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み
な
さ
ま
ど
う
ぞ
お
参
り
下
さ
い

※
月
参
り
当
日
は
休
み
ま
す
。

　
希
望
の
方
は
前
後
に
お
参
り
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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老
院
の
語
る

瑞
林
寺
か
ら
車
で
�Í�Ì
分
、
信
濃
川
の
平

成
大
橋
を
渡
る
と
①
逆
さ
竹
の
鳥
屋
野
西

方
寺
様
、
橋
の
手
前
を
右
に
折
れ
て
５
分
で

黒
崎
の
②
山
田
焼
鮒
の
田
代
家
で
す
。

ま
た
、
七
不
思
議
に
準
ず
る
旧
跡
と
し

て
鳥
屋
野
の
対
岸
、
信
濃
川
を
渡
る
手
前

を
左
、
平
島(

鮫
面)

に
聖
人
の
波
切
の

御
名
号
様
を
守
り
伝
え
る
鈴
木(

新
十
郎

)

家
が
あ
り
ま
す
。
小
針
は
聖
人
と
大
変

ご
縁
の
深
い
土
地
柄
で
旧
来
土
着
の
小
針
・

平
島
・
青
山
は
一
軒
残
ら
ず
真
宗
門
徒
の

村
で
し
た
。

ほ
か
に
安
田
の
③
三
度
栗
の
孝
順
寺
様
、

小
島
の
④
数
珠
掛
桜
と
⑤
八
つ
房
の
梅
の
旧

跡
梅
護
寺
様
⑥
田
上
の
つ
な
ぎ
榧(

か
や)

の
了
玄
寺
様
に
上
越
市
の
⑦
片
葉
の
芦
が
親

鸞
聖
人
の
越
後
七
不
思
議
の
旧
跡
と
し
て
、

今
日
ま
で
全
国
か
ら
門
徒
の
人
た
ち
が
お
参

り
さ
れ
ま
す
。

　　　
千
年
前
の
蒲
原
小
針
は

親
鸞
聖
人
は
今
か
ら
八
〇
五
年
前
の
承

元
元
年(

一
二
〇
七)

、
朝
廷
の
念
仏
弾

圧
に
よ
っ
て
越
後
に
五
年
の
刑
の
流
罪
と
な

り
、
お
師
匠
の
法
然
様
は
四
国
に
、
ほ
か
に

伊
豆
や
佐
渡
に
ま
た
首
を
切
ら
れ
る
仲
間
の

弟
子
た
ち
も
あ
り
ま
し
た
。

五
年
の
刑
の
あ
と
二
年
の
あ
い
だ
鳥
屋
野

や
山
田
な
ど
蒲
原
の
土
地
を
念
仏
の
教
え
を

説
い
て
歩
か
れ
、
そ
こ
か
ら
七
不
思
議
の
伝

説
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

当
時
の
小
針
周
辺
の
風
景
は
ど
ん
な
で

あ
っ
た
と
皆
さ
ん
想
像
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

越
後
で
も
っ
と
も
古
く
、
平
安
の
中
期
に
画

か
れ
た
康
平
絵
図
（
一
〇
六
〇
）
で
は
、

長
岡
、
弥
彦
角
田
、
東
は
新
津
丘
陵
を
山

並
み
と
し
て
蒲
原
平
野
は
湾
と
な
り
、
そ
の

中
に
島
々
が
点
在
、
そ
の
一
つ
に
鳥
屋
野
島

も
見
え
ま
す
。
私
た
ち
の
住
む
蒲
原
平
野
が

信
濃
川
と
阿
賀
野
川
の
運
ぶ
土
砂
に
よ
っ
て

で
き
あ
が
る
、
そ
の
原
型
を
伝
え
る
絵
図
と

も
い
わ
れ
ま
す
。

　　

川
の
濁
流
が
運
ぶ
土
砂
で
砂
丘
が
横
に
向

か
っ
て
次
々
に
で
き
あ
が
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
す

そ
野
に
人
々
が
住
み
つ
き
裏
の
砂
山
に
畑
を
、

前
の
川
面
の
魚
を
捕
り
、
稲
作
を
始
め
、
海

水
で
塩
作
り
も
し
た
で
し
ょ
う
。

　　

砂
丘
は
亀
田
を
中
心
に
東
西
、
西
は
西

川
町
の
升
潟
方
面
ま
で
延
び
る
亀
田
砂
丘
，

次
の
沼
垂
砂
丘
は
鳥
屋
野
を
通
っ
て
小
新
の

的
場
、
緒
立
ま
で
つ
ら
な
り
、
最
後
に
で
き

た
砂
丘
が
今
の
新
潟
海
岸
で
す
。

　　

砂
丘
、
小
高
い
丘
を
山
と
い
い
、
茅
野
山
、

松
山
、
丸
山
、
石
山
、
姥
ケ
山
な
ど
山
の

つ
く
地
名
が
亀
田
地
区
に
多
い
の
は
、
そ
れ

が
由
来
と
い
わ
れ
ま
す
。
小
針
で
も
今
の
住

宅
地
と
な
っ
て
い
る
砂
丘
、
砂
山
を
山
と
い
い
、

転
じ
て
田
畑
の
農
作
業
に
出
か
け
る
こ
と
を

「
山
に
行
く
」
と
言
い
ま
し
た
。

　　　

平
安
時
代
、
小
新
の
的ま

と
ば場

は

　　　　　　　

越
後
の
一
大
漁
業
基
地

　　

最
近
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
小
新
の
流
通

セ
ン
タ
ー
の
あ
る
緒
立
に
は
古
墳
時
代
か
ら
の

生
活
の
跡
が
あ
り
、
的
場
は
親
鸞
聖
人
が
越

後
の
蒲
原
を
歩
か
れ
る
ず
っ
と
前
の
平
安
時
代

に
、
す
で
に
鮭
を
捕
り
加
工
品
や
塩
鮭
を
都
に

納
め
る
、
越
後
国
の
漁
業
の
一
大
基
地
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　　

そ
れ
が
い
つ
の
時
代
か
、
沈
下
陥
没
し
て
消

え
、
潟
沼
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
開
発
以
前
、

小
新
に
は
四
つ
の
潟
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
が
的

場
潟
で
、
そ
の
潟
を
乾
か
し
、
埋
め
立
て
た
の

が
今
日
の
流
通
セ
ン
タ
ー
で
す
。
開
発
で
地
下

に
眠
っ
て
い
た
遺
跡
が
こ
の
世
に
光
を
見
た
の
で

す
。

　　

八
〇
〇
年
前
の
信
濃
川
は
、
元
、
信
濃
川

の
本
流
と
も
い
わ
れ
る
信
濃
西
川
（
現
西
川
）

と
合
流
し
て
平
島
か
ら
青
山
で
日
本
海
に
注

ぐ
、
今
の
関
屋
分
水
の
流
路
が
当
時
の
姿
で
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
日
の
新
潟
島
は
小
さ

な
島
が
点
在
し
て
、
未
だ
海
と
川
水
が
交
わ
る

内
海
、
湾
で
は
な
い
か
。

　　

小
新
の
的
場
や
緒
立
は
，
西
川
や
信
濃
川

が
海
に
注
ぐ
河
口
近
く
に
あ
っ
て
越
後
の
国
津

で
あ
る
蒲
原
津
や
、
沼
垂
城
に
直
近
の
漁
業
生

産
基
地
で
、
内
水
面
の
交
通
の
要
路
と
し
て
も

人
々
の
生
活
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

　　

的
場
は
瑞
林
寺
か
ら
直
線
で
直
線
で
２
キ

ロ
、
す
で
に
越
後
の
民
衆
が
活
発
に
行
動
し
て

い
た
の
で
す
。

お
日
中
　
十
時
三
十
分

お
　
斎
　
正
　
午

お
逮
夜
　
一
時
十
五
分

淤お　

泥で

い　

華げ

親
鸞
聖
人
の
越
後

お
念
仏
の
歳
時
記 

⑱

★
鐘
楼
の
脇
に
あ
る
百さ

る
す
べ
り

日
紅
の
枝

が
枯
れ
か
か
っ
て
い
て
、
現
在
治

療
中
で
す
。
造
園
屋
さ
ん
の
話
で

は
、
下
の
小
さ
い
竹
の
葉
が
生
い

茂
り
す
ぎ
て
呼
吸
が
で
き
な
い
と

の
こ
と
で
し
た
。

★
こ
の
百さ

る
す
べ
り

日
紅
は
五
十
年
位
前
、

坂
井
の
中
沢
角
左
衛
門
さ
ん
の
寄

進
で
、
世
話
方
の
中
沢
均
さ
ん
の

お
父
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
時
に
自

宅
か
ら
寺
へ
移
し
た
そ
う
で
す
。

★
当
時
ま
だ
小
学
生
だ
っ
た
均
さ

ん
が
、
ず
っ
と
そ
の
木
を
見
つ
め

て
い
た
と
老
院
が
言
っ
て
ま
し
た
。

お
父
さ
ん
の
事
を
思
い
な
が
ら
見

つ
め
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

★
木
々
に
魂
は
宿
る
と
言
い
ま
す

が
、
な
ん
と
か
枯
れ
ず
に
ま
た
綺

麗
な
百さ

る
す
べ
り

日
紅
の
花
を
咲
か
せ
て
も

ら
い
た
い
と
願
い
ま
す
。

★
小
針
中
学
の
卒
業
式
で
Ｐ
Ｔ
Ａ

会
長
と
し
て
祝
辞
を
読
み
感
慨
深

く
な
り
ま
し
た
。
３
月
は
別
れ
の

月
で
す
が
、
ま
た
出
会
い
が
始
ま

り
ま
す
。
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
た

方
々
と
も
日
々
出
会
い
続
け
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。　
　
　
　

（
住
職
）

　

聖
人
の
越
後
七
不
思
議



　
本
堂
の
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
安
置
し
て
あ
る
須
弥
壇

や
親
鸞
聖
人
や
七
高
僧
の
雄
掛
け
軸
が
飾
っ
て
あ
る

方
を
お
内
陣
。
皆
さ
ん
が
座
っ
て
お
参
り
す
る
所
を

外
陣
と
呼
び
ま
す
。
そ
の
境
目
の
一
段
高
く
な
っ
て

い
る
所
の
金
の
金
具
が
、
波
の
形
に
鎚
起
し
て
あ
る

の
を
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
は
三
途
の
川
の
波
を
表
し
ま
す
。
三
途
と
は

三
毒
の
煩
悩
を
あ
ら
わ
し
、
人
の
苦
悩
の
原
因
で
も

あ
り
ま
す
。
三
毒
と
は
、
貪と
ん
よ
く欲

・
瞋し

ん
に恚

・
愚ぐ

ち痴
を
い

い
ま
す
。 

　
貪と

ん

よ

く欲
…
貪む

さ
ぼ

り

　
瞋し

ん

に恚
…
怒い

か

り

　
愚ぐ

ち痴
…
無む

み
ょ
う明
・
現
実
逃
避

三
途
の
川
は
火
の
川
、
水
の
川
か
ら
成
っ
て
お
り
、

火
の
川
が
瞋
恚
、水
の
川
が
貪
欲
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。

そ
の
火
の
川
、
水
の
川
が
私
の
前
に
立
ち
は
だ
か
れ

ば
愚
痴
し
か
出
て
く
る
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

三
毒
の
煩
悩
の
中
で
、
我
々
は
日
々
ま
さ
に
煩
い
悩

ん
で
い
る
の
で
す
。

　
三
途
の
川
を
超
え
た
所
に
極
楽
浄
土
が
あ
り
ま

す
。
三
途
の
川
と
い
う
と
死
ん
だ
後
に
渡
る
川
か
と

思
い
き
や
、
日
々
、
貪
欲
と
瞋
恚
の
荒
れ
狂
う
波
の

中
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
当

に
そ
の
川
を
渡
り
き
る
の
は
死
ぬ
時
で
す
。
仏
さ
ま

の
国
、
西
方
極
楽
浄
土
へ
参
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。

　
で
は
、
日
々
渡
ろ
う
と
し
て
い
る
三
途
の
川
を
ど

う
や
っ
た
ら
渡
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
こ
が
一

番
の
問
題
で
す
。

　
だ
い
た
い
日
常
の
中
で
、
自
分
が
煩
い
悩
む
根
源

が
何
か
な
ん
て
こ
と
は
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
せ
い
ぜ
い
人
の
せ
い
に
し
て
み
た
り
、
世
の
中

や
社
会
、
政
治
の
せ
い
に
し
て
み
た
り
す
る
の
が
関

の
山
で
す
。
そ
れ
は
確
か
に
苦
悩
の
縁
に
は
な
り
ま

す
が
、
あ
く
ま
で
も
外
の
縁
で
、
根
本
的
な
原
因
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
外
の
縁
を
い
く
ら
何
と
か
し
て
み

て
も
、
最
終
的
の
根
本
的
な
原
因
は
三
つ
の
毒
で
あ

る
貪と
ん
よ
く欲
・
瞋し
ん
に恚
・
愚ぐ

ち痴
に
煩
わ
ず
ら
い
悩
ま
さ
れ
続
け
て
い

る
の
で
す
。

　
荒
れ
狂
う
波
を
沈
め
る
こ
と
は
、
自
分
で
到
底
で

き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
怒
り
、
腹
立
ち
、
憎

し
み
、
妬ね
た

み
は
ま
さ
に
そ
の
煩
悩
の
荒
波
で
あ
り
、

冷
静
さ
を
取
り
戻
す
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
す
。
人

を
責
め
る
か
、
何
か
の
せ
い
に
し
な
く
て
は
気
が
す

ま
な
い
。

　
外
の
原
因
は
し
っ
か
り
正
す
と
こ
ろ
は
正
さ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
我
慢
し
て
生
き
な
さ
い

と
い
う
の
が
仏
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ち
な
み
に
我
慢
も
仏
教
で
は
慢
心
の
一
つ
で
煩
悩

に
な
り
ま
す
。
結
局
、
我
慢
し
た
と
し
て
も
苦
悩
の

原
因
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
は
自
分
で
は
な
か
な
か
自
覚

で
き
ま
せ
ん
。
自
覚
で
き
た
ら
怒
り
も
妬
み
も
お
さ

ま
っ
て
い
く
は
ず
だ
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
煩
悩
の

波
は
い
よ
い
よ
激
し
さ
を
増
す
だ
け
で
す
。

　
そ
の
時
、大
事
な
事
は
、家
で
あ
れ
ば
お
内
仏
（
仏

春 

彼 

岸 

法
話

壇
）
に
向
か
う
こ
と
で
す
。
三
途
の
川
の
向
こ
う
岸

に
手
を
合
わ
す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
向
こ
う
岸
か
ら

私
を
見
ま
も
っ
て
下
さ
る
仏
さ
ま
が
呼
び
か
け
て
下

さ
る
の
で
す
。「
大
丈
夫
だ
よ
、
ち
ゃ
ん
と
私
が
見

て
い
る
よ
」
と
。

　
腹
が
立
っ
た
か
ら
手
を
合
わ
す
と
い
う
よ
り
、
日

常
の
、日
々
の
生
活
の
中
で
お
内
仏
に
手
を
合
わ
し
、

お
正
信
偈
を
読
む
習
慣
が
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
そ
の

声
は
大
き
く
私
の
心
の
内
に
響
い
て
く
る
の
で
す
。

お
正
信
偈
に
、

　
　
　
貪と

ん

な

い愛　

瞋し

ん

ぞ

う憎　

之し

う

ん

む

雲
霧
　

　
　
　
常じ

ょ
う

ふ覆　

真し

ん

じ

つ実　

信し

ん

じ

ん

て

ん

心
天

と
あ
り
ま
す
。

　
貪と
ん
あ
い愛
は
貪
欲
、
瞋し
ん
ぞ
う憎
は
瞋
恚
、
そ
の
貪
欲
と
瞋
恚

が
愛
・
憎
を
生
み
出
し
ま
す
。
愛
と
憎
し
み
は
違
順

す
る
と
親
鸞
聖
人
は
教
え
て
く
だ
い
ま
す
。
つ
ま
り

愛
情
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
ボ
タ
ン
の
か
け
違
い

で
憎
し
み
が
深
く
な
る
。
こ
れ
だ
け
愛
し
て
い
た
の

に
裏
切
ら
れ
た
時
の
憎
し
み
は
想
像
を
絶
し
ま
す
。

　
し
か
し
そ
れ
は
雲
霧
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、

真
実
を
覆
い
隠
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
す
。
そ
の

雲
霧
が
逆
に
、
本
当
の
人
と
し
て
の
真
実
の
関
係
性

を
見
つ
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
天
に
太
陽
が
い
つ
も
あ
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
こ
と

が
あ
っ
て
も
救
う
と
誓
わ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
が

私
を
信
じ
て
見
ま
も
っ
て
下
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
を
信
じ
て
お
内
仏
に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
、
苦

悩
の
根
源
を
私
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
る
仏
さ
ま
か
ら

の
一
番
の
手
立
て
で
あ
る
の
で
す
。
　
　

法
話
　住
職
　廣
澤 

晃
隆
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瑞林寺ホームページ　　http://zuirinji.com/

三さ
ん
ず途

の
川
の
三
途
と
は

　　　　　

三
毒
の
煩
悩

火
の
川
・
水
の
川

お
内
仏
に
向
か
う
習
慣

瑞林寺ホームページ　　http://zuirinji.com/

★出発日　５月１１日（月）

★参加費　一人　８，０００円　（昼食代含む）

★出　発　瑞林寺　午前８時半（午前８時本堂集合）

★締　切　４月末日まで　　定員３５名

瑞林寺 （8:00 本堂集合 8:30 出発） ＝西
さ い ほ う じ

方寺 ・ 逆さだけ ・ 親鸞聖人草庵＝梅
ば い ご じ

護寺 ・

珠数掛け桜 ・ 八つ房の梅＝阿賀の里 〈昼食〉 ＝孝
こ う じ ゅ ん じ

順寺 ・ 三度栗＝五十嵐邸ガーデ

ン＝水原 ・ 無
む い し ん じ

為信寺＝天王 ・ 市島邸＝＝瑞林寺 （１8 ： １５）
　　　　　　　　　　

研修行程

愛あ
い
ぞ
う憎

が
違い

じ
ゅ
ん順

す
る
我
が
身

越後七不思議 と 越後豪農めぐりの旅 第１弾
瑞林寺　光輪会　春の一日バス研修旅行

★申込みは別紙の案内状の申込み書にてお願いします。

親
鸞
聖
人
ご
流
罪
の
道
の
り

な
む
街
道
を
歩
く
２５
日
間
の
旅

　

世
話
方
の
前
田
さ
ん
参
加

　

昨
年
の
「
親
鸞
と
な
む
の
大

地
」
展
は
盛
況
の
中
に
終
わ
り

ま
し
た
。
展
示
会
は
終
わ
り
ま

し
た
け
ど
、
引
き
続
き
親
鸞
聖

人
の
御
遺
徳
を
偲
び
、
今
年
か

ら
三
年
間
か
け
て
越
後
七
不
思

議
を
巡
っ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

そ
の
第
一
弾
と
し
て
安
田
・

水
原
方
面
の
、
も
と
北
蒲
原
郡

を
中
心
に
越
後
七
不
思
議
と
、

な
む
の
大
地
が
育
ん
だ
越
後
の

豪
農
巡
り
を
計
画
し
ま
し
た
。

　

越
後
は
日
本
で
も
ト
ッ
プ
の
豪

農
が
何
軒
も
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
当
時
は
人
口
も
日
本
一
で
し

た
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
生
き

た
越
後
の
地
に
流
れ
る
精
神
生

活
を
支
え
た
の
が
親
鸞
聖
人
の

念
仏
の
教
え
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

今
回
は
御
老
院
が
ガ
イ
ド
と

な
っ
て
知
ら
れ
ざ
る
越
後
の
歴

史
を
語
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
参

加
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

一
日
目
、
宿
で
ス
タ
ッ
フ
に
あ
ず
け
る
荷
物
を
渡
し
、
全

員
で
親
鸞
の
草
庵
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
東
本
願
寺
の
岡
崎
別

院
に
向
か
い
本
堂
で
出
発
式
を
行
な
う
。

読
経
の
後
、
仏
光
寺
派
の
佐
々
木
亮
一
宗
務
総
長
か
ら
激

励
を
受
け
、
最
高
齢
八
十
歳
の
新
潟
市
秋
葉
区
か
ら
参
加
し

た
佐
藤
千
代
衛
さ
ん
が
「
親
鸞
聖
人
の
ご
苦
労
を
し
の
び
な

が
ら
完
歩
す
る
」
と
仏
前
で
宣
誓
し
、
三
十
六
名
が
岡
崎
別

院
を
出
発
す
る
。
ス
ト
レ
ッ
チ
は
ど
の
よ
う
な
悪
天
候
で
も

出
発
前
と
ゴ
ー
ル
到
着
後
に
は
必
ず
行
う
決
ま
り
に
な
っ
て

お
り
、
そ
の
他
リ
ー
ダ
ー
の
判
断
で
適
宜
行
う
こ
と
に
決
め

ら
れ
て
い
る
。
午
前
中
は
仏
光
寺
、
西
本
願
寺
、
興
正
寺
、

東
本
願
寺
と
め
ぐ
り
、
大
谷
本
廟
で
昼
食
を
と
る
。

大
谷
本
廟
を
出
る
と
ま
っ
す
ぐ
な
急
坂
を
山
科
の
境
ま
で

一
気
に
登
る
、
午
前
中
は
長
く
伸
び
な
か
っ
た
列
が
一
気
に

間
延
び
し
始
め
る
。
山
科
の
境
を
過
ぎ
て
下
り
に
入
っ
て
も

街
中
の
狭
い
道
を
下
る
た
め
、
信
号
や
対
向
車
を
よ
け
な
が

ら
の
た
め
な
か
な
か
列
は
縮
ま
ら
な
い
。
こ
の
た
め
山
科
の

駅
前
を
超
え
た
公
園
で
小
休
止
し
て
隊
列
を
整
え
る
。　

こ

こ
か
ら
は
旧
東
海
道
を
歩
き
山
科
の
追
分
の
手
前
で
歩
道
橋

で
国
道
一
号
線
に
わ
た
り
ト
イ
レ
休
憩
を
す
る
。

休
憩
後
、
今
日
最
後
の
登
り
と
な
る
逢
坂
登
り
に
か
か
る
。

こ
の
坂
で
は
か
な
り
遅
れ
始
め
る
人
が
出
始
め
る
、
逢
坂
の

関
の
碑
が
見
え
る
と
京
都
府
は
終
わ
り
、
滋
賀
県
に
入
る
。

眼
下
に
大
津
の
市
外
と
琵
琶
湖
が
見
え
る
。

聖
人
流
罪
の
道
を
歩
く

　
　
　
　
　

前
田　

隆
夫

二
十
五
日
間
の
旅　

③


