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東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
を
訪
れ
る
と
、
一
番
強
く

感
じ
る
事
は
、
人
々
の
生
活
の
中
に
仏
教
が

し
っ
か
り
定
着
し
て
い
る
と
い
う
事
で
す
。
普
段

の
挨
拶
は
、
両
手
を
合
わ
せ
て
合
掌
を
い
た
し
ま

す
。
そ
し
て
お
互
い
に
合
掌
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
お
互
い
を
尊
敬
し
あ
う
、
認
め
合
う
と
い
う

事
な
の
で
す
。
合
掌
を
し
て
い
る
人
間
に
、
何
を

す
る
ん
だ
と
い
っ
て
掴
み
か
か
っ
て
く
る
人
は
ま

ず
居
な
い
で
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
多
く
の
家
庭
で
も
地
域
で
も
、
お
年
寄

り
を
大
切
に
し
、
年
長
者
を
敬
う
習
慣
が
自
然
に

出
来
て
い
ま
す
。
多
く
の
小
学
校
、
中
学
校
を
訪

ね
ま
し
た
が
、
子
供
達
が
本
当
に
素
直
で
、
我
々

僧
侶
を
敬
っ
て
く
れ
る
姿
、
そ
れ
は
恐
れ
多
い
と

い
う
形
式
的
な
事
で
は
な
く
、
純
粋
に
敬
う
姿
勢

に
は
、
い
つ
も
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
お
釈
迦
様
が
仏
教
を
は
じ

め
ら
れ
た
時
の
こ
こ
ろ
、す
な
わ
ち
衆
生
は
本
来
、

仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
本
当
に
信
じ
て
い
る
姿

が
あ
り
ま
す
。

　
自
己
の
確
立
に
近
づ
け
る
よ
う
に
努
力
し
、
自

分
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
、
他
人
や

他
人
の
も
の
に
関
し
て
は
、
慈
悲
の
こ
こ
ろ
を

持
っ
て
常
に
接
す
る
事
が
実
践
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
こ
そ
が
約
二
千
六
百
年
前
に
、
お
釈
迦
様
が
仏

教
を
始
め
ら
れ
た
時
か
ら
現
代
ま
で
通
用
す
る
、

生
き
た
仏
教
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
で
は
、イ
ン
ド
か
ら
始
ま
り
、シ
ル
ク
ロ
ー

ド
を
経
て
中
国
に
伝
わ
り
、
日
本
に
入
っ
て
き
た

仏
教
が
、
近
代
に
な
っ
て
伝
わ
っ
た
ア
メ
リ
カ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
私
も

時
々
ハ
ワ
イ
に
行
か
せ
て
い
た
だ
い
て
ま
す
が
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仏
教
徒
は
、
あ
る
調
査
に
よ

る
と
三
百
万
人
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
人
口
が

二
億
人
を
超
す
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
三
百
万
人

と
い
う
の
は
、
ほ
ん
の
一
握
り
で
す
。
し
か
し
、

キ
リ
ス
ト
教
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
自

分
自
身
の
意
志
に
よ
っ
て
、
仏
教
徒
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
か
ら
、中
途
半
端
な
気
持
ち
で
な
く
、

東
南
ア
ジ
ア
と
同
じ
よ
う
に
生
活
の
中
に
仏
教
徒

と
し
て
の
時
間
を
必
ず
作
っ
て
い
ま
す
。
普
段
は

職
場
に
行
き
、午
後
五
時
を
過
ぎ
る
と
家
に
戻
り
、

食
事
を
取
り
、
そ
れ
か
ら
自
室
に
戻
り
坐
禅
を
し

て
自
己
の
究
明
を
図
る
と
い
う
生
活
で
す
。
こ
れ

を
「
ナ
イ
ト
ス
タ
ン
ド
・
ブ
デ
ィ
ス
ト
」
と
呼
ん

で
お
り
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
毎
日

の
一
部
に
、
仏
教
徒
と
し
て
の
生
活
が
、
き
ち
ん

と
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
も
同
じ
事
が
言
え
ま
す
。
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彼
ら
は
仏
教
徒
と
し
て
、
誇
り
を
持
ち
、
自
分

は
仏
教
徒
で
あ
る
と
公
言
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ

は
、
日
本
に
あ
る
先
祖
供
養
の
形
で
な
く
、
今
の

自
分
の
生
活
に
、
仏
教
徒
と
し
て
の
誇
り
と
「
こ

こ
ろ
」
の
や
す
ら
ぎ
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
ま
た
、
海
外
に
あ
る
日
本
の
お
寺
は
、
こ
ち
ら

の
教
会
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
日
曜
礼
拝
が
あ
り

ま
す
。
日
曜
日
に
な
る
と
、
信
者
さ
ん
が
お
寺
に

集
ま
り
、
お
釈
迦
様
や
本
尊
様
に
お
経
を
あ
げ

て
、
自
分
の
先
祖
や
亡
く
な
っ
た
方
の
為
に
お
祈

り
を
さ
さ
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
和
尚
さ
ん
の
法
話

を
聞
き
、帰
っ
て
い
か
れ
ま
す
。
ま
た
あ
る
時
は
、

そ
の
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
た
り
、
バ

ザ
ー
を
開
い
て
地
域
に
貢
献
し
、
そ
の
地
域
で
は

な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
ん
な
姿
を
見
て
い
る
と
、
そ
の
昔
の
日
本
を

思
い
起
こ
し
ま
す
。
そ
の
昔
、
田
舎
の
方
に
行
き

ま
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
に
は
お
寺
が
あ
っ
て
、

そ
の
村
の
人
で
困
っ
た
問
題
が
持
ち
上
が
る
と
、

和
尚
さ
ん
に
相
談
し
よ
う
と
言
っ
て
皆
が
寺
に
集

ま
り
、
話
し
合
い
を
し
た
り
し
ま
し
た
。
お
寺
は

子
供
達
の
遊
び
場
で
あ
っ
た
り
、
地
域
の
集
会
所

で
あ
っ
た
り
し
て
、
そ
の
村
や
地
域
に
と
っ
て
な

く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ

し
て
そ
こ
で
幼
か
っ
た
頃
に
い
ろ
ん
な
事
を
学

び
、
大
人
達
に
怒
ら
れ
な
が
ら
、
い
ろ
ん
な
知
識

を
身
に
つ
け
、
い
ろ
ん
な
経
験
を
し
な
が
ら
成
長

し
て
い
っ
た
は
ず
で
す
。

　
し
か
し
現
在
で
は
、
お
寺
と
い
う
の
は
、
葬
儀

や
法
事
の
時
に
し
か
人
が
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
し
て
葬
儀
会
館
や
ホ
ー
ル
が
出
来

る
と
、
葬
儀
す
ら
お
寺
で
や
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
日
本
人
が
培
っ
て
き
た
大

切
な
人
間
形
成
の
場
を
自
ら
放
棄
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
幕
末
、
ア
メ
リ
カ
の
総
領
事
と
し
て
着
任
し
た

ハ
リ
ス
は
、
自
分
の
仕
事
で
あ
る
日
本
と
通
商
条

約
を
結
ぶ
以
上
に
、
こ
の
ア
ジ
ア
の
閉
ざ
さ
れ
た

国
を
、
自
分
が
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
教
で
人
々
を
幸

せ
に
導
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
日
本
に
滞
在
す
る
う
ち
に
、
彼
の
考

え
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
彼
の
日
記
に

は
「
日
本
人
は
、皆
よ
く
肥
え
、身
な
り
も
よ
く
、

幸
福
そ
う
で
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
富
者
も
貧

者
も
な
い
、
こ
れ
が
恐
ら
く
人
民
の
本
当
の
幸
福

の
姿
な
の
だ
ろ
う
。
日
本
を
開
国
し
て
外
国
の
影

響
を
受
け
さ
せ
る
事
が
、
果
た
し
て
こ
の
人
々
の

普
遍
的
な
幸
福
を
増
進
す
る
所
以
で
あ
る
か
ど
う

か
、
疑
わ
し
く
な
る
。
私
は
質
素
と
正
直
の
黄
金

時
代
を
、
い
ず
れ
の
他
の
国
に
お
け
る
よ
り
も
、

よ
り
多
く
日
本
に
お
い
て
見
い
だ
す
。
生
命
と
財

産
の
安
全
、
全
般
の
人
々
の
質
素
と
満
足
と
は
、

現
在
の
日
本
の
顕
著
な
姿
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。」
と
あ
り
ま
す
。

　
幕
末
の
あ
の
混
乱
期
で
さ
え
、
欧
米
人
は
他
に

植
民
地
と
し
た
国
々
と
日
本
と
を
き
ち
ん
と
識
別

し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ハ
リ
ス
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
日
本
で
独
自
に
発
展
し
て
い
っ
た
、
正
直

で
人
を
敬
い
、
先
祖
を
敬
う
事
を
大
き
な
柱
と
す

る
大
乗
仏
教
の
思
想
が
、
大
き
く
影
響
し
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
ん
な
日
本
人
が
大
き
く
変
革
し
て
い
く
の

が
、
こ
の
開
国
に
よ
る
明
治
期
、
そ
し
て
第
二
次

世
界
大
戦
後
の
現
代
日
本
で
し
ょ
う
。
こ
の
二
つ

の
変
革
に
よ
っ
て
、
自
由
を
得
た
と
い
う
事
を
耳

に
し
ま
す
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
開

国
し
て
文
明
の
波
は
押
し
寄
せ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
江
戸
時
代
ま
で
続
い
た
士
農
工
商
と
い
う

制
度
上
の
差
別
を
、
日
本
人
自
ら
ぶ
ち
壊
し
ま
し

た
。
イ
ン
ド
や
ネ
パ
ー
ル
な
ど
の
よ
う
に
、
い
ま

だ
に
カ
ー
ス
ト
を
引
き
ず
っ
て
い
る
訳
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
ん
な
日
本
の
姿
を
見
て
、
ハ
リ
ス
は

驚
愕
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
時
ア
メ
リ
カ
を
始
め
、
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
と
世
界
の
列
強
が
日
本

に
迫
り
ま
す
。
し
か
し
混
乱
し
て
い
て
も
、
日
本

人
の
心
の
中
に
は
敵
だ
ろ
う
が
味
方
だ
ろ
う
が
、

一
杯
の
お
茶
を
出
す
こ
こ
ろ
の
余
裕
が
あ
り
ま
し

た
。こ
れ
こ
そ
が
日
本
人
が
当
時
の
列
強
を
し
て
、

日
本
は
手
強
い
と
思
わ
せ
た
所
以
で
あ
り
、
日
本

人
の
仏
教
の
思
想
に
、
何
も
か
も
捨
て
て
こ
そ
、

日
本
の
置
か
れ
た
状
況
が
把
握
で
き
る
と
あ
り
、

明
治
の
高
官
は
そ
う
考
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
良
く
日
本
人
は
猿
真
似
が
う
ま
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
ん
な
職
業
で
も
ま
ず
は
先

駆
者
の
真
似
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
真
似
が
出
来
て
こ
そ
、
そ
れ
を
土
台
に
新
し

い
発
想
が
生
ま
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
基
礎
が
出

来
て
こ
そ
、応
用
に
繋
が
る
と
い
う
事
な
の
で
す
。

　
し
か
し
、
今
こ
う
い
っ
た
教
訓
を
生
か
せ
ず
、

単
に
崩
壊
の
道
に
進
ん
で
い
る
の
は
、
毎
年
の
よ

う
に
、
日
本
の
代
表
で
あ
る
首
相
が
変
わ
る
、
政

治
家
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
の
生
き
て
い

る
こ
の
一
瞬
で
さ
え
、
ど
こ
か
で
訳
の
わ
か
ら
な

い
事
故
や
殺
人
が
起
こ
っ
て
、
善
良
な
人
々
を
奈

落
の
底
に
突
き
落
と
し
て
い
ま
す
。

　
昔
な
ら
、
こ
ん
な
所
に
は
行
っ
て
は
い
け
な
い

と
か
、
こ
う
い
う
事
を
し
て
は
駄
目
だ
と
か
、
周

り
の
大
人
達
に
教
え
て
も
ら
っ
て
、
成
長
し
て
い

く
事
が
出
来
ま
し
た
。
し
か
し
、現
代
社
会
で
は
、

そ
う
い
っ
た
大
人
達
も
い
な
く
な
り
、
下
手
に
説

教
な
ど
す
る
と
、
逆
に
こ
ち
ら
に
挑
み
か
か
っ
て

く
る
、
い
わ
ゆ
る
逆
ギ
レ
の
大
人
も
子
供
も
極
端

に
増
え
て
き
て
お
り
ま
す
。

　
自
分
さ
え
良
け
れ
ば
、
自
分
の
事
だ
け
を
考
え

れ
ば
、
こ
の
世
は
生
き
て
い
け
る
と
で
も
考
え
て

い
る
人
間
ば
か
り
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
は
日
本
人
と
い
う
も
の
を
否
定
す
る
、
危
機
的

状
況
な
の
で
す
。

　
今
一
度
、
明
治
維
新
の
あ
の
時
代
の
よ
う
に
、

外
か
ら
来
た
人
間
に
も
、
日
本
は
な
ん
て
安
全
で

平
和
な
素
晴
ら
し
い
国
な
ん
だ
ろ
う
と
、
思
っ
て

も
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
る
か
。
本

当
に
そ
う
な
る
為
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
。

　
ハ
リ
ス
の
言
葉
の
中
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
隠
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
彼
の
言
う「
質
素
と
正
直
」

と
い
う
言
葉
で
す
。

　
今
の
時
代
は
、
不
景
気
と
い
う
割
に
は
飽
食
の

時
代
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
食
物
が
溢
れ
、
少
し
ぐ
ら

い
形
の
悪
い
物
は
市
場
に
す
ら
出
て
き
ま
せ
ん
。

こ
ん
な
事
を
し
て
い
て
は
、
生
産
者
が
手
塩
に
か

け
て
育
て
た
野
菜
が
、
ま
っ
た
く
浮
か
ば
れ
ま
せ

ん
。
何
時
の
頃
か
ら
日
本
人
は
こ
ん
な
風
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
物
を
大
切
に
す
る
こ

こ
ろ
、
人
を
思
い
や
る
心
に
、
日
本
人
の
教
育
と

い
う
か
、
道
徳
の
原
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
そ
の
昔
、
百ひ

ゃ
く

丈じ
ょ
う

懐え

海か
い

禅ぜ
ん

師じ

は
、
八
十
歳
に
な
っ

て
も
日
々
の
作
業
（
作
務
）
を
や
め
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。
禅
師
の
身
体
を
心
配
し
た
弟
子
達
が
、

畑
作
業
を
す
る
道
具
を
す
べ
て
隠
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
そ
の
日
の
禅
師
は
道
具
が
な
い
の
で
作
業

が
出
来
ま
せ
ん
。
弟
子
達
は
喜
び
ま
し
た
が
、
禅

師
は
そ
の
日
の
食
事
を
「
一
日
作
さ
ざ
れ
ば
、
一

日
食
ら
わ
ず
」
と
言
っ
て
召
し
上
が
ら
な
か
っ
た

そ
う
で
す
。

　
弟
子
達
は
自
分
た
ち
の
非
を
詫
び
、
道
具
を
隠

し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
し
ま
し
た
。
翌
日
か
ら
禅
師

は
作
務
に
励
み
、食
事
も
取
っ
た
と
い
う
事
で
す
。

こ
れ
は
、
自
分
が
本
当
に
汗
水
流
し
て
働
く
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
は
な

く
、
自
分
が
仏
の
道
に
あ
る
僧
侶
で
あ
る
か
ら
、

今
日
は
仏
作
仏
行
、
仏
の
た
め
に
働
く
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
か
ら
、
食
べ
ら
れ
な
い
と
い
う
事
な

の
で
す
。

　
つ
ま
り
、
自
分
は
こ
う
し
て
社
会
か
ら
生
か
さ

れ
て
い
る
、
生
か
し
て
頂
い
て
い
る
と
い
う
、
感

謝
の
心
を
持
っ
て
生
活
し
て
い
け
ば
、
自
然
に
感

謝
の
気
持
ち
が
起
き
る
は
ず
で
す
。
食
料
に
つ
い

て
も
、
あ
り
が
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
れ
ば
、

多
少
曲
が
っ
て
い
て
も
、
汚
れ
て
い
て
も
、
そ
ん

な
も
の
は
気
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て

日
々
の
生
活
が
、
素
直
で
質
素
に
な
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
は
仏
教
徒
で
あ
る

こ
と
に
、
誇
り
が
持
て
る
よ
う
な
世
界
に
し
て
い

け
ば
、
日
本
は
必
ず
良
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
く

と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

巻頭法話❖「質素と正直」

今
、
我
々
は
本
当
に
何
を
す
べ
き
か

自
分
は
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
喜
び

ハ
リ
ス
は
幕
末
混
乱
期
の
日
本
人
に

何
を
学
ん
だ
か
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四
寺
廻
廊
の
御
朱
印
を
集
め
て
四
寺
を

巡
っ
て
い
る
人
は
、
も
う
珍
し
く
な
く

な
っ
て
き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
二
回
目
三

回
目
と
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
信
者
の
方

も
い
る
よ
う
で
す
。四
寺
廻
廊
事
務
局
で
は
、

も
っ
と
も
っ
と
心
に
残
る
お
参
り
の
旅
に
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
、
御
朱
印
に
続
い
て
四

寺
廻
廊
写
経
を
始
め
ま
し
た
。
旅
の
途
中
の

宿
で
写
経
を
し
て
心
を
和
ま
せ
た
い
、
初
め

て
だ
け
ど
写
経
し
て
み
た
い
、
と
思
い
た
っ

た
と
き
お
手
持
ち
の
ペ
ン
で
書
き
始
め
ら
れ

ま
す
。
書
き
上
げ
た
写
経
は
、
次
に
立
ち
寄

る
予
定
の
四
寺
へ
奉
納
し
て
も
よ
し
、
自
宅

に
持
ち
帰
っ
て
仕
上
げ
て
事
務
局
に
送
り
納

め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
各
寺
院
や
事
務
局
に
奉
納
さ
れ
た
写
経
は

毎
年
六
月
十
三
日
開
催
さ
れ
る
四
寺
廻
廊
法

要
で
、
ご
祈
祷
・
供
養
さ
れ
ま
す
。
ち
な
み

に
来
年
は
、
瑞
巌
寺
で
法
要
が
行
わ
れ
る
予

定
で
す
。

　
奉
納
方
法
は
、
立
石
寺
、
瑞
巌
寺
、
中
尊

寺
、
毛
越
寺
の
札
所
に
用
意
し
て
あ
る
納
経

料
込
み
の
四
寺
廻
廊
専
用
写
経
用
紙
を
お
求

め
い
た
だ
き
、
旅
の
宿
や
ご
自
宅
に
戻
ら
れ

て
か
ら
、
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
て
な
ぞ
り

書
き
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
紙
は
通
常
の
写
経
用
紙
よ
り
も
厚
い
の
で

筆
記
用
具
は
、
フ
エ
ル
ト
ペ
ン
や
万
年
筆
が

使
え
ま
す
。も
ち
ろ
ん
毛
筆
で
も
結
構
で
す
。

書
き
終
え
た
ら
ミ
シ
ン
線
か
ら
切
り
取
り
、

ご
奉
納
く
だ
さ
い
。

　
ご
奉
納
さ
れ
た
方
に
は
そ
の
寺
院
の
印
を

押
し
た
奉
納
の
証
の
お
守
り
が
授
け
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
同
封
の
封
筒
を
利
用
し
て
事
務

局
に
お
送
り
い
た
だ
い
て
も
奉
納
の
証
を
お

送
り
い
た
し
ま
す
。

　
納
め
る
場
所
は
各
寺
院
に
よ
っ
て
違
い
ま

す
の
で
、山
門
や
札
所
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　
納
め
た
後
の
半
片
は
般
若
心
経
の
お
経
本

と
し
て
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

　
山
寺
の
入
口
前
を
流
れ
る
清
流
「
立
谷

川
」。
こ
の
川
で
育
っ
た
ニ
ジ
マ
ス
と
こ
の

川
の
水
で
育
て
た
野
菜
や
果
物
を
主
に
使
っ

た
精
進
風
料
理
「
山
寺
御
膳
」。
山
寺
の
歴

史
や
文
化
に
浸
り
な
が
ら
そ
の
土
地
に
古
く

か
ら
伝
わ
る
食
の
恵
み
を
味
わ
う
の
も
旅
の

楽
し
み
で
す
。

　
山
寺
の
紅
葉
狩
り
を
楽
し
ん
だ
あ
と
の
足

休
め
の
ひ
と
と
き
に
は
、
お
茶
と
お
菓
子
。

道
明
寺
（
上
方
風
桜
餅
）
を
生
麩
で
包
み
地

産
の「
ず
ん
だ
」を
の
せ
た「
宝
珠
っ
娘
」と
、

や
ま
で
ら
風
お
や
き
「
宝
珠
っ
子
」
が
お
す

す
め
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
料
理
は
「
や
ま
で
ら
名
物
料
理

提
供
店
」
の
黄
色
い
の
ぼ
り
旗
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
山
寺
門
前
町
の
お
店
で
提
供
し
て
い

ま
す
。

　「
山
寺
御
膳
」
は
完
全
予
約
制
と
な
り
ま

す
。
店
舗
に
よ
っ
て
取
り
扱
う
料
理
が
異
な

り
ま
す
。

四
寺
廻
廊
写
経
始
め
ま
し
た

山寺御膳と
名物菓子
◉やまでらごぜん・めいぶつがし

（写真左より）※表示金額は全て税込
「山寺御膳」	2,500円	
「宝珠っ娘」	 170円	
「宝珠っ子」	 130円	〜		※季節によって具材が変わるため
❖	お問い合わせ・お申し込み先／「山寺観光協会」☎023-695-2816

◉
し
じ
か
い
ろ
う
し
ゃ
き
ょ
う

❖四寺廻廊写経
　…1,000円［納経料込］

▲奉納の証のお守り

◀	書き終えた後は、般若心経の
お教本としてお使いいただけ
ます

	▼	お使いいただく筆記用具は
フエルトペンや万年筆でも
OKです

F ocus
フォーカス

F eature
フューチャー
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慈
覚
大
師
が
中
国
へ
求
法
の
旅

に
出
航
し
た
六
月
十
三
日
に

毎
年
と
り
行
わ
れ
て
い
る
「
慈
覚

大
師
報
恩
四
寺
法
要
」
が
、
今
年

は
中
尊
寺
の
恒
例
行
事
「
法
華
経

一
日
頓
写
経
会
」
に
あ
わ
せ
て
開

催
さ
れ
、
一
二
〇
名
を
超
す
方
々

が
参
加
し
ま
し
た
。

　
当
日
は
午
前
十
時
か
ら
参
加
者

全
員
で
お
経
を
唱
え
、
法
華
経
の

一
字
一
句
を
一
心
に
写
し
て
い
ま

し
た
。
途
中
昼
食
を
挟
ん
で
午
後

二
時
三
十
分
ま
で
行
わ
れ
た
写
経

会
の
間
、
参
加
者
の
心
を
映
す
か

の
よ
う
に
広
い
堂
内
は
静
寂
に
つ

つ
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
写
経
会
は
奥
州
藤
原
氏
二

代
基
衡
公
に
由
来
す
る
も
の
で
、

一
日
の
う
ち
に
参
加
者
全
員
で
法

華
経
十
巻
を
書
き
上
げ
る
と
い
う

も
の
で
す
。
ま
た
、
参
加
者
が
経

文
を
唱
え
儀
式
に
の
っ
と
っ
て
行

う
写
経
は
、
慈
覚
大
師
が
比
叡
山

で
は
じ
め
ら
れ
た
如
法
写
経
と
い

う
修
行
と
し
て
の
写
経
に
ち
な
む

も
の
で
す
。

　
法
華
経
十
巻
を
書
き
上
げ
た

後
、
四
寺
の
僧
侶
に
よ
っ
て
慈
覚

大
師
を
讃
仰
す
る
報
恩
法
要
が
行

わ
れ
、
無
事
写
経
を
完
成
出
来
た

こ
と
に
感
謝
し
て
参
加
者
全
員
で

手
を
合
わ
せ
ま
し
た
。

T O P I C S

四寺法要
「法華経一日頓写経会」

ほ けきょういち に ちと んしゃきょうえ
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