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で
長
野
県
側
扇
沢
へ
、
迎
え

の
バ
ス
で
富
山
佛
立
寺
に
戻

り
解
散
。
一
路
、
大
津
佛
立

寺
へ
と
帰
宅
の
途
に
。

　

今
回
、
錬
成
会
世
話
役
会

長
最
後
の
行
事
で
し
た
が
、

任
期
中
に
千
葉
旭
が
森
を
は

じ
め
佐
渡
、
京
都
等
、
蓮
・

隆
・
扇
三
祖
ゆ
か
り
の
地
、

足
跡
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き

た
の
も
、
布
教
区
長
は
じ
め

教
養
参
与
・
中
山
恒
徳
師
、

世
話
役
各
位
に
支
え
ら
れ
て

の
こ
と
と
感
謝
、
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

い
よ
い
よ
来
年
に
迫
っ
た

門
祖
聖
人
五
五
〇
回
御
遠
諱

に
向
か
い
、
一
層
の
ご
信
心

ご
奉
公
へ
と
決
意
を
新
た
に

し
て
お
り
ま
す
。

（
教
養
錬
成
会
世
話
役
会
・

日
風
寺
・
坪
川
定
男
記
）

　

去
る
六
月
九
〜
十
日
の
二

日
間
、
江
北
布
教
区
夏
期
教

養
錬
成
大
会
が
、
管
内
六
ヵ

寺
よ
り
お
教
務
五
師
を
含
め

総
勢
四
十
名
の
参
加
で
、
富

山
佛
立
寺
に
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
例
年
は
八
月
上
旬
に

開
催
す
る
の
で
す
が
、
本
山

で
の
青
少
年
大
会
と
時
期
が

重
な
る
た
め
、
時
期
を
早
め

て
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　

門
祖
日
隆
聖
人
五
五
〇
回

御
遠
諱
に
合
わ
せ
た
テ
ー
マ

で
毎
回
勉
強
会
を
行
っ
て
き

ま
し
た
が
、
今
回
は
門
祖
聖

人
も
日
々
眺
め
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
雄
大
な
立
山
へ
登
り
、

立
山
黒
部
ア
ル
ペ
ン
ル
ー
ト

を
大
町
へ
と
計
画
し
ま
し
た
。

　

九
日
朝
八
時
、
滋
賀
県
各

寺
院
の
参
加
者
は
大
津
佛
立

寺
を
観
光
バ
ス
で
出
発
。
途

中
、
高
速
道
路
の
パ
ー
キ
ン

グ
か
ら
乗
車
す
る
参
加
者
を

乗
せ
な
が
ら
北
陸
道
を
富
山

ま
で
。
富
山
佛
立
寺
で
北
陸

各
寺
院
か
ら
の
参
加
者
と
合

流
、
布
教
区
長
・
笹
田
昌
要

御
導
師
の
お
話
を
拝
聴
し
、

お
看
経
を
い
た
だ
き
、
バ
ス

で
宿
泊
地
の
宇
奈
月
温
泉
へ

向
か
い
ま
し
た
。

　

途
中
、
門
祖
聖
人
御
生
誕

の
地
・
誕
生
寺
を
見
学
し
、

一
時
間
ほ
ど
で
宿
に
到
着
。

チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
後
、
一
室
に

御
本
尊
を
ご
安
置
し
て
、
全

員
で
到
着
の
お
看
経
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
入
浴

後
は
大
広
間
宴
会
場
に
て
夕

食
、
各
寺
院
ご
信
者
同
士
、

和
や
か
に
交
流
を
深
め
合
い

ま
し
た
。

　

翌
十
日
は
早
朝
五
時
三
十

分
に
宿
を
出
発
。
途
中
の
海

岸
で
日
の
出
と
と
も
に
朝
の

お
看
経
を
い
た
だ
く
予
定
で

し
た
が
、
あ
い
に
く
前
日
か

ら
近
畿
・
北
陸
地
方
も
梅
雨

入
り
と
な
り
雨
模
様
。
立
山

へ
向
か
う
途
中
、
バ
ス
の
中

で
の
お
看
経
と
な
り
ま
し
た
。

　

立
山
麓
で
バ
ス
か
ら
ケ
ー

ブ
ル
カ
ー
、
高
原
バ
ス
と
乗

り
継
ぎ
、
雪
の
大
谷
で
高
さ

十
数
メ
ー
ト
ル
の
雪
の
壁
を

見
て
室
堂
へ
。
ト
ロ
リ
ー
バ

ス
、
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
と
乗
り

継
い
で
黒
部
ダ
ム
に
到
着
。

黒
部
ダ
ム
に
着
い
た
と
き
に

は
雨
も
上
が
り
、
雄
大
な
ダ

ム
を
見
学
し
記
念
撮
影
。
関

電
ト
ン
ネ
ル
ト
ロ
リ
ー
バ
ス

　

日に
ち

像ぞ
う

聖し
ょ
う

人に
ん

の
教き

ょ
う

化か

を
う
け
た
酒さ

か

屋や

、
柳や

な
ぎ

屋や

仲な
か

興お
き

さ
ん
が
、
延え

ん

慶き
ょ
う

二
年
（
一
三
〇
九
）
に
西に

し
の

洞と
う

院い
ん

五ご

条じ
ょ
う

に
小
さ
な
お
寺
を
建た

て
て
妙み

ょ
う

法ほ
う

蓮れ
ん

華げ

寺
と

名な

乗の

る
ん
だ
。
の
ち
に
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

の
僧そ

う

兵へ
い

（
武ぶ

器き

を

持も

っ
て
戦た

た
か

う
僧そ

う

侶り
ょ

）
に
壊こ

わ

さ
れ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、

応お
う

永え
い

年
中
（
一
三
九
四
〜
一
四
二
七
）
に
妙
本
寺

の
月
明
に
反は

ん

対た
い

し
て
お
寺
を
出
た
日に

ち

存ぞ
ん

、
日に

ち

道ど
う

両り
ょ
う

聖し
ょ
う

人に
ん

と
、
日
隆
聖
人
、
そ
れ
と
一い

っ

緒し
ょ

に
出
た

日に
っ

慶け
い

上し
ょ
う

人に
ん

と
い
う
方
は
、
こ
こ
に
小
さ
な
お
寺

を
建
て
直な

お

し
て
教
え
を
弘ひ

ろ

め
ら
れ
る
。
の
ち
に
日

慶
上
人
は
、
柳
屋
さ
ん
一い

ち

族ぞ
く

の
応お

う

援え
ん

を
受
け
て
綾あ

や
の

小こ
う

路じ

大お
お

宮み
や

に
、
妙
法
蓮
華
寺
を
略り

ゃ
く

し
妙
蓮
寺
と
い

う
新
た
な
お
寺
を
建
て
ら
れ
る
ん
だ
よ
。

　

や
が
て
日に

ち

応お
う

師し

が
妙
蓮
寺
の
住じ

ゅ
う

職し
ょ
く

に
な
る
と
盛さ

か

ん
に
な
り
、
文ぶ

ん

明め
い

十
五
年
（
一
四
八
三
）
に
日
存
、

日
道
、
日
隆
聖
人
も
歴れ

き

代だ
い

の
お
住
職
と
し
て
加く

わ

え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。
で
も
、
比
叡
山
か

ら
の
迫
害
に
よ
っ
て
天て

ん

文も
ん

五
年
（
天
文
法ほ

っ

華け

の
乱ら

ん

・

一
五
三
六
）
に
お
寺
を
焼や

か
れ
、
一
時
堺さ

か
い

に
避ひ

難な
ん

す
る
ん
だ
が
、
天
文
十
一
年
、
大
宮
西に

し

小こ
う

路じ

に
再

建
。
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

の
京き

ょ
う

都と

市し

中ち
ゅ
う

整せ
い

備び

に
よ
り
現げ

ん

在ざ
い

地ち

に
移い

転て
ん

し
た
ん
だ
。
私わ

た
し

た
ち
本ほ

ん

門も
ん

佛ぶ
つ

立り
ゅ
う

宗し
ゅ
う

の

本
山
宥ゆ

う

清せ
い

寺じ

は
、
元
は
妙
蓮
寺
の
末ま

つ

寺じ

だ
っ
た
ん

だ
よ
。

　

戦せ
ん

国ご
く

時じ

代だ
い

の
英え

い

雄ゆ
う

・
織お

田だ

信の
ぶ

長な
が

が
、
天て

ん

正し
ょ
う

十

年
（
一
五
八
二
）
六
月
二
日
、
部ぶ

下か

の
明あ

け

智ち

光み
つ

秀ひ
で

の
裏う

ら

切ぎ

り
に
よ
っ
て
殺こ

ろ

さ
れ
た
「
本
能
寺
の
変へ

ん

」

は
有ゆ

う

名め
い

だ
ね
。
そ
の
舞ぶ

台た
い

に
な
っ
た
お
寺
だ
よ
。

　

本
能
寺
は
、
日
隆
聖
人
が
二
回
目
に
妙
本
寺
を

出
ら
れ
た
応お

う

永え
い

二
十
二
年
（
一
四
一
五
）
に
建
て

ら
れ
た
も
の
で
、
最さ

い

初し
ょ

は
「
本
応
寺
」
と
い
う
名

前
だ
っ
た
ん
だ
。
日
隆
聖
人
は
、
妙
本
寺
が
比
叡

山
の
僧
兵
に
よ
り
壊
さ
れ
る
と
、
そ
の
再
建
の
た

め
戻も

ど

ら
れ
る
ん
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
月
明
と
対た

い

立り
つ

し
て
応
永
二
十
五
年
、
三
回
目
と
な
る
最さ

い

後ご

の
妙

本
寺
か
ら
の
出し

ゅ
つ

寺じ

と
な
る
ん
だ
。
本
応
寺
も
そ
の

時
に
月
明
に
壊
さ
れ
て
し
ま
う
ん
だ
。

　

や
が
て
永え

い

享き
ょ
う

元
年
（
一
四
二
九
）、
京き

ょ
う

都と

に
戻

ら
れ
た
日
隆
聖
人
は
、
ご
信し

ん

者じ
ゃ

の
山
本
宗そ

う

句く

さ
ん

の
援え

ん

助じ
ょ

で
内う

ち

野の

に
本
応
寺
を
再
建
し
、
永
享
五
年

に
は
如に

ょ

意い

王お
う

丸ま
る

（
足あ

し

利か
が

尊た
か

氏う
じ

の
弟
の
直た

だ

義よ
し

の
子
）

か
ら
六ろ

っ

角か
く

大
宮
の
西
、
四し

條じ
ょ
う

坊ぼ
う

門も
ん

に
大
き
な
土

地
を
有ゆ

う

志し

さ
れ
て
本
応
寺
を
移
転
し
、「
本
能
寺
」

と
名
前
を
変か

え
ら
れ
た
ん
だ
。

　

本
能
寺
は
、
足
利
家
の
保ほ

護ご

を
受
け
て
大
い
に

発は
っ

展て
ん

し
、
当
時
の
京
都
市
中
は
「
題だ

い

目も
く

の
巷ち

ま
た

（
お

お
い
に
弘
ま
る
）」
と
言
わ
れ
た
ん
だ
。
し
か
し

天
文
五
年
、
そ
れ
に
怒
っ
た
比
叡
山
等な

ど

の
迫
害
に

よ
り
、
他た

の
日に

ち

蓮れ
ん

大だ
い

士し

の
教
え
を
い
た
だ
い
た
京

都
市
中
二
十
一
の
寺じ

院い
ん

と
と
も
に
焼
か
れ
て
し
ま

う
ん
だ
。（
天
文
五
年
、
天
文
法
華
の
乱
・
一
五

三
六
）

　

天
文
十
四
年
に
は
四
条
西
洞
院
に
移
転
し
て
再

建
し
た
ん
だ
け
ど
、
今こ

ん

度ど

は
本
能
寺
の
変
で
焼
か

れ
て
し
ま
い
、
豊
臣
秀
吉
の
命め

い

令れ
い

で
鴨か

も

川が
わ

村
（
現

在
地
の
寺て

ら

町ま
ち

御お

池い
け

）
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
ん

だ
。
そ
こ
で
も
、
戦せ

ん

争そ
う

や
火か

災さ
い

に
よ
っ
て
お
寺
は

焼や

け
て
し
ま
う
ん
だ
よ
。
本
能
寺
は
創そ

う

建け
ん

以い

来ら
い

、

四
回
場ば

所し
ょ

を
変
わ
り
、
七
回
も
火
災
に
あ
っ
た
そ

う
だ
。
そ
こ
で
、
本
能
寺
の
「
能
」
と
い
う
字
の

右み
ぎ

側が
わ

の
「
ヒ
・
ヒ
」
と
い
う
文
字
は
「
火
」
に
つ

な
が
っ
て
縁え

ん

起ぎ

が
悪わ

る

い
と
い
う
こ
と
で
、
今
で
は

「
ヒ
」
が
「
去
」
る
と
い
う
「

」
と
い
う
字
に

な
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。

民衆に教えを説かれる日隆聖人

妙
蓮
寺
と
本
能
寺

　
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

と
妙

み
ょ
う

本ほ
ん

寺じ

の
月が

つ

明み
ょ
う

か
ら
の
迫は

く

害が
い

に
よ
り
、

苦く
る

し
ま
れ
た
日に

ち

隆り
ゅ
う

聖し
ょ
う

人に
ん

だ
っ
た
け
ど
、
迫
害
に

負ま

け
ず
頑が

ん

張ば

っ
て
い
る
お
姿す

が
た

を
見
た
人
々
か
ら
、

色
々
な
お
手て

伝つ
だ

い
を
受う

け
て
、
妙

み
ょ
う

蓮れ
ん

寺じ

と
本ほ

ん

能の
う

寺じ

と
い
う
お
寺
が
で
き
た
ん
だ
。
今
月
は
そ
の
話
を

し
よ
う
。

妙
蓮
寺
の
再
建

さ
い

け
ん

本
能
寺
の
創
立

そ
う

り
つ

妙蓮寺の山門

本能寺の門柱　よく見ると「 」の字になっている

第
29
回
夏
期
錬
成
大
会
を
開
催

立
山
ア
ル
ペ
ン
ル
ー
ト
を
行
く

江
北
布

1支

立山での集合写真　残念ながら雨模様のお天気でした
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