そ
う
で
す
。
こ

の
文
章
を
お
読
み
い
た

だ
い
て
、
お
参
り
し
た

気
持
ち
に
な
れ
る
、
て

ら
参
拝
な
ら
ぬ
、
お
施

餓
鬼
の
テ
レ
参
拝
に
な

れ
ば
幸
い
で
す
。

夏
の
来
客

私
が
生
ま
れ
育
っ
た
町
は
、
岩
手

県
南
部
、
国
道
四
号
線
沿
い
の
小
さ

な
町
で
す
。
今
で
は
、
前
沢
牛
で
そ

の
名
が
知
ら
れ
る
田
舎
町
で
す
。
お

寺
の
参
道
の
石
段
を
下
り
て
突
き
当

た
っ
た
と
こ
ろ
が
、
国
道
四
号
線
で

す
。
今
で
は
、
バ
イ
パ
ス
が
整
備
さ

れ
、
か
つ
て
町
中
を
南
北
に
貫
い
て

い
た
国
道
も
閑
散
と
し
た
も
の
で

す
。
そ
の
閑
散
に
拍
車
を
か
け
た
の

は
東
日
本
大
震
災
で
、
被
災
し
た
家

屋
が
取
り
壊
さ
れ
、
町
は
歯
抜
け
状

態
、
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
か
つ
て

の
店
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
下
ろ
し
た
ま

ま
な
ん
て
い
う
状
態
で
す
。

そ
ん
な
国
道
沿
い
に
あ
る
お
寺
で

し
た
か
ら
、
私
が
子
ど
も
の
頃
は
、

毎
年
夏
に
な
る
と
、
夏
休
み
に
な
っ

た
大
学
生
な
ど
が
自
転
車
で
旅
行
し

て
い
る
途
中
に
、
泊
ま
ら
せ
て
く
れ

と
言
っ
て
お
寺

に
来
る
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。

今
で
は
、
バ
イ

パ

ス

が

あ

る

の

で
、
自
転
車
旅
行

の
人
は
そ
ち
ら
を

通

る

で

し

ょ

う

し
、
ま

た
、
ス

マ

ホ
で
安
宿
を
探
す

の
も
簡
単
で
す
か

ら
、
お
寺
な
ん
か
に
泊
ま
り
に
来
る

人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
り
ま
し

た
。飛

び
込
み
で
お
寺
に
泊
ま
ら
せ
て

く
れ
な
ん
て
い
う
人
が
結
構
い
た
も

の
で
す
か
ら
、
私
も
大
学
の
夏
休
み

に
帰
省
し
た
時
に
駅
前
と
か
で
サ
イ

ク
リ
ン
グ
し
て
い
る
人
な
ん
か
が
い

る
と
、
今
日
泊
ま
る
と
こ
ろ
は
あ
る

の
か
な
ん
て
聞
い
て
、
お
寺
に
連
れ

て
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

不
意
の
来
客
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

母
が
ご
飯
や
布
団
を
用
意
し
て
く
れ

た
り
し
て
、
も
て
な
し
て
く
れ
ま
し

た
。
本
当
は
、
久
々
に
帰
っ
て
き
た

息
子
に
話
も
聞
き
た
い
だ
ろ
う
し
、

好
き
な
も
の
を
た
べ
さ
せ
て
や
り
た

い
だ
ろ
う
に
、
突
然
の
お
客
さ
ん
を

も
て
な
し
て
く
れ
ま
し
た
。



圓福寺報                                第7７号

9

水
施
餓
鬼

さ
て
、
毎
年
の
お
施
餓
鬼
を
迎
え

る
に
あ
た
っ
て
、
お
寺
で
は
七
月
の

一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
毎
日
夕
方
に

「
水
施
餓
鬼

み

ず

せ

が

き

」
と
い
う
お
参
り
を
い

た
し
ま
す
。
初
盆
を
迎
え
る
仏
様
を

お
施
餓
鬼
ま
で
に
お
寺
に
お
呼
び
す

る
お
参
り
で
す
。
お
盆
を
迎
え
る
仏

さ
ん
た
ち
が
帰
っ
て
き
や
す
い
よ
う

に
と
、
施
餓
鬼
棚
は
本
堂
正
面
の
外

に
面
し
た
と
こ
ろ
に
用
意
し
ま
す
。

目
印
に
な
る
よ
う
に
と
、
七
如
来
の

幡は
た

と
両
側
に
は
「
寶
楼
閣
真
言

ほ
う
ろ
う
か
く
し
ん
ご
ん

」
が

書
か
れ
た
招
き

幡
を
飾
り
付
け

ま

す
。
真

ん

中

に

は
、
三

界

萬

霊
と
檀
信
徒
各

家
の
お
位
牌
、

そ
し
て
今
年
初

盆
を
迎
え
る
仏

様
の
お
位
牌
を

安
置
し
ま
す
。

お
経
を
お
読

み
し
て
、
ご
回
向

の
中
で
、
初
盆
を

迎
え
る
仏
様
の
戒

名
と
、
檀
信
徒
各

家
の
ご
先
祖
様
を

読
み
上
げ
、
施
餓

鬼
ま
で
に
本
堂
に

お
集
ま
り
い
た
だ

く
よ
う
に
す
る
の

で
す
。

初
盆
を
迎
え
た
仏
様
は
じ
め
本
堂

に
集
ま
っ
て
く
る
た
く
さ
ん
の
仏
様

た
ち
は
、
お
葬
式
の
中
で
戒
名
を
い

た
だ
い
て
お
釈
迦
様
の
お
弟
子
様
に

な
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
慈
悲
深
く

な
ら
れ
て
い
る
の
で
、
お
寺
に
向
か

う
時
に
、
ど
こ
に
も
帰
る
あ
て
の
な

い
人
が
い
た
ら
一
緒
に
行
こ
う
と
声

を
か
け
て
、
圓
福
寺
ま
で
一
緒
に
来

ま
す
。
こ
の
帰
る
場
所
が
な
い
仏
さ

ん
、
だ
れ
に
も
お
参
り
し
て
も
ら
え

な
い
仏
さ
ん
の
こ
と
を
「
餓
鬼
」
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
「
三
界
萬
霊
」
の

お
位
牌
に
は
、
こ
の
餓
鬼
た
ち
も
含

ん
だ
あ
ら
ゆ
る
精
霊
と
い
う
意
味
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
と
に
か
く
た
く
さ

ん
の
仏
様
が
集
ま
っ
て
く
る

よ
う
に
願
う
の
で
す
。
な
に

し
ろ
、
仏
さ
ん
た
ち
は
普
段

は
外
出
自
粛
で
、
唯
一
こ
の

お
盆
の
時
期
だ
け
外
出
が
許

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
喜
ん
で
お
迎
え
い
た
し

ま
し
ょ
う
。

こ
の
時
に
、
見
ず
知
ら
ず

の
人
を
連
れ
て
来
る
ん
じ
ゃ
な
い

の
、
と
か
言
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

慈
悲
の
こ
こ
ろ
を
身
に
つ
け
て
い
る

仏
さ
ん
た
ち
の
善
行
な
の
で
す
か

ら
・
・
・
。

施
餓
鬼
の
お
参
り

水
施
餓
鬼
で
た
く
さ
ん
の
仏
さ
ん

に
お
集
ま
り
い
た
だ
い
て
、
い
よ
い

よ
施
餓
鬼
当
日
と
な
り
ま
す
。

施
餓
鬼
と
い
う
の
は
、
こ
の
餓
鬼

に
食
べ
物
を
施
し
て
あ
げ
る
、
集

ま
っ
て
き
た
た
く
さ
ん
の
精
霊
に
食

べ
物
を
も
て
な
す
と
い
う
行
事
で

す
。
施
餓
鬼
棚
の
ど
真
ん
中
に
山
盛

り
に
盛
ら
れ
た
ご
飯
を
「
餓
鬼
飯

が

き

め

し

」
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と
い
っ
て
、
施
し
の
象
徴
と
し
て
お

供
え
し
、
お
参
り
の
時
に
は
、
洗
っ

た
お
米
と
お
水
を
お
焼
香
の
代
わ
り

に
お
供
え
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
、

お
経
の
中
で
、
こ
の
お
供
え
し
た
お

米
や
お
水
が
数
多
く
の
餓
鬼
に
行
き

わ
た
り
ま
す
よ
う
に
と
念
じ
ま
す
。

そ
れ
は
ま
る
で
、
行
き
ず
り
の
旅

行
者
に
布
団
を
貸
し
て
あ
げ
、
食
事

を
も
て
な
し
て
あ
げ
る
よ
う
な
も
の

で
す
。

お
接
待
の
こ
こ
ろ

こ
の
精
神
が
、
か
つ
て
は
四
国
遍

路
の
巡
礼
者
に
対
し
て
も
あ
り
ま
し

た
。
お
遍
路
さ
ん
が
予
約
も
な
し
に

飛
び
込
み
で
や
っ
て
き
て
も
、
宿
坊

や
遍
路
宿
は
泊
ま
ら
せ
て
い
ま
し

た
。
お
遍
路
さ

ん
は
、
一
日
三

軒
以
上
の
お
宅

を
托
鉢
を
す
る

と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し

た
。
つ

ま
り
、

三
軒
以
上
の
お
宅
の
ご
先
祖
の
供
養

と
そ
の
家
の
安
泰
を
願
う
祈
願
者
で

も
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
飛
び

込
み
で
も
寝
床
や
ご
飯
を
用
意
し
て

受
け
入
れ
る
の
に
は
、
そ
の
祈
願
者

を
も
て
な
す
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
最
近

は
事
情
が
異
な
っ
て
き
ま
し
た
。

四
国
あ
る
き
遍
路
の
宿
を
予
約
し

た
際
に
、
と
こ
ろ
で
何
の
団
体
で
す

か
と
聞
か
れ
た
の
で
、
お
寺
の
歩
き

遍
路
の
団
体
で
す
と
い
う
と
、
う
ち

の
旅
館
は
お
遍
路
さ
ん
は
お
断
り
し

て
い
ま
す
、
と
冷
た
く
断
ら
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
よ
く
よ
く
聞
い

て
み
る
と
、
最
近
の
お
遍
路
さ
ん

は
、
遍
路
だ
と
い
え
ば
何
で
も
許
さ

れ
る
よ
う
な
気
に
な
っ
て
、
あ
ま
り

に
も
傍
若
無
人
（
ぼ
う
じ
ゃ
く
ぶ
じ

ん
）
の
態
度
の
人
が
多
い
と
い
う
の

で
す
。
そ
の
お
か
み
さ
ん
は
お
大
師

さ
ん
を
信
奉
し
て
い
る
方
で
、
お
大

師
さ
ん
の
名
を
か
た
り
、
お
大
師
さ

ん
の
上
に
胡
坐
を
か
い
て
い
る
よ
う

な
お
遍
路
さ
ん
を
許
せ
な
い
の
だ
そ

う
で
す
。
団
体
さ
ん
で
泊
ま
っ
て
い

た
だ
く
の
は
あ
り
が
た
い
の
で
す

が
、
お
遍
路
さ
ん
だ
け
は
お
断
り
で

す
と
、
よ
ほ
ど
嫌
な
思
い
を
さ
れ
た

こ
と
が
お
あ
り
の
よ
う
で
し
た
。
私

た
ち
も
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
と
、
気

を
引
き
締
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。そ

ん
な
傍

若
無
人
の
遍

路
た
ち
に
比

べ

て
、
餓

鬼

た
ち
は
不
平

を
言
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ

ん
。
ど

こ

の

お
寺
に
行
っ
て
い
い
の
か
あ
て
も
あ

り
ま
せ
ん
し
、
だ
れ
も
お
参
り
し
て

く
れ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
供
養
や
お
供
え
物
に
飢
え
て
い

ま
す
。
わ
ず
か
な
食
べ
も
の
で
さ

え
、
あ
り
が
た
く
食
べ
て
く
れ
て
い

る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
な
に
し

ろ
、
毎
年
毎
年
お
供
え
さ
れ
る
の

は
、
洗
っ
た
お
米
と
浄
水
だ
け
な
の

で
す
か
ら
・
・
・
。
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お
施
餓
鬼
の
作
法

さ
て
、
お
施
餓
鬼
当
日
に
は
、
本

堂
の
飾
り
つ
け
が
変
わ
っ
て
い
ま

す
。
外
に
面
し
た
施
餓
鬼
棚
だ
け
で

な
く
、
本
堂
中
央
に
台
が
設
け
ら
れ

て
、
初
盆
を
迎
え
る
仏
様
の
お
位
牌

や
、
檀
信
徒
の
ご
先
祖
様
の
お
位
牌

は
、
こ
の
中
央
の
台
に
移
さ
れ
ま

す
。
そ
の
前
に
は
、
普
段
の
お
参
り

同
様
に
香
華
燈
火
、
お
菓
子
や
果

物
、
お
膳
な
ど
が
備
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
中
央
の
台
に
お
供
え
す
る
の

に
欠
か
せ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

施
餓
鬼
の
お
参
り
の
作
法
に
、
そ
の

答
え
が
あ
り
ま
す
。

中
央
の
台
に
各
家
の
お
位
牌
や
、

初
盆
を
迎
え
た
仏
さ
ん
の
お
位
牌
を

安
置
す
る
の
で
す
か
ら
、
普
通
に
考

え
れ
ば
そ
こ

に
お
参
り
す

る
の
が
自
然

で

す

が
、
お

施
餓
鬼
で
は

「
水

向

け
」

と
い
っ
て
、

お
参
り
の
方
々
は
施
餓
鬼
棚
に
進
ん

で
、
洗
っ
た
お
米
と
浄
水
を
お
供
え

し
て
お
参
り
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
た
ち
に
ご
縁
の
あ
る
仏
さ
ん
た

ち
が
連
れ
て
き
た
餓
鬼
た
ち
に
、
私

た
ち
が
お
も
て
な
し
を
さ
せ
て
い
た

だ
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
わ
ず
か
な

お
供
え
が
、
和
尚
さ
ん
た
ち
が
詠
む

お
経
に
よ
っ
て
何
倍
も
の
量
と
な

り
、
飢
え
た
餓
鬼
た
ち
を
満
足
さ
せ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
年
に
一
度
の
お

も
て
な
し
に
、
餓
鬼
た
ち
は
あ
り
が

と
う
と
私
た
ち
に
感
謝
を
返
し
て
く

れ
る
は
ず
で
す
。

帰
省
し
た
子
に

毎
年
、
母
の
墓
参
り
に
命
日
近
く

の
五
月
中
に
帰
省
す
る
の
で
す
が
、

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、
お

墓
参
り
に
も
行
け
ず
に
お
り
ま
す
。

ま
し
て
、
岩
手
は
い
ま
だ
に
感
染
者

ゼ
ロ
で
す
。
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
で

読
ん
だ
の
で
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の

影
響
で
お
じ
い
さ
ん
の
お
葬
式
に
参

列
で
き
な
か
っ
た
青
年
が
、
緊
急
事

態
宣
言
も
解
除
に
な
っ
た
か
ら
そ
ろ

そ
ろ
岩
手
に
帰
省
し
た
い
と
父
親
に

メ
ー
ル
を
し
た
そ
う
で
す
。
す
る

と
、
メ
ー
ル
の
返
信
に
、
絶
対
帰
っ

て
来
る
な
、
岩
手
の
感
染
第
一
号
に

な
っ
た
ら
町
の
人
に
な
ん
と
言
わ
れ

る
か
、
仕
事
だ
っ
て
な
く
な
る
か
も

し
れ
な
い
、
頼
む
か
ら
帰
っ
て
来
る

な
と
言
わ
れ
た
と
、
話
題
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。

普
段
な
ら
東
京
で
仕
事
を
し
て
い

る
息
子
が
帰
っ
て
く
る
、
大
学
に

行
っ
て
い
る
娘
が
帰
っ
て
く
る
と

い
っ
た
ら
指
折
り
数
え
て
待
っ
て
い

て
く
れ
る
。
帰
っ
て
き
た
ら
、
仕
事

は
ど
う
だ
、
学
校
は
ど
う
だ
、
こ
ず

か
い
は
あ
る
か
、
食
事
は
ち
ゃ
ん
し

て
い
る
か
、
野
菜
は
食
べ
て
い
る

か
、
友
だ
ち
は
で
き
た
か 

"
 
"
 
"

な

ん
か
さ
だ
ま
さ
し
の
歌
み
た
い
に

な
っ
て
き
ま
し
た 

"

 
"
 
"

と
心
配
し
て
く

れ
る
。
ま
た
、
嫁
に

行
っ
た
娘
が
始
め
て

里
帰
り
す
る
と
な
る

と
、
こ
れ
ま
た
い
ろ
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い
ろ
と
心
配
し
て
く
れ
る
。
ど
ち
ら

も
、
帰
る
と
き
に
は
お
米
は
あ
る

か
、
野
菜
は
あ
る
か
、
好
き
だ
っ
た

食
べ
物
を
作
っ
て
持
た
せ
て
や
っ
た

り
と
い
う
の
が
親
心
だ
と
思
い
ま

す
。嫁

に
行
っ
た
娘
も
、
最
初
は
し
お

ら
し
く
遠
慮
を
し
た
り
し
ま
す
が
、

だ
ん
だ
ん
慣
れ
て
く
る
と
、
帰
る
と

き
に
お
米
と
ど
こ
そ
こ
の
お
菓
子

と
、
あ
れ
と
こ
れ
を
用
意
し
て
お
い

て
と
か
ず
う
ず
う
し
く
な
っ
た
り
、

娘
が
帰
っ
た
ら
冷
蔵
庫
の
中
が
空
に

な
っ
た
な
ん
て
言
う
笑
い
話
も
耳
に

し
ま
す
。

そ
れ
と
同
じ
で
、
久
し
ぶ
り
に

帰
っ
て
き
た
仏
さ
ん
に
、
た
く
さ
ん

の
お
土
産
を
持
た
せ
て
あ
げ
た
い
、

持
ち
帰
る
の
が
大
変
だ
ろ
う
か
ら
と

お
盆
に
は
お
土

産
を
運
ん
で
く

れ

る

ナ

ス

や

キ

ュ

ウ

リ

で

作
っ
た
牛
馬
も

皆
さ
ん
ご
用
意

さ
れ
ま
す
。

「
あ
り
が
と
う
」
の
お
供
え

話
が
少
し
そ
れ

ま
し
た
が
、
よ
う

や
く
お
施
餓
鬼
特

有
の
お
供
え
の
お

話
に
な
り
ま
す
。

水
向
け
で
食
べ
物
を
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
た
餓
鬼
た
ち
の
感
謝
の

「
あ
り
が
と
う
」
は
、
水
向
け
し
た

人
た
ち
へ
の
も
の
で
す
が
、
こ
の

「
あ
り
が
と
う
」
を
初
盆
を
迎
え
た

仏
さ
ん
や
各
家
の
ご
先
祖
様
に
お
供

え
い
た
し
ま
す
よ
と
、
施
餓
鬼
の
ご

回
向
の
中
で
読
み
上
げ
て
い
ま
す
。

お
参
り
し
た
方
々
が
い
た
だ
い
た

「
あ
り
が
と
う
」
を
、
中
央
の
台
に

集
ま
っ
て
い
る
亡
く
な
っ
た
方
々
が

生
前
に
行
っ
て
い
た
善
行
な
の
で
す

と
お
供
え
を
い
た
し
ま
す
。
追
善
供

養
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
後

か
ら
故
人
の
生
前
の
善
行
な
の
で
す

と
し
て
、
こ
れ
を
お
土
産
に
し
て
お

帰
り
い
た
だ
く
の
で
す
。

お
土
産
の
「
あ
り
が
と
う
」
を
た

く
さ
ん
持
っ
て
あ
の
世
に
も
ど
っ
た

仏
さ
ん
た
ち
が
、
迷
う
こ
と
な
く
穏

や
か
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
も
ら
う
と
い
う
の

が
お
施
餓
鬼
の
こ
こ
ろ
の
一
つ
で

す
。

養
わ
せ
て
い
た
だ
く

亡
く
な
っ
た
仏
さ
ん
た
ち
に
よ
り

よ
い
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
の
思
い
で
、
私
た
ち
が
善
行
を

積
み
、
た
く
さ
ん
の
「
あ
り
が
と

う
」
を
い
た
だ
く
と
、
い
つ
の
間
に

か
私
た
ち
自
身
が
善
行
を
す
る
こ
と

が
身
に
つ
い
て
い
く
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
仏
さ
ん
の
た
め
、
仏
さ
ん
に

お
供
え
す
る
た
め
と
い
っ
て
行
っ
て

い
た
こ
と
が
、
い
つ
し
か
私
た
ち
の

こ
こ
ろ
を
養
っ
て
く
れ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
を
「
供
・
養
」
と
い
う
わ

け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
施
餓
鬼

の
こ
こ
ろ
の
二
つ
目
と
言
え
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し

て
、
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
の
志
村
け
ん
さ

ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
に
は
驚
か
さ
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墓
地
の
空
き
が
あ
り
ま
す
。

墓
地
を
移
転
さ
れ
る
方
や
永
代
供
養
塔
「
涅
槃

精
舎
」
に
改
葬
さ
れ
る
方
が
い
ら
し
て
、
空
き
が

で
き
ま
し
た
。
ご
希
望
の
方
は
、
お
寺
ま
で
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

【
広
さ
】

五
尺
（
一
五 

ﾂ

㎝
）
×
三
尺
（
九 

ﾂ

㎝
）

【
区

画

数
】 

 

四
区
画

【
永
代
使
用
料
】 

 

一
〇
〇
万
円

【
墓
地
管
理
費
】 

 

年
三
千
円

【
花
園
会
費
】 

 
 

年
一
万
円

（
ど
う
し
て
も
広
い
区
画
を
ご
希
望
の
方
は
、
お

寺
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
）

別
世
帯
の
家
族
に
、

寺
報
を
送
り
ま
せ
ん
か
？

別
世
帯
の
ご
家
族
に
寺
報
を
送
っ
て
、
お

付
き
合
い
の
あ
る
お
寺
の
こ
と
を
知
っ
て
お

い
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。
送
料
は
、
お
寺
や
花
園
会
で
負
担
い

た
し
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
送
り
先
の
ご
住
所
、
お

名
前
、
続
き
柄
を
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

れ
ま
し
た
。
人
の
い
の
ち
が
あ
っ
け

な
い
こ
と
を
、
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
志
村
け
ん
さ
ん
に
、
た
っ

た
一
人
の
文
通
友
だ
ち
が
い
ら
し
た

そ
う
で
す
。
ひ
ら
が
な
詩
人
と
言
わ

れ
る
「
く
り
す
あ
き
ら
」
さ
ん
で

す
。
広
島
で
生
ま
れ
た
く
り
す
さ
ん

は
、
異
常
分
娩
に
よ
っ
て
、
知
的
障

害
、
脳
性
ま
ひ
に
よ
る
数
々
の
身
体

障
害
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
素
晴
ら

し
い
詩
を
た
く
さ
ん
発
表
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
く
り
す
あ
き
ら
さ
ん

に
、
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
詩
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
詩
を
ご
紹
介
し

て
、
「
お
施
餓
鬼
の
こ
こ
ろ
」
を
終

わ
り
に
す
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

あ
り
が
と
う

あ
り
が
と
う
と
い
わ
れ
た
ら

し
あ
わ
せ
に
な
り
ま
す

で
も
あ
り
が
と
う
は

な
か
な
か
い
う
て
も
ら
え
ま
せ
ん

し
ん
せ
つ
に
せ
ん
と
い
う
て
も
ら
え

ま
せ
ん

ど
り
よ
く
せ
ん
と
い
う
て
も
ら
え
ま

せ
ん

あ
り
が
と
う
は
し
ん
ど
い
こ
と
な
の

で
す 

 

だ
か
ら
ぼ
く
は

し
ん
せ
つ
に
し
て
も
ろ
う
た
ら
す
ぐ

あ
り
が
と
う
と

い
う
こ
と
に
し
ま
し
た

ぼ
く
の
た
め
に
ど
り
よ
く
し
て

く
れ
た
ん
じ
や
け
ん
あ
り
が
と
う

と
い
い
ま
す

あ
り
が
と
う
は
し
あ
わ
せ
の

あ
い
さ
つ
で
す

新
型
コ
ロ
ナ
で
た
い
へ
ん
な
医
療

従

事

者

の

皆

さ

ん
「
あ

り

が

と

う
」
、
災
害
救
援
の
皆
さ
ん
「
あ
り

が
と
う
」
、
志
村
け
ん
さ
ん
、
笑
わ

せ
て
く
れ
て
「
あ
り
が
と
う
」
。
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科　目 金　額 備　　　　　　　　　考

前年度繰越金 339,656

お寺より活動費 1,315,000

行事収入 735,490 土曜会、地蔵盆、禅童会・新年会・写経会などの参加費を含む

雑収入 10,005 彼岸法話会東京教区補助金・預金決算利息

歳入合計 2,400,151

宗派賦課金 173,500 本山納付花園会費、災害見舞金ほか

行事費 1,166,385 地蔵盆・禅童会・土曜会・写経会ほか

事務費 439,081 事務謝礼、行事案内状の印刷費・郵送料など

会議費 170,605 月例役員会ほか

研修費 200,630 東京教区第７部役員研修、役員研修費

慶弔費 0

寄付金 0

雑費 0

歳出合計 2,150,201

平成31（令和1）年度花園会会計報告
平成31年４月１日～令和2年３月３１日

歳

　

入

　

歳

　

出

差引残額の￥249,950は次年度繰越金としました。

第
九
回

四
国
あ
る
き
遍
路

涅
槃
寄
席

涅
槃
精
舎
毎
歳
法
要

布
薩
会

秋
の
花
園
会
ゴ
ル
フ

七
月
・
八
月
の
棚
経

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
か
か
る

 
 
 
 

 
 
 

今
後
の
行
事
に
つ
い
て
 

飛
行
機
に
よ
る
県
を
越
え
て
の
移
動
と
な
る

た
め
、
延
期
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な

お
、
再
開
に
つ
い
て
は
ワ
ク
チ
ン
が
で
き
て
か

ら
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
の
で
、
来
年

の
二
月
も
見
合
わ
せ
に
な
る
と
存
じ
ま
す
。

例
年
、
密
に
な
る
ほ
ど
の
参
加
者
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
予
定
通
り
に
開
催
い
た
し
ま
す

が
、
高
座
後
の
懇
親
会
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

法
要
と
布
薩
会
は
、
例
年
通
り
開
催
い
た
し

ま
す
が
、
書
院
で
の
会
食
は
せ
ず
に
、
お
弁
当

を
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
き
ま
す
。
 

花
園
会
員
の
親
睦
を
図
る
と
い
う
目
的
も
あ

る
イ
ベ
ン
ト
で
す
の
で
、
プ
レ
イ
後
の
パ
ー

テ
ィ
開
催
が
難
し
い
た
め
、
中
止
に
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
 

す
で
に
お
知
ら
せ
の
通
り
、
初
盆
の
方
以
外

は
、
本
年
は
見
合
わ
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
初
盆
を
お
迎
え
の
方
は
、
お
参
り
の
予
定

を
お
電
話
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

右
記
以
外
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
開
催
す
る
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ご
案
内

を
差
し
上
げ
る
予
定
で
お
り
ま
す
。
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ネ
ッ
ト
情
報
に
ご
用
心

（
平
成
三
十
一
年
四
月
の

「
園
だ
よ
り
」
か
ら
）

二
月
に
お
寺
の
落
成
を
お
祝
い
す
る
大
法
要
を
致
し

ま
し
た
。
希
望
す
る
子
ど
も
た
ち
に
は
、
お
稚
児
さ
ん

の
行
列
も
し
て
い
た
だ
き
、
お
祝
い
に
花
を
添
え
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
の
記
念
写
真
が
よ
う
や
く
出

来
上
が
っ
て
き
た
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
お
配
り
し
よ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
お
寺
の
方
の
記
録
写
真
集
も
作
ろ
う

と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
当
事
者
だ
っ
た
の
で

写
真
な
ん
か
取
れ
な
く
て
、
ビ
デ
オ
撮
影
し
た
動
画
か

ら
写
真
を
起
こ
し
て
写
真
集
に
す
る
予
定
な
の
に
、
そ

の
動
画
が
な
か
な
か
手
元
に
届
か
な
く
て
や
き
も
き
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
ん
な
話
を
し
て
い
た
ら
、
落
成
の
法
要
に
参
加
し

た
人
が
、
自
分
の
ブ
ロ
グ
に
ア
ッ
プ
し
て
あ
る
と
い
う

の
で
、
の
ぞ
い
て
み
た
ら
、
人
の
名
前
は
違
っ
て
い
る

し
、
固
有
名
詞
も
間
違
っ
て
い
る
し
、
と
に
か
く
め

ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
す
。
そ
れ
で
よ
ー
く
わ
か
り
ま
し
た
。

ブ
ロ
グ
と
か
ツ
イ
ッ
タ
ー
と
か
、
と
に
か
く
誰
で
も
自

由
に
書
け
て
、
自
由
に
発
信
で
き
る
わ
け
で
す
。
言
葉

の
意
味
も
、
書
い
て
い
る
こ
と
の
根
拠
は
ど
こ
だ
と

か
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
と
か
、
校

正
も
検
証
も
せ
ず
に
ど
ん
ど
ん
発
信
で
き
て
、
責
任
な

ん
て
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
、
私
た
ち
の
目
に
す
る

ネ
ッ
ト
か
ら
い
く
ら
で
も
、
ま
こ
と
し
や
か
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
、
そ
ん
な
危
険
が
私
た
ち
の
身
近
に
あ
ふ

れ
て
い
る
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
た
ち
も
そ
ん
な

危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
ま
だ
正
し
い
判
断

が
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
は
、
ネ
ッ
ト
で
書
か
れ
て
い

る
こ
と
を
う
の
み
に
す
る
危
険
が
あ
る
ん
だ
と
、
私
た

ち
大
人
は
認
識
し
な
い
と
い
け
な
い
と
、
恐
ろ
し
さ
ま

で
感
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
い
い
つ
つ
、
ネ
ッ
ト
の
記
事
で
面
白
い
写
真
を
見

つ
け
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

九
州
産
業
大
学
で
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
を
勉
強

し
て
い
る
学
生
さ
ん
の
作
品
で
す
。
こ
の
ツ
イ
ッ
タ
ー

へ
の
反
響
は
大
き
く
、
リ
ツ
イ
ー
ト
は
五
万
を
超
え
て

い
る
そ
う
で
す
か
ら
、
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。

ネ
イ
チ
ャ
ー
ラ
ン
ド
に
は
ニ
ワ
ト
リ
が
い
て
、
卵
を

産
ん
で
く
れ
ま
す
。
ネ
イ
チ
ャ
ー
ラ
ン
ド
に
仕
事
に

行
っ
た
帰
り
に
は
、
そ
の
卵
を
持
っ
て
帰
り
、
次
の
日

の
朝
食
に
な
り
ま
す
が
、
目
玉
焼
き
は
同
じ
形
に
な
る

こ
と
は
な
い
料
理
で
す
。
新
鮮
な
卵
は
黄
身
が
盛
り
上

が
る
と
か
、
黄
身
を
お
箸
で
挟
め
る
と
か
、
逆
に
新
鮮

で
は
な
い
卵
は
白
身
が

ぺ
ち
ゃ
ー
っ
と
広
が
る

と
か
・
・
・
、
卵
を
割

る
と
き
に
失
敗
し
た
ら

黄
身
が
割
れ
て
目
玉
焼

き
に
な
り
ま
せ
ん
。
火

加
減
で
も
焼
け
具
合
が

違
い
ま
す
し
、
半
熟
が

い
い
人
も
い
れ
ば
、

し
っ
か
り
焼
い
た
方
が

い
い
人
も
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
写
真
を

見
る
と
、
黄
身
の
大
き
さ
も
一
緒
、
そ
の
上
に
わ
ざ
わ

ざ
白
身
を
切
り
取
っ
て
同
じ
形
の
目
玉
焼
き
に
し
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
写
真
の
タ
イ
ト
ル
は
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
？

「
日
本
の
学
校
教
育
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
タ
イ

ト
ル
の
下
に
「
同
じ
服
を
着
せ
、
同
じ
考
え
方
、
同
じ

答
え
を
求
め
る
。
『
普
通
』
に
な
る
た
め
に
切
り
捨
て

ら
れ
て
い
く
個
性
。
ま
ず
第
一
に
「
静
か
に
す
る
」
こ

と
を
教
え
る
日
本
の
教
育
。
子
供
の
将
来
の
た
め
と
い

う
大
人
の
エ
ゴ
。
本
当
に
子
供
た
ち
に
必
要
な
の
は
自

ら
の
意
思
で
選
択
で
き
る
力
と
そ
れ
が
で
き
る
環
境
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

ま
も
な
く
、
平
成
が
終
わ
り
、
令
和
の
時
代
に
な
り

ま
す
が
、
少
し
古
い
話
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
、
第
二

次
世
界
大
戦
で
敗
戦
し
た
日
本
は
、
復
興
の
名
の
も
と

に
経
済
優
先
の
社
会
を
送
り
ま
し
た
。
誰
も
が
経
済
優

先
で
同
じ
価
値
観
、
同
じ
方
向
を
向
い
て
歩
け
ば
、
同

じ
よ
う
に
豊
か
に
な
り
幸
せ
を
感
じ
ま
し
た
。
し
か

し
、
バ
ブ
ル
も
終
わ
り
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
も
経
験

し
、
も
う
と
っ
く
に
経
済
至
上
は
夢
の
話
と
な
り
ま
し

た
か
ら
、
同
じ
価
値
観
で
幸
せ
を
感
じ
る
時
代
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
代
を
迎
え
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
幸
せ
の
物
差
し
は
一
人
一
人
違
わ
な
い
と
お
か
し

い
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
画
一
化
し
て
い
る
日
本
の
学
校

教
育
、
と
問
題
提
起
し
て
い
る
の
で
す
。

誰
で
も
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
ブ
ロ
グ
で
情
報
を
発
信
で
き

る
時
代
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
さ
せ
る
も
の
も
あ

り
ま
す
し
、
玉
石
混
交
、
そ
れ
を
正
し
い
目
で
見
て
い

く
力
を
養
わ
な
い
と
い
ろ
ん
な
も
の
に
振
り
回
さ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
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令
和
二
年
上
半
期

お
寺
と
和
尚
の
日
録
抄

２

月

１

月

2
8
日
～

1
日

2
5
日

1
5
日

1
3
日

7
日

2
日

１
日

3
0
日

2
8
日

2
5
日

2
0
日

1
9
日

１
7
日

１
5
日

9
日

１
日
～
３
日

１
日

四
国

あ
る

き
遍

路
の

旅
（

三

巡
目

第
8

回
）

コ
ロ

ナ
対

策
臨

時
役

員
会

土
曜

会
「

仏
教

シ
ア

タ
ー
」
『

落

慶
法

要
』

ス
マ
ー

ト

コ
ミ
ュ

ニ

テ
ィ
、
「

写

経
会
」

幼
稚

園
、

涅
槃

会

写
経

会

幼
稚

園
、

市
原

ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
「

Ｑ
園

隊
」

幼
稚

園
、

会
計

監
査

本
堂

・
書

院
・

庫
裡
、

建

物

一
年

検
査

幼
稚

園
バ

ザ
ー
「

く

す
の

き

ま
つ

り
」

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

幼
稚

園
、

年
中

組
市

原
た

ん

け
ん

隊

新
春

写
経

会

修
正

会

新
春

ご
祈

祷

７
月

６
月

５
月

４
月

３
月

5
日

3
日

2
9
日

2
8
日

2
7
日

2
6
日

2
5
日

1
7
日

1
5
日

1
1
日

7
日

4
日

3
日

1
日

2
5
日

8
日

7
日

3
日

1
6
日

1
5
日

7
日

6
日

初

盆
施

餓
鬼

会
（

塔
婆

供
養
）

月

例
役

員
会

幼

稚
園
、

年

長
組

市
原

た
ん

け
ん

隊

写

経
会

幼

稚
園
、

市

原
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
「

Ｑ

園
隊
」

幼

稚
園
、

年

少
組

市
原

た
ん

け
ん

隊

ス

マ
ー

ト
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
「

写

経

会
」

幼

稚
園
、

決

算
監

査

幼

稚
園
、

年

中
組

梅
収

穫
　

於
市

原

別
院

茶

禅
会

再
開

写

経
会

再
開

木

曜
坐

禅
会

再
開

幼

稚
園
、

入

園
式

幼

稚
園
、

始

業
式

新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

緊
急

事
態

解

除

月

例
役

員
会

新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

緊
急

事
態

宣

言

月

例
役

員
会

幼

稚
園
、

卒

園
式

春

彼
岸

法
要
（

塔

婆
供

養
の

み
）

佐

倉
円

応
寺

結
婚

式

月

例
役

員
会
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第
八
回

第
八
回

第
八
回

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
～
三
月
一
日

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
が
懸
念
さ
れ
る
中
、
三
巡
目
第
八

回
四
国
遍
路
が
決
行
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
が
二
回
目
の
参
加
で
、
同
じ

轍
は
踏
ま
な
い
よ
う
に
青
葉
の
森
な

ど
を
歩
い
て
備
え
ま
し
た
が
、
に
わ

か
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
た
め
、
登
り
坂

で
は
相
変
わ
ら
ず
青
息
吐
息
と
な

り
、
あ
る
き
遍
路
の
厳
し
さ
を
再
認

識
し
ま
し
た
。

以
下
、
第
二
回
の
お
粗
末
紀
行
で

す
。

 
 

四
国
あ
る
き
遍
路
の
旅
を
終
え
て

葛
城

塚
本

勝
身
さ
ん

初
日
、
松
山
空
港
到
着
後
、
バ
ス

を
乗
り
継
ぎ
久
万
高
原
へ
。
道
の
駅

で
地
元
食
材
に
よ
る
バ
イ
キ
ン
グ
で

満
腹
感
を
味
わ
い
、
タ
ク
シ
ー
に
て

農
祖
峠
の
へ
ん
ろ
道
へ
。
前
回
、
同

じ
く
初
参
加
し
た
竹
場
さ
ん
が
先
頭

グ
ル
ー
プ
の
ハ
イ
ペ
ー
ス
に
付
い
て

い
く
。
私
は
、
み
る
み
る
間
を
引
き

離
さ
れ
、
に
わ
か
仕
込
み
を
嘆
く
だ

け
。
途
中
で
竹
場
さ
ん
が
眼
鏡
を
紛

失
す
る
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
。
当
人

は
「
よ
く
あ
る
こ
と
よ
。
」
と
ケ
セ

ラ
セ
ラ
。
山
間
を
抜
け
、
町
中
の
商

店
街
に
飾
ら
れ
た
ひ
な
人
形
に
癒
さ

れ
て
四
十
四
番
大
寶
寺
に
到
着
。
初

日
が
無
事
終
わ
り
夕
食
に
舌
鼓
を
打

ち
、
地
酒
の
に
ご
り
酒
で
二
次
会
。

こ
れ
も
遍
路
の
楽
し
み
の
一
つ
。
同

室
の
竹
場
さ
ん
と
明
日
の
天
候
を
気

に
し
つ
つ
就
寝
。

二
日
目
、
起
床
す
る
と
外
は
小

雨
。
春
に
三
日
の
晴
れ
な
し
の
と
お

り
、
こ
れ
こ
そ
遍
路
日
和
と
自
ら
を

慰
め
、
ヤ
ッ
ケ
を
着
込
ん
で
出
発
。

路
線
凍
結
が
な
い
の
が
せ
め
て
も
の

救
い
と
必
死
に
登
る
。
山
中
の
気
温

は
三
度
、
汗
を
か
い
て
も
す
ぐ
に
体

が
冷
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
い
よ
い

よ
今
回
の
正
念
場
と
も
い
う
べ
き
八

丁
坂
に
差
し
掛
か
る
。
と
に
か
く
半

歩
で
も
い
い
か
ら
踏
み
出
せ
ば
必
ず

到
達
す
る
と
決
意
し
て
急
坂
に
挑

む
。
荒
々
し
い
息
づ
か
い
を
吐
き
な

が
ら
、
よ
う
や
く
な
だ
ら
か
な
地
点

に
辿
り
着
き
小
休
止
。
気
合
を
入
れ

直
し
て
登
る
と
僅
か
数
十
メ
ー
ト
ル

先
で
急
坂
が
終
わ
り
皆
さ
ん
が
待
ち

受
け
て
い
る
。
柏
坂
と
同
様
を
覚
悟

し
て
い
た
だ
け
に
拍
子
抜
け
し
た
が

安
堵
感
で
い
っ
ぱ
い
。

山
中
を
下
り
四
十
五
番
岩
屋
寺
に
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到
着
。
一
段
と
寒
さ
が
身
に
浸
み
る

中
で
昼
食
。
ゴ
ア
テ
ッ
ク
ス
の
ヤ
ッ

ケ
も
役
に
立
た
ず
。
平
山
さ
ん
曰
く

「
不
良
品
か
も
ね
。
」
遍
路
に
備
え

て
高
額
購
入
し
た
の
に
と
フ
ト
コ
ロ

ま
で
寒
く
な
る
。
岩
屋
寺
か
ら
は
渓

流
を
眺
め
な
が
ら
、
予
定
時
間
を
大

幅
に
短
縮
し
て
古
岩
屋
荘
に
到
着
。

と
こ
ろ
が
神
山
さ
ん
と
石
田
さ
ん
が

先
ほ
ど
の
渓
流
地
点
を
ま
た
歩
き
た

い
と
岩
屋
寺
ま
で
引
き
返
す
。
岩
屋

寺
か
ら
は
下
っ
て
き
た
の
で
逆
に

上
っ
て
行
く
。
何
と
い
う
健
脚
か
。

脱
帽
。
岩
風
呂
に
入
り
、
夕
食
は
猪

肉
の
か
ら
揚
げ
や
コ
ロ
ッ
ケ
な
ど
を

つ
ま
み
に
痛
飲
。
こ
れ
だ
か
ら
遍
路

は
や
め
ら
れ
な
い
。

三
日
目
、
朝
靄
に
煙
る
岩
山
を
眺

め
な
が
ら
宿
の
車
で
三
坂
峠
ま
で
。

こ
の
峠
は
ひ
た
す
ら
下
る
だ
け
。
私

の
歩
み
は
、
上
り
は
エ
ン
ジ
ン
ブ

レ
ー
キ
、
下
り
は
フ
ル
ス
ロ
ッ
ト
ル

な
の
で
順
調
に
四
十
六
番
浄
瑠
璃
寺

へ
到
着
。
続
い
て
四
十
七
番
八
坂
寺

を
経
て
西
林
寺
へ
。
冷
た
い
風
が
頬

を
突
き
刺
す
中
、
小
村
大
師
堂
前
に

て
後
方
か
ら
走
行
し
て
き
た
車
が
前

方
に
停
車
、
年
配
の
女
性
が
降
車
し

て
き
て
「
お
遍
路
さ
ん
ご
苦
労
様
で

す
。
」
と
全
員
に
温
か
い
お
茶
の

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
差
し
入
れ
。
堂
内

を
拝
借
し
て
昼
食
と
な
る
が
、
身
も

心
も
温
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
地
元
の

人
た
ち
の
温
か
い
ご
接
待
に
よ
っ

て
、
あ
る
き
遍
路
が
支
え
ら
れ
て
い

る
も
の
と
感
謝
。

四
十
八
番
西
林
寺
に
到
着
し
当
初

予
定
の
コ
ー
ス
が
終
わ
る
。
こ
こ

で
、
飲
み
す
ぎ
？
食
べ
過
ぎ
？
の
せ

い
か
お
腹
の
具
合
が
悪
く
な
り
ト
イ

レ
に
駆
け
込
む
。
ト

イ
レ
か
ら
出
る
と
納

経
料
三
百
円
の
追
加

徴
収
。
納
経
料
を
値

上
げ
し
た
札
所
も

あ
っ
た
の
か
と
思
う

く
ら
い
で
何
の
疑
念

も
抱
か
ず
。

当
初
の
予
定
よ
り

二
時
間
も
早
く
参
拝

が
終
わ
っ
た
た
め
、

こ
の
後
は
松
山
市
内

を
自
由
散
策
か
な
と
勝
手
に
思
い
込

ん
で
最
後
尾
を
歩
く
。
と
こ
ろ
が
、

旅
程
か
ら
し
て
す
で
に
目
的
の
駅
に

到
着
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
歩
き
続

け
る
の
で
、
宮
本
さ
ん
に
「
何
処
ま

で
行
く
ん
で
す
か
。
」
と
尋
ね
る
と

「
四
十
九
番
浄
土
寺
で
す
。
も
う
す

ぐ
で
す
。
」
と
の
返
答
。
ト
イ
レ
に

駆
け
込
ん
で
い
る
時
に
決
ま
っ
た
ら

し
い
。
先
程
の
納
経
料
追
加
徴
収
に

得
心
。
知
ら
ぬ
が
仏
と
は
こ
の
こ
と

か
。
四
十
九
番
浄
土
寺
の
参
拝
を
終

え
、
閑
散
と
し
た
松
山
空
港
を
後
に

し
て
、
無
事
に
今
回
の
遍
路
が
終

了
。今

回
は
、
中
日
が
雨
と
な
り
寒
さ

も
加
わ
っ
て
厳
し
い
あ
る
き
遍
路
と

な
り
ま
し
た
が
、
前
回
と
は
違
っ
て

心
地
よ
い
疲
労
感
が
残
り
ま
し
た
。

心
肺
機
能
の
衰
え
も
甚
だ
し
く
、
本

格
的
な
遍
路
こ
ろ
が
し
も
未
経
験
で

不
安
も
あ
り
ま
す
が
、
継
続
し
て
結

願
を
迎
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

引
き
続
き
皆
さ
ん
の
ご
助
力
を
お

願
い
し
て
拙
稿
を
閉
じ
ま
す
。
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旅 の 記 録

期日 曜日

7:25発 JAL431 09:00着 9:45発 ー空港リムジンー 10:00着
羽田空港 松山駅前

10:26発 JR四国バス 11:40着 ─徒歩─ 11:45着 12:45発
松山駅前 久万中学校前

≪タクシー≫ 13:00着 13:10発 ─徒歩─

約5.1㎞

14:40 ─徒歩─ 15:00着 ─徒歩─ 15:30着

旧久万消防署 約1.4㎞ 「ガーデンタイム」 約1.5㎞ 44番大寶寺 宿泊:ガーデンタイム

16:00発 ─徒歩─ 16:30着 17:00～ 18:00～ 久万高原町久万1470-2

44番大寶寺 約1.5㎞ 「ガーデンタイム」 お風呂 夕食 ℡0892-21-0005

7:00～ 8:00発 8:10発 ─徒歩─ 10:30着
朝食 宿出発 久万高原駅 約7.3㎞ 八丁坂登り口

─徒歩─ 10:55着 ─徒歩─ 12:00着 12:50発 ─徒歩─

約0.6㎞ 八丁坂峠 約2.1㎞ 約3.0㎞ 宿泊:国民宿舎「古岩屋荘」

13:40着 14:00着 18:00～ 愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬乙1636

「古岩屋荘」着 チェックイン 入浴 夕食 ℡0892-41-0431

7:30発 ─送迎バス─ 7:50着 8:00発 ─徒歩─ 途中で昼食

「古岩屋荘」 約11.8㎞ 昼食:宿のおにぎり弁当

10:00着 10:30発 ─徒歩─ 10:40着 11:10発 ─徒歩─

約0.9㎞ 約2.5㎞

10:40着 12:20発 ─徒歩─ 12:40着 13:15発 ─徒歩─

約1.8㎞ 約3.2㎞

13:50着 14:15発 ─徒歩─ 14:25着 14:30発 伊予鉄

約0.6㎞

14:46着 14:55発 ─空港リムジン─ 15:15着 17:50発 JAL438

19:15着
羽田空港

ファミリーマートで昼
食を調達。

45番岩屋寺

【歩いた距離】約13.0㎞

土2月29日2

札始大師堂

49番浄土寺

【歩いた距離】43.3㎞

3 3月1日 日

【歩いた距離】約20.8㎞

三坂峠

46番浄瑠璃寺 47番八坂寺

48番西林寺

伊予鉄久米駅

伊予鉄松山市駅 松山空港

コ ー ス 予 定 食事・宿泊

1 2月28日 金

【歩いた距離】約9.5㎞

松山空港
昼食:ランチバイキング

道の駅「さんさん」で昼食

H495からH651の農祖峠越えのへん

ろ道です。農協前バス停あたり

荷物を置かせても

らい、大寶寺へ。

昼食

昼食
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46番浄瑠璃寺、47番八坂寺

三坂峠から麓に降りる

と、そこからは平坦なア

スファルトの舗装道路を

歩くことになります。石

ころだらけの下り道は、

落ち葉が積もって歩きに

くいと思うのですが、舗

装道路ばかりだと、山道

の足にやさしい柔らかさ

が恋しくなってきます。

Title： Date：

温かいお茶のお接待
強風が吹く中を歩いて西

林寺手前の「札始大師堂」
までやってきました。そろ
そろお昼にしようかと思っ
ているところに、後ろから
追い越した車が大師堂の駐
車場に入りました。

2020/03/01

【右】八坂寺の手水鉢

のそば、屋根の上にい

た招き猫？

こんなところをお参りす
る車のお遍路さんもいるの
かと思ったら、下りてきた
女性がお接待ですと言って、
温かいお茶をお接待してく
れました。聞けば、前の札
所で私たちを見かけて、人
数分のお茶を買ってわざわ
ざ追いかけてきたのだそう
です。
自販機も見当たらないと

ころで、風に吹かれながら
冷たいお茶を飲みながらの
昼飯を覚悟していたのです
が、大師堂は中に入ること
ができるし、温かいお茶を
いただけるしで、ほっとす
るランチタイムになりまし
た。
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三坂峠からTitle： Date：

「網掛石」のお堂の前で、一休み。

三坂峠から松山平野へ
「古岩屋荘」のワゴン車で三坂峠まで送っていただき、こ

こからは松山平野まで一気の下りです。かつては、松山から
高知に向かう主要道だったそうで、重い荷物を載せた馬がこ
の坂を上り下りしたそうです。そんな案内板を読むと、道は
昔のままですからタイムスリップしたような気持になります。
坂の下の方から馬子唄でも聞こえてきそうな錯覚に陥ります。

麓に辿り着くと、かつて坂本屋という遍路宿だったところ
のご主人らしき人が「いま、店を開けるから休んでいっ
て。」と声をかけてくれました。残念ながら、今日は千葉ま
で帰らなければならない、先を急ぐ旅でしたので、休憩もせ
ずに通り過ぎました。あとから、せっかくのお接待を無礙に
したことを後悔しました。お遍路さんには、お接待を断って
はいけないという不文律があったことを思い出した次第です。

2020/03/01
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Title： Date：

宿泊から考える四国遍路の世界遺産化
今宵の宿は、「ガーデンタイム」という

横文字の宿。歩き遍路に似合わないと思わ

ないでください。本来なら、大寶寺宿坊な

のですが、あいにく断られたのです。野宿

するわけにもいかず、ようやく探し当てた

宿なのです。
かつて、宿坊にしろ遍路宿にしろ、お遍

路さんが飛び込みでやってきても泊めると
いうのが不文律でした。ところが現代では

宿坊でさえ、「休みですから・・・。」と

断られることがあります。世の中、働き方
改革で従業員の休暇をきちんと取らせない

といけないことになっているので、無理を

いうこともできません。

44番大寶寺 2020/02/28

ひなまつりの「久万高原」
久万高原の町に戻り、荷物を宿に預けて大寶寺に向か

うと、町はひなまつり一色で、商店街の店々にお雛様が

飾られていました。

受け入れ側だけの話ではあり

ません。以前予約を入れた宿で
は、遍路の団体だというだけで

断られたことがありました。遍

路というだけで、お大師さんの
庇護のもとに何でも許されると

勘違いしている輩がいるから、

お遍路さんはお断りだというの

です。

宿坊に泊まると朝のお勤めが
あるからいやだというので、宿

坊が敬遠されているという話も

聞きました。
どうやら、泊める側もお遍路

さんも変容しているようです。

そんなで世界遺産にしようなん
て、おこがましい話です。
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Title： Date：伊予「菩提の道場」へ

車のことなら平山さん？

松山駅からはJR四国バスで、大寶寺門前の

久万高原まで行くことになっています。約1

時間の路線バスの旅です。運賃も1,360円と、

都会では考えられないような金額です。

ようやくバスが来て乗り込もうとすると、

運転手さんが平山さんになにやら説明をして
います。まさか、平山さんお得意の営業では

ないだろうと思いましたが、運転手さんがア

ドバイスしてくれたのは、久万高原に行くな
ら片道切符より一日乗り放題の切符の方が安

いから、それで行きなさいということでした。

さっそく目の前のバスセンターで一日乗り放

題きっぷを買って、久万高原にむかったので

すが、片道1,360円がなんと一日乗り放題で

前回までの慣れ親しんだ感のある高知空港

でしたが、今回からは松山空港に向けての空

路となりました。
新型コロナウィルスの影響もあまり感じる

ことなく、慣れ親しんだ顔が羽田空港に集

まって、いざ出発です。
四国遍路では、四国四県を発心・修行・菩

提・涅槃の各道場に割り当てていて、伊予で

はお悟りに辿り着く・・・はずです。

2020/02/28

伊予の国でお世話になるのは、「いよて

つ」の名で親しまれている「伊予鉄」です。
空港リムジンも、真っ赤な車体の「いよて

つ」でした。空港リムジンだから、当然松山

駅だろうと思うなかれ、伊予鉄の松山市駅と

いうのもあるのでご用心、といいながら最初

から乗り間違えてしまいました。

1,300円。半額で乗れたような気

になりますが、どうせ片道しか乗

らない私たちにとっては、60円安
くなっただけですから、なんとな

く平山さんより運転手さんの方が

営業がうまいのではないかと思っ
てしまいました。

それにしても、前回であった人

もこの運転手さんも、愛媛の人は

親切な人が多いことを実感しまし

た。
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倒木に道をふさがれた

「農祖峠」へのへんろ道にて


