
平成 30 年 3 月 31 日

第 9号

　

平
成
二
十
九
年
度
よ
り
、

前
会
長
、
小
郡
市
第
三
番

札
所
・
か
え
る
寺
如
意
輪

寺
の
原
口
元
秀
僧
正
の
後

を
受
け
て
、
福
岡
県
担
当

よ
り
会
長
と
し
て
、
こ
の

度
就
任
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
誠
に
浅
学
非
才
の
身

な
れ
ど
、
大
役
に
身
の
引

き
締
ま
る
思
い
で
す
。
精
一
杯
努
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
所
存

で
す
の
で
、
皆
様
方
の
ご
支
援
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

当
九
州
八
十
八
ヶ
所
百
八
霊
場
会
は
、
昭
和
五
十
九
年
に

第
八
四
番
札
所
福
岡
市
姪
浜
の
法
蔵
院
先
代
の
堤
覚
誠
僧
正

を
中
心
に
当
時
の
関
係
諸
大
徳
の
方
々
の
並
々
な
ら
ぬ
ご
苦

労
の
末
に
開
創
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
年
の
三
月
に
第
八
八
番

札
所
宗
像
市
鎮
国
寺
に
て
開
創
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
が
こ
の
霊
場
会
に
関
わ
っ
た
の
は
、
第
九
番
札
所
明
王

院
の
住
職
代
行
と
し
て
出
仕
さ
せ
て
頂
い
た
折
か
ら
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
福
岡
県
支
局
の
事
務
員
と
し
て
末
永
く
奉
職
さ
せ

て
頂
き
、
特
に
福
岡
県
内
札
所
の
参
拝
地
図
を
県
内
札
所
寺

院
様
方
々
の
出
資
に
よ
り
作
成
し
た
こ
と
が
一
番
の
思
い
出

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

後
日
全
札
所
の
参
拝
用
地
図
の
制
作
の
お
話
が
あ
り
ま
し

た
が
、
折
し
も
カ
ー
ナ
ビ
が
普
及
し
始
め
た
頃
で
、
当
時
の

立
部
霊
場
会
事
務
局
長
（
第
八
八
番
札
所
鎮
国
寺
）
が
作
製

見
積
書
を
出
し
て
あ
り
ま
し
た
が
、
と
て
も
高
額
で
し
た
の

で
見
送
り
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
今
は
霊
場
会
発
行

の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
参
考
に
な
る
と
存
じ
ま
す
。

　

さ
て
当
霊
場
会
も
開
創
し
て
三
十
四
年
目
を
迎
え
ま
す
。

今
は
第
一
観
光
株
式
会
社
様
の
参
拝
ツ
ア
ー
を
は
じ
め
と
し

て
、
阪
急
交
通
社
様
や
旅
行
会
社
各
社
様
よ
り
、
数
回
に
分

け
て
の
巡
拝
ツ
ア
ー
が
九
州
各
地
よ
り
出
発
し
、
お
陰
様
を

も
ち
ま
し
て
、
個
人
や
ご
夫
婦
、
グ
ル
ー
プ
で
の
巡
拝
も
増

え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
各
札
所
ご
寺
院
の
巡
拝
ツ
ア
ー
客
等

へ
の
毎
回
毎
回
の
お
も
て
な
し
や
御
法
話
等
々
の
積
み
重
ね

と
、
巡
拝
ツ
ア
ー
バ
ス
で
の
先
達
様
方
々
の
ご
苦
労
の
た
ま

も
の
と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

九
州
内
の
お
大
師
様
と
ご

縁
の
あ
る
札
所
寺
院
巡
り
の

独
特
の
霊
場
会
で
あ
り
ま
す
。

お
大
師
様
の
お
徳
を
偲
ん
で

の
巡
拝
、
お
大
師
様
の
言
葉

に
「
暗
黒
は
生
死
の
源　

遍

明
は
円
寂
の
本
な
り　

そ
の

元
始
を
た
ず
ぬ
れ
ば
各
々
因

縁
あ
り
」
と
あ
り
、
苦
し
み

が
多
い
こ
の
世
は
暗
い
姿
で

あ
り
、
悟
り
の
世
界
は
真
実

の
明
る
い
姿
で
あ
る
。
明
暗

の
違
い
は
各
人
の
因
縁
に

よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
（
空

海
名
言
集
）

 
 

各
札
所
の
ご
本
尊
様
と
の
縁
を
結
ん
で
お
参
り
し
て
い
く

と
功
徳
を
積
ん
で
こ
の
因
縁
を
益
々
良
き
方
向
へ
導
か
れ
て

い
く
と
存
じ
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
さ
ま
方
の
ご
参
拝
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

 
 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
二
年
前
の
熊
本
震
災
、
昨
年
の

九
州
北
部
豪
雨
に
て
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
心
よ

り
お
祈
り
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
被
災
さ
れ
た
方
々
の
復

興
を
日
々
心
よ
り
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
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今
年
度
、
四
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
霊
場
会
総
会
に

お
い
て
、
公
認
先
達
の
内
田
英
心
さ
ん
の
お
母
様
が
彫
ら
れ

た
『
薬
師
如
来
像
』
が
お
母
様
よ
り
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。  

　

今
回
、
こ
の
事
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
た
い
と
内
田
さ
ん

に
依
頼
さ
せ
て
頂
い
た
と
こ
ろ
、
快
諾
し
て
下
さ
い
ま
し
た

の
で
記
事
に
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

 
 

内
田
さ
ん
は
お
母
様
と
共
に
、
毎
年
巡
拝
講
習
会
に
参
加

さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
平
成
二
十
五
年
の
宮
崎
県
で
の

巡
拝
講
習
会
の
際
、
お
母
様
が
体
調
を
崩
さ
れ
、
内
田
さ
ん

一
人
で
参
加
す
る
事
と
な
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
延
岡
市
で
の

開
講
式
へ
移
動
す
る
中
、
宮
崎
県
に
着
く
前
に
、
お
母
様
の

具
合
が
悪
化
し
緊
急
入
院
さ
れ
た
と
、
内
田
さ
ん
の
ご
家
族

か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

　

こ
の
時
、
内
田
さ
ん
は
宮
崎
か
ら
、
お
母
様
の
無
事
を
祈

り
、
巡
拝
さ
れ
た
の
で

す
が
、
こ
の
日
の
最
後

の
三
六
番
札
所
貫
川
寺

の
巡
拝
が
終
わ
り
、
お

寺
を
出
た
時
に
、
綺
麗

な
虹
が
掛
か
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。  

内
田
さ

ん
は
こ
の
虹
を
見
て
お

母
様
の
無
事
を
感
じ
て

い
た
と
こ
ろ
、
ご
家
族

か
ら
連
絡
が
入
り
、
お

母
様
が
本
当
に
無
事
に

一
命
を
取
り
留
め
た
事

を
伝
え
ら
れ
た
と
の
事

で
す
。 

そ
の
後
、
お
母

様
は
一
週
間
程
で
退
院

さ
れ
ま
し
た
。  

 
 

　

お
母
様
は
七
十
三
歳
の
頃
か
ら
、
仏
像

の
彫
刻
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

今
回
奉

納
さ
れ
た
『
薬
師
如
来
像
』
よ
り
以
前
も
、

東
北
大
震
災
の
際
に
は
、
被
災
地
の
復
興

を
祈
り
、
ま
た
、
被
災
者
の
方
々
の
供
養

の
為
に
と
、
ご
自
身
で
彫
ら
れ
た
仏
像
を
三
十
体
程
、
各
所

に
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。 

　

宮
崎
県
で
の
巡
拝
講
習
会
に
参
加
出
来
な
か
っ
た
翌
年
の

平
成
二
十
六
年
の
初
め
、
八
十
八
歳
に
な
ら
れ
て
か
ら
、
今

回
奉
納
さ
れ
た
『
薬
師
如
来
像
』
の
彫
刻
を
始
め
ら
れ
た
そ

う
で
す
。 

 
 

霊
場
会
総
会
に
お
い
て 

 
 
 

『
薬
師
如
来
像
』
を
奉
納
さ

れ
た
際
は
、
九
州
八
十
八
ヶ
所
百
八
霊
場
会
の
多
く
の
僧
侶

が
集
ま
っ
て
い
る
会
の
中
で
奉
納
出
来
て
良
か
っ
た
と
、
と

て
も
喜
ば
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。  

 

　

そ
ん
な
中
、
今
年
度
の
巡
拝
講
習
会
に
も
親
子
二
人
で
参

加
の
予
定
で
し
た
が
、
お
母
様
は 

四
年
前
と
同
様
、
体
調
を

崩
さ
れ
、
参
加
が
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
。 

内
田
さ
ん
は
「 

四
年
前
と
同
じ
や
ね
。
病
院
行
く
？
」
と
お
母
様
に
聞
い
た

と
こ
ろ
、
お
母
様
か
ら
は
、
「
こ
の
ま
ま
家
に
居
る
。
」
と
言

う
返
事
で
し
た
。 

内
田
さ
ん
は
お
母
様
が
こ
の
時
、
覚
悟
を

決
め
た
ん
だ
ね
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。 

そ
の
後
、
お
世
話
に

な
っ
て
い
た
方
々
や
、
手
元
に
残
っ
て
い
た
ご
自
身
で
彫
ら

れ
た
仏
像
に
囲
ま
れ
、
安
心
し
て
眠
る
よ
う
に
、
お
母
様
は

十
一
月
一
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

　

 

多
く
の
霊
場
巡
礼
を
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
内
田
様
の
お
母
様

で
す
が
、 

「
最
後
に
九
州
八
十
八
ヶ
所
百
八
霊
場
巡
礼
を
続

け
て
た
く
さ
ん
の
良
き
ご
縁
を
頂
き
、
お
か
げ
で
人
生
の
集

大
成
が
出
来
た
。
」
と
喜
ん
で
下
さ
っ
て
い
た
と
の
事
で
す
。  

　

内
田
さ
ん
の
お
母
様
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
巡
拝
で
お
会
い

す
る
事
は
叶
い
ま
せ
ん
が
、
お
母
様
が
彫
ら
れ
、
奉
納
し
て

下
さ
っ
た
『
薬
師
如
来
像
』

を
是
非
と
も
お
参
り
さ
せ
て

頂
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。  　
　
　
　
　
　
　

合
掌

　
　
　
　
　

 
 

（
南 

宗
法
）  

 
 

　

こ
の
度
は
霊
場
会
様
の
ご
紹

介
で
、
本
文
を
執
筆
致
し
ま
す
、

第
一
観
光
株
式
会
社
担
当
の
吉

田
と
申
し
ま
す
。

　

当
社
は
『
お
遍
路
の
旅
』
に

特
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
日
頃

よ
り
霊
場
会
様
に
は
大
変
お
世

話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
重
ね

ま
し
て
今
回
は
貴
重
な
機
会
を

与
え
て
頂
い
た
こ
と
に
も
深
く

感
謝
致
し
ま
す
。

 
 

さ
て
、
前
述
の
通
り
当
社
で

は
日
本
全
国
に
加
え
、
海
外
の

霊
場
巡
り
も
企
画
致
し
て
お
り

ま
す
。
そ
ん
な
多
種
多
様
な
巡
拝
に
伺
う
中
で
、
「
ご
本
尊

様
を
間
近
に
感
じ
る
参
拝
だ
っ
た 

」
「
心
温
ま
る
お
茶
・
お

菓
子
の
お
接
待
が
良
い 

」
「
僧
侶
の
方
か
ら
法
話
頂
い
て
心

に
響
い
た
」
な
ど
の
ご
意
見
を
頂
く
の
が
九
州
八
十
八
ヶ
所

百
八
霊
場
で
あ
り
ま
す
。
特
に
四
国
八
十
八
ヶ
所
を
何
周
も

さ
れ
た
ベ
テ
ラ
ン
お
遍
路
さ
ん
達
か
ら
も
「
本
堂
に
あ
が
っ

て
お
勤
め
な
ん
て
初
め
て
で
と
て
も
感
動
し
た
！
」
と
い
う

お
声
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。

　

お
四
国
や
西
国
に
比
較
す
る
と
、
発
足
よ
り
三
十
五
周
年

を
迎
え
ら
れ
る
若
さ
溢
れ
る
霊
場
会
で
す
が
、
歴
史
以
上
の

魅
力
が
溢
れ
て
お
り

ま
す
。
今
後
も
当
社

の
お
遍
路
ツ
ア
ー
の

主
力
を
担
っ
て
頂
け

る
と
感
じ
て
お
り
ま

す
。

編
集
後
記

広
報　
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光
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今
回
の
記
事
に
は
、
僧
侶
だ
け
で
は
な
く
、
日
ご
ろ
の
巡

拝
を
支
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
先
達
の
皆
様
や
旅
行
会
社
か

ら
の
声
を
記
事
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
う
い
っ
た
方
々
の
お
か
げ
で
、
お
大
師
様
の
尊
い
教
え

を
広
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
心
よ
り

あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
な
が
ら
編
纂
作
業
を
進
め
て
行

く
こ
と
が
で
き
た
。

　

会
報
の
紙
面
は
限
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
活
動
の
全

て
を
お
伝
え
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
陰
ひ
な
た
関

係
な
く
霊
場
を
お
支
え
い
た
だ
い
て
い
る
方
々
に
、
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
。

九
州
の
霊
場
の
良
さ

第
一
観
光
株
式
会
社　

 　
　
　
　
　
　
　

吉
田　

大
樹　

様

会
長
就
任
の
ご
挨
拶

高
瀬 

覚
照

第
九
番
札
所　

明
王
院

　霊場会では、Facebook で
最新の情報をアップしていま
す。

　それぞれの札所で、ご住職
の想いや各地域の魅力にあふ
れた法要・行事ごとが行われ
ています。
　是非足をお運び下さい。

　　　 霊場会 
ホームページのご案内

九州８８

もしくは QR コードをご
利用ください

で検索
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十
月
十
日
よ
り
十
二
日
の

二
泊
三
日
の
日
程
で
熊
本
県

内
の
札
所
を
巡
る
巡
拝
講
習

会
が
開
催
さ
れ
た
。
本
来
な

ら
ば
前
年
平
成
二
十
八
年
に

開
催
さ
れ
る
は
ず
が
熊
本
地

震
の
為
に
参
拝
地
を
変
更
し

て
開
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
今

年
、
熊
本
県
下
札
所
寺
院
巡

拝
が
実
現
し
た
。

　

晴
天
の
中
初
日
を
迎
え

る
。
参
加
者
一
同
は
第
五
七

番
札
所
蓮
華
院
誕
生
寺
に
集

合
し
十
二
時
よ
り
開
講
式
に
参
加
。
開
式
の
辞
に
続
い
て
御

法
楽
。
そ
し
て
巡
拝
に
先
立
ち
高
瀬
霊
場
会
会
長
よ
り
挨
拶
。

　

「
霊
場
会
が
出
来
て
三
十
三
年
目
と
な
り
ま
す
。
長
い
間

多
く
の
方
に
お
参
り
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
今
回

巡
拝
講
習
会
と
言
う
こ
と
で
、
各
先
達
さ
ん
の
元
で
お
参
り

い
た
だ
き
た
い
。
本
来
な
ら
ば
去
年
熊
本
に
て
開
催
で
あ
り

ま
し
た
が
、
ご
存
知
の
通
り
震
災
の
た
め
に
延
期
と
な
り
ま

し
た
。
本
年
は
熊
本
県
下
の
十
三
ヶ
所
の
お
寺
に
御
協
力
賜

り
、
無
事
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
二
泊
三
日

し
っ
か
り
と
お
参
り
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
も
七
月
に
大
雨
な
ど
で
福
岡
や
大
分
が
被
災
し
ま
し

た
が
、
被
災
し
た
方
々
の
冥
福
と
復
興
を
併
せ
て
祈
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
の
言
葉
を
賜
る
。
続
い
て

開
講
式
の
会
所
で
あ
る
誕
生
寺
住
職
川
原
僧
正
よ
り
御
挨
拶

が
あ
り
、
続
い
て
日
程
の
説
明
・
諸
連
絡
の
後
、
各
自
バ
ス
・

自
家
用
車
に
分
乗
し
て
出
発
。

　

十
三
時
三
十
分
、
第
一
〇
一
番
大
勝

寺
着
。
成
田
山
の
別
院
で
、
山
前
の
遊

園
地
か
ら
賑
わ
う
声
が
聞
こ
え
て
く

る
。
境
内
・
本
堂
内
に
は
御
詠
歌
が
流

さ
れ
て
い
て
遊
園
地
か
ら
の
聞
こ
え
て

く
る
声
と
御
詠
歌
の
調
べ
が
混
ざ
り
合

う
聖
俗
混
合
し
た
雰
囲
気
の
中
で
の
参

拝
。
十
四
時
に
出
発
。

　

次
の
五
八
番
金
剛
寺
に
十
四
時
三
十

分
到
着
。
山
門
よ
り
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
の
お
砂
踏
み
を

し
つ
つ
本
堂
に
参
拝
し
、
勤
行
の
後
に
御
住
職
の
法
話
を
拝

聴
し
ま
し
た
。
帰
り
は
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
の
お
砂
踏
み

を
し
つ
つ
十
五
時
十
五
分
に
出
発
。

　

そ
し
て
初
日
最
後
の
札
所
第
百
番
金
剛
乗
寺
に
十
六
時
十

五
分
着
。
山
鹿
温
泉
の
風
情
を
感
じ
つ
つ
お
寺
へ
。
こ
ち
ら

で
も
御
住
職
の
お
話
を
給
り
十
六
時
四
十
七
分
発
。

　

ホ
テ
ル
に
到
着
し
、
そ
の
日
の
夕
食
時
に
熊
本
札
所
寺
院

を
代
表
し
て
第
五
八
番
金
剛
寺
住
職
赤
星
僧
正
よ
り
謝
辞
が

述
べ
ら
れ
た
。

　

明
け
て
巡
拝
講
習
会
二
日
目
。
八
時
三
十
分
ホ
テ
ル
出
発
。

八
時
四
十
五
分
に
第
五
五
番
本
蔵
院
着
。
お
出
迎
え
下
さ
っ

た
住
職
さ
ま
や
寺
族
の
方
々
、
特
に
震
災
当
日
に
誕
生
し
た

一
歳
の
お
嬢
様
の
お
姿
に
参
加
者
一
同
大
い
に
心
癒
さ
れ
た

ひ
と
と
き
。
九
時
二
十
分
定
刻
通
り
本
蔵
院
発
。

　

続
い
て
同
じ
熊
本
市
内
第

五
六
番
金
剛
寺
に
九
時
三
十

分
着
。
二
階
建
て
本
堂
で
一

階
が
駐
車
場
と
な
っ
て
い
る

が
、
月
極
の
為
駐
車
の
際
は

御
注
意
を
。
一
〇
時
一
〇
分

に
一
路
八
代
市
へ
。
お
よ
そ

一
時
間
の
行
程
。

　

十
一
時
三
十
分
、
第
五
四

番
医
王
寺
の
近
く
に
バ
ス
停

車
。
道
が
狭
く
山
門
前
に
は

バ
ス
が
入
れ
な
い
為
こ
こ
か

ら
少
し
歩
い
て
お
寺
に
向

か
う
。

　

こ
ち
ら
は
昨
年
の
震
災

で
本
堂
が
倒
壊
の
危
機
に

あ
り
、
今
も
鉄
骨
で
支
え

た
り
し
て
い
る
状
況
。
被

害
の
生
々
し
さ
を
伝
え
て

い
る
。
医
王
寺
を
一
二
時

に
出
発
。
南
下
し
て
人
吉

市
へ
。

　

十
二
時
五
十
分
、
青
井

阿
蘇
神
社
横
の
人
吉
温
泉

物
産
館
着
。
昼
食
の
後
、

徒
歩
に
て
第
九
九
番
高
野

寺
へ
。
十
三
時
四
十
分
着
。

八
角
形
の
本
堂
の
珍
し
さ
に
目
を
奪
わ
れ
る
参
加
者
の

方
々
。
住
職
さ
ま
よ
り
八
角
形
は
八
葉
蓮
華
を
意
味
し
堂
内

は
、
み
ほ
と
け
の
浄
土
、
つ
ま
り
皆
様
は
菩
薩
様
で
あ
る
と

の
お
話
を
い
た
だ
き
、
帰
り
に
は
高
野
寺
名
物
の
お
み
く
じ

ク
ッ
キ
ー
の
お
接
待
を
い
た
だ
き
つ
つ
、
十
四
時
二
十
分
出

発
。
帰
り
は
青
井
阿
蘇
神
社
へ
参
拝
し
、
物
産
館
駐
車
場
の

バ
ス
へ
戻
る
。

　

十
四
時
三
十
五
分
、
第
五
三
番
観
蓮
寺
着
。
「
観
」
と
字

の
付
く
お
寺
「
蓮
」
の
字
を
冠
す
る
お
寺
は
多
い
で
す
が
「
観
」

と
「
蓮
」
二
字
同
時
に
用
い
る
大
変
珍
し
い
名
前
の
お
寺
。

御
住
職
さ
ま
曰
わ
く
「
大
師
御
著
『
般
若
心
経
秘
鍵
』
の“

蓮

を
観
じ
て
自
浄
を
知
り
、
菓
を
見
て
心
徳
を
覚
る”

よ
り
引

用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
御
説
明
。
蒸
し
芋
な
ど

の
御
接
待
を
い
た
だ
く
。
十
五
時
に
出
発
し
二
日
目
最
後
の

札
所
へ
。

　

十
五
時
十
七
分
、
相
良
藩
に
も
関
係
が
深
く
後
陽
成
天
皇

の
勅
願
所
で
も
あ
る
第
五
〇
番
願
成
寺
着
。
保
育
園
が
併
設

さ
れ
て
お
り
子
供
達
の
声
が
聞
こ
え
和
や
か
な
気
持
ち
に
な

る
札
所
。
十
六
時
十
五
分
発
。
人
吉
市
内
の
宿
へ
。
温
泉
に

浸
か
り
身
体
を
癒
し
、
そ
の
夜
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
親
睦
を

深
め
た
。

　

い
よ
い
よ
最
終
日
。
八
時
三
十
分
発
、
第
五
二
番
高
寺
院

に
八
時
四
十
二
分
着
。
お
寺
の
名
前
に
寺
と
院
と
い
う
文
字

が
入
り“

コ
ウ
ジ
イ
ン”

で
は
な
く“

た
か
て
ら
い
ん”

と

訓
読
み
す
る
珍
し
い
名
前
と
御
紹
介
下
さ
り
、
奥
の
毘
沙
門

天
堂
を
御
開
帳
頂
い
た
。
九
時
二
十
五
分
発
。

　

第
九
八
番
生
善
院(

猫
寺)

九
時
五
十
五
分
着
。
正
式
名

称
よ
り
通
称“

猫
寺“

の
方
で
有
名
な
お
寺
。
山
門
に
は
狛

犬
な
ら
ぬ
狛
猫
が
参
拝
者
を
迎
え
る
。
本
堂
廊
下
に
あ
っ
た

旧
暦
三
月
十
六
日
に
用
い
ら
れ
た
化
け
猫
の
ね
ぶ
た
が
印
象

的
。
ま
た
茅
葺
き
で
国
の
重
要
文
化
財
指
定
の
観
音
堂
の
御

開
帳
頂
く
。
十
一
時
発
。

　

十
一
時
二
十
二
分
着
。
今
回
最
後
の
札
所
、
第
五
一
番
勘

代
寺
着
。
境
内
右
奥
の
方
に
は
、
中
心
に
弥
勒
菩
薩
が
安
置

さ
れ
、
干
支
の
護
本
尊
が
方
角
毎
に
配
置
さ
れ
て
男
性
の
厄

年
四
十
三
段
、
女
性
三
十
三
段
の
石
段
を
登
り
厄
を
祓
う
。

　

勤
行
が
終
わ
り
住
職
の
お
話
の
後
に
閉
講
式
。
そ
の
場
で

新
た
に
二
名
の
霊
場
会
公
認
先
達
の
任
命
。
ま
た
今
回
で
成

満
の
方
に
成
満
の
証
が
授
与
。
そ
の
後
、
高
瀬
会
長
よ
り
謝

辞
。
続
い
て
堤
理
事
長
よ
り
総
括
が
な
さ
れ
て
結
願
。

　

こ
の
三
日
間
天
気
に
も
恵
ま
れ
事
故
も
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル

も
無
く
素
晴
ら
し
い
巡
拝
講
習
で
あ
っ
た
。
（
成
松 

昇
紀
）

　

　

今
年
度
、
四
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
霊
場
会
総
会
に

お
い
て
、
公
認
先
達
の
内
田
英
心
さ
ん
の
お
母
様
が
彫
ら
れ

た
『
薬
師
如
来
像
』
が
お
母
様
よ
り
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。  

　

今
回
、
こ
の
事
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
た
い
と
内
田
さ
ん

に
依
頼
さ
せ
て
頂
い
た
と
こ
ろ
、
快
諾
し
て
下
さ
い
ま
し
た

の
で
記
事
に
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

 
 

内
田
さ
ん
は
お
母
様
と
共
に
、
毎
年
巡
拝
講
習
会
に
参
加

さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
平
成
二
十
五
年
の
宮
崎
県
で
の

巡
拝
講
習
会
の
際
、
お
母
様
が
体
調
を
崩
さ
れ
、
内
田
さ
ん

一
人
で
参
加
す
る
事
と
な
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
延
岡
市
で
の

開
講
式
へ
移
動
す
る
中
、
宮
崎
県
に
着
く
前
に
、
お
母
様
の

具
合
が
悪
化
し
緊
急
入
院
さ
れ
た
と
、
内
田
さ
ん
の
ご
家
族

か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

　

こ
の
時
、
内
田
さ
ん
は
宮
崎
か
ら
、
お
母
様
の
無
事
を
祈

り
、
巡
拝
さ
れ
た
の
で

す
が
、
こ
の
日
の
最
後

の
三
六
番
札
所
貫
川
寺

の
巡
拝
が
終
わ
り
、
お

寺
を
出
た
時
に
、
綺
麗

な
虹
が
掛
か
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。  

内
田
さ

ん
は
こ
の
虹
を
見
て
お

母
様
の
無
事
を
感
じ
て

い
た
と
こ
ろ
、
ご
家
族

か
ら
連
絡
が
入
り
、
お

母
様
が
本
当
に
無
事
に

一
命
を
取
り
留
め
た
事

を
伝
え
ら
れ
た
と
の
事

で
す
。 

そ
の
後
、
お
母

様
は
一
週
間
程
で
退
院

さ
れ
ま
し
た
。  

 
 

　

去
る
九
月
三
日
、
第
一
番
札

所
東
長
寺
に
て
先
達
講
習
会
が

行
わ
れ
た
。
先
達
と
は
、
主
に

修
験
道
で
行
者
の
道
案
内
を
す

る
指
導
者
の
こ
と
を
指
す
が
、

こ
れ
が
転
じ
て
、
巡
拝
す
る
参

拝
者
を
導
き
、
指
導
す
る
も
の

で
あ
る
。
今
回
の
講
習
会
は
、

巡
拝
に
際
し
お
大
師
様
の
教
え

と
信
仰
を
身
に
つ
け
、
参
拝
に

必
要
な
知
識
を
持
っ
た
、
霊
場

会
公
認
の
先
達
を
養
成
す
る
た
め
に
年
一
回
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
今
回
も
二
十
七
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。

　

各
参
加
者
は
、
巡
拝
の
心
得
を
渡
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容

は
、
出
発
前
の
確
認
や
参
加
者
に
対
す
る
諸
注
意
な
ど
、
た

だ
拝
む
だ
け
に
あ
ら
ず
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
細
か
な
も
の
で
、

参
加
者
・
巡
拝
者
が
迷
わ
ぬ
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
中
で
も
「
心
く
ば
り
」
を
大
事
に
さ
れ
て
お
り
、
他

の
方
の
迷
惑
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
を
旨
と
し
、

参
加
者
が
楽
し
い
中
に
巡
拝
の
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
、
お
大

師
さ
ま
の
ご
威
徳
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
導
く
事
が
先
達
の

役
割
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

　

心
得
の
内
容
を
中
心
に
講
義
が
行
わ
れ
、
後
半
は
読
経
の

作
法
な
ど
実
践
面
で
の
講
習
が
あ
り
、
三
時
間
ほ
ど
の
講
習

会
は
、
中
身
の
濃
さ
が
変
わ
ら
ぬ
ま
ま
終
了
し
た
。

　

初
め
て
の
参
加
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
れ

ば
、
先
達
希
望
者
だ
け
で
な
く
、
巡
拝
に
興
味
を
持
っ
て
い

る
方
に
も
聞
い
て
頂
い
て
、
お
大
師
様
の
教
え
と
と
も
に
あ

る
九
州
の
霊
場
の
素
晴
ら
し
さ
を
も
っ
と
実
感
し
て
い
た
だ

け
た
ら
と
感
じ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
楠
野 

吉
弥
）

　

お
母
様
は
七
十
三
歳
の
頃
か
ら
、
仏
像

の
彫
刻
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

今
回
奉

納
さ
れ
た
『
薬
師
如
来
像
』
よ
り
以
前
も
、

東
北
大
震
災
の
際
に
は
、
被
災
地
の
復
興

を
祈
り
、
ま
た
、
被
災
者
の
方
々
の
供
養

の
為
に
と
、
ご
自
身
で
彫
ら
れ
た
仏
像
を
三
十
体
程
、
各
所

に
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。 

　

宮
崎
県
で
の
巡
拝
講
習
会
に
参
加
出
来
な
か
っ
た
翌
年
の

平
成
二
十
六
年
の
初
め
、
八
十
八
歳
に
な
ら
れ
て
か
ら
、
今

回
奉
納
さ
れ
た
『
薬
師
如
来
像
』
の
彫
刻
を
始
め
ら
れ
た
そ

う
で
す
。 

 
 

霊
場
会
総
会
に
お
い
て 

 
 
 

『
薬
師
如
来
像
』
を
奉
納
さ

れ
た
際
は
、
九
州
八
十
八
ヶ
所
百
八
霊
場
会
の
多
く
の
僧
侶

が
集
ま
っ
て
い
る
会
の
中
で
奉
納
出
来
て
良
か
っ
た
と
、
と

て
も
喜
ば
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。  

 

　

そ
ん
な
中
、
今
年
度
の
巡
拝
講
習
会
に
も
親
子
二
人
で
参

加
の
予
定
で
し
た
が
、
お
母
様
は 

四
年
前
と
同
様
、
体
調
を

崩
さ
れ
、
参
加
が
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
。 

内
田
さ
ん
は
「 

四
年
前
と
同
じ
や
ね
。
病
院
行
く
？
」
と
お
母
様
に
聞
い
た

と
こ
ろ
、
お
母
様
か
ら
は
、
「
こ
の
ま
ま
家
に
居
る
。
」
と
言

う
返
事
で
し
た
。 

内
田
さ
ん
は
お
母
様
が
こ
の
時
、
覚
悟
を

決
め
た
ん
だ
ね
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。 

そ
の
後
、
お
世
話
に

な
っ
て
い
た
方
々
や
、
手
元
に
残
っ
て
い
た
ご
自
身
で
彫
ら

れ
た
仏
像
に
囲
ま
れ
、
安
心
し
て
眠
る
よ
う
に
、
お
母
様
は

十
一
月
一
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

　

 

多
く
の
霊
場
巡
礼
を
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
内
田
様
の
お
母
様

で
す
が
、 

「
最
後
に
九
州
八
十
八
ヶ
所
百
八
霊
場
巡
礼
を
続

け
て
た
く
さ
ん
の
良
き
ご
縁
を
頂
き
、
お
か
げ
で
人
生
の
集

大
成
が
出
来
た
。
」
と
喜
ん
で
下
さ
っ
て
い
た
と
の
事
で
す
。  

　

内
田
さ
ん
の
お
母
様
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
巡
拝
で
お
会
い

す
る
事
は
叶
い
ま
せ
ん
が
、
お
母
様
が
彫
ら
れ
、
奉
納
し
て

下
さ
っ
た
『
薬
師
如
来
像
』

を
是
非
と
も
お
参
り
さ
せ
て

頂
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。  　
　
　
　
　
　
　

合
掌

　
　
　
　
　

 
 

（
南 

宗
法
）  

 
 

先
達
講
習
会
に
参
加
し
て

薬
師
如
来
像
奉
納
に
つ
い
て

巡
拝
講
習
会
記

第９９番札所高野寺 味岡戒孝僧正、

第５３番札所観蓮寺 那須寛永僧正

の巡拝記がアップされています。

どうぞ、こちらもご覧ください。

熊本県の情報は
　　　公式ＨＰでも

味岡僧正の巡拝記 那須僧正の巡拝記

- 3 - - 2 -

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日
～
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　

於　

熊
本
県
支
所

平
成
二
十
九
年
九
月
三
日

　
　

於　

第
一
番
札
所　

東
長
寺

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
五
日

霊
場
会
平
成
二
十
九
年
度
総
会
に
於
い
て


