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で
す
。
運
転
手
が
交
代
し
つ

つ
、
抜
群
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

で
長
距
離
を
走
破
。
ま
た
行

く
先
々
の
現
地
ご
信
者
方
に

は
手
厚
い
歓
迎
を
い
た
だ
き
、

あ
り
が
た
い
や
ら
恐
れ
入
る

や
ら
と
い
っ
た
有
様
で
し
た
。

　

長
い
道
中
、
車
に
揺
ら
れ

つ
つ
色
々
な
信
行
体
験
も
お

聞
き
し
ま
し
た
。
他
支
部
の

教
講
両
務
の
方
々
と
、
こ
の

よ
う
に
ご
奉
公
を
共
に
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
そ
れ

だ
け
で
も
貴
重
な
体
験
と
な

り
ま
す
。
皆
様
の
ご
奉
公
を

少
し
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が

で
き
、
大
変
随
喜
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
今
回
の
全
ヵ
寺
助

行
ご
奉
公
で
し
た
。

（
御
牧
要
昌
記
）

　

青
年
教
務
会
全
ヵ
寺
助
行

の
ご
奉
公
と
し
て
、
九
月
十

二
日
か
ら
十
四
日
ま
で
の
三

日
間
、
第
十
支
部
、
九
州
は

熊
本
の
長
薫
寺
と
そ
の
門
末

寺
院
（
西
部
別
院
、
信
薫
寺
、

宣
薫
寺
、
本
源
寺
）
に
激
励

助
行
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

受
け
入
れ
下
さ
っ
た
の
は

長
薫
寺
所
属
教
務
の
方
々
で
、

総
務
の
ご
奉
公
を
い
た
だ
い

た
日
高
良
初
師
を
は
じ
め
十

四
師
（
準
会
員
含
む
）、
関

西
か
ら
は
第
十
一
支
部
の
山

岡
清
瑞
師
（
扇
陽
寺
）、
第

二
支
部
か
ら
は
青
教
本
部
役

員
と
し
て
、
西
村
清
良
会
長

（
清
風
寺
）
と
私
、
御
牧
要

昌
（
圓
妙
寺
）
が
加
行
者
と

し
て
参
集
し
ま
し
た
。

　

一
行
は
初
日
、
ま
ず
有
明

海
湾
岸
に
て
奉
修
の
回
向
法

要
に
合
流
し
、
続
い
て
最
寄

り
の
西
部
別
院
に
参
詣
し
、

そ
の
日
は
終
了
し
ま
し
た
。

二
日
目
は
長
薫
寺
朝
参
詣
、

信
薫
寺
、
宣
薫
寺
へ
と
激
励

助
行
し
つ
つ
、
宮
崎
県
に
移

動
し
本
源
寺
泊
、
最
終
日
の

朝
参
詣
に
て
激
励
助
行
と
い

う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
し
た
。

　

長
薫
寺
門
末
は
九
州
各
地

に
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

お
助
行
に
回
ら
せ
て
い
た
だ

く
に
も
か
な
り
の
距
離
が
あ

り
ま
す
。
最
終
目
的
地
で
あ

る
本
源
寺
は
長
薫
寺
か
ら
一

五
〇
キ
ロ
程
あ
り
、
長
薫
寺

教
務
の
中
で
も
初
め
て
参
詣

さ
れ
る
お
方
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ご
弘
通
が
進
展
し
た
戦
後

当
時
、
道
路
交
通
の
不
便
は

今
よ
り
も
ず
っ
と
深
刻
で
あ

っ
た
と
お
聞
き
し
、
先
師
先

達
の
苦
労
が
想

い
偲
ば
れ
ま
す
。

そ
の
移
動
の
足

は
長
薫
寺
の
ご

弘
通
ワ
ゴ
ン
車

「
薫
風
号
」
で

す
。

　

移
動
が
と
に

か
く
苦
慮
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
し

た
が
、
長
薫
寺

教
務
諸
師
は
皆

運
転
の
手
練
れ

　

種
子
島
に
あ
る
律
宗
の
慈じ

恩お
ん

寺じ

で
お
坊ぼ

う

さ
ん
に

な
っ
た
林り

ん

応の
う

は
、
大た

い

変へ
ん

賢か
し
こ

く
、
領り

ょ
う

主し
ゅ

の
種た

ね

子が

島し
ま

時と
き

氏う
じ

は
、
南な

ん

都と

（
奈な

良ら

）
に
あ
る
律
宗
の
本
山
で
修し

ゅ

行ぎ
ょ
う

で
き
る
よ
う
留り

ゅ
う

学が
く

さ
せ
る
ん
だ
。

　

七
年
が
経た

ち
、
一
人
前
の
僧そ

う

侶り
ょ

と
な
っ
た
林
応

は
、
種
子
島
に
里
帰
り
す
る
た
め
堺さ

か
い

の
港み

な
と

に
行
く

ん
だ
。

　

そ
の
堺
で
、
熱ね

っ

心し
ん

な
太た

い

都ち

と
い
う
ご
信し

ん

者じ
ゃ

か
ら

御お

題だ
い

目も
く

の
ご
信し

ん

心じ
ん

が
あ
り
が
た
い
こ
と
を
聞
き
、

建た

て
ら
れ
て
間
も
な
い
顕け

ん

本ぽ
ん

寺じ

に
行
っ
て
住じ

ゅ
う

職し
ょ
く

の

日に
ち

浄じ
ょ
う

師し

か
ら
教
え
を
受う

け
、
続つ

づ

い
て
尼あ

ま
が
さ
き崎
本ほ

ん

興こ
う

寺じ

に
お
ら
れ
た
門
祖
聖
人
の
も
と
で
改か

い

宗し
ゅ
う

し
、
僧そ

う

名み
ょ
う

を
「
日に

っ

典て
ん

」
と
い
た
だ
か
れ
る
ん
だ
。

　

数
年
後
、
日
典
師
は
尼
崎
勧か

ん

学が
く

院い
ん

（
学
校
）
の

教き
ょ
う

授じ
ゅ

に
な
り
、
や
が
て
門
祖
聖
人
の
代か

わ
り
に

講こ
う

義ぎ

を
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。

　

寛か
ん

正し
ょ
う

三
年
（
一
四
六
二
）、
日
典
師
六
十
二
歳さ

い

の
時
、
師
の
門
祖
聖
人
の
許ゆ

る

し
を
い
た
だ
い
て
帰き

郷き
ょ
う

し
、
種
子
島
に
御
題
目
の
ご
信
心
を
弘ひ

ろ

め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
ん
だ
。

　

二
十
年
ぶ
り
に
故こ

郷き
ょ
う

に
戻も

ど

ら
れ
た
日
典
師
は
領

主
の
時
氏
始
め
島
の
大お

お

勢ぜ
い

が
詰つ

め
か
け
た
慈
恩
寺

で
、
律
宗
の
僧そ

う

・
林
応
で
は
な
く
、
法ほ

華け

経き
ょ
う

の
行ぎ

ょ
う

者じ
ゃ

・
日に

ち

蓮れ
ん

大だ
い

士し

の
教
え
を
い
た
だ
く
門
祖
聖
人
の

弟で

子し

・
日
典
で
あ
る
と
名な

乗の

り
、
御
題
目
の
ご
信

心
が
あ
り
が
た
い
こ
と
、
律
宗
の
信
心
は
誤あ

や
ま

り
で

あ
る
こ
と
を
伝つ

た

え
た
ん
だ
。

　

領
主
の
時
氏
は
怒お

こ

り
、
島
を
立た

ち
去さ

れ
と
命め

い

じ

た
ん
だ
け
ど
、
日
典
師
は
教
え
を
弘
め
る
た
め
に

帰
っ
た
の
だ
と
決け

つ

意い

を
述の

べ
る
ん
だ
。

　

そ
し
て
、
日
典
師
は
そ
れ
か
ら
島
の
あ
ち
ら
こ

ち
ら
で
、
御
題
目
の
あ
り
が
た
い
こ
と
を
伝つ

た

え
歩

く
ん
だ
よ
。

　

寛
正
四
年
四
月
、
や
が
て
、
そ
の
声
が
耳
に
届と

ど

い
て
、
数
人
が
ご
信
者
に
な
る
ん
だ
。
そ
の
中
に

徳と
く

永な
が

右う

衛え

門も
ん

と
い
う
人
が
い
て
、
そ
の
人
の
手
引

き
で
再ふ

た
た

び
領
主
に
会
い
、
今こ

ん

度ど

は
領
主
の
時
氏
も

御
題
目
の
ご
信
心
が
あ
り
が
た
い
こ
と
に
気
づ
き

信
者
に
な
る
と
言
っ
た
ん
だ
よ
。
と
こ
ろ
が
、
そ

れ
を
聞
き
つ
け
た
律
宗
を
信し

ん

じ
て
い
た
人
々
に
襲お

そ

わ
れ
、
領
主
を
騙だ

ま

す
悪あ

く

人に
ん

だ
と
し
て
、
浜は

ま

辺べ

で
生い

き
埋う

め
に
さ
れ
る
ん
だ
。

　

そ
の
浜
辺
で
は
、
一
ヵ
月げ

つ

近
く
も
地
の
底そ

こ

か
ら

御
題
目
が
聞
こ
え
て
き
た
ん
だ
そ
う
だ
よ
。
だ
か

ら
、
そ
の
浜
辺
を
今
で
は
日
典
ヶ
浜
と
呼よ

ぶ
ん
だ
。

　

勧
学
院
で
日
典
師
と
と
も
に
教
え
を
受う

け
た
日に

ち

良り
ょ
う

師
は
、
日
典
師
か
ら
、
種
子
島
で
一い

っ

緒し
ょ

に
ご

奉ほ
う

公こ
う

を
し
よ
う
と
約や

く

束そ
く

し
て
い
た
ん
だ
よ
。
と
こ

ろ
が
種
子
島
に
着つ

く
と
日
典
師
は
亡な

く
な
っ
て
い

た
ん
だ
ね
。
そ
こ
で
、
日
典
師
の
意
志
を
継
い
で
、

ご
信
者
だ
っ
た
徳
永
右
衛
門
と
と
も
に
領
主
を
説せ

っ

得と
く

し
、
領
主
自
ら
が
「
御
題
目
の
信
心
を
す
る
」

と
改
宗
を
宣せ

ん

言げ
ん

す
る
ん
だ
。

　

や
が
て
、
島
に
住す

む
全す

べ

て
の
人
が
御
題
目
の
ご

信
者
と
な
り
、
尼
崎
か
ら
は
日に

ち

良り
ょ
う

師
の
大だ

い

先せ
ん

輩ぱ
い

で
あ
る
金こ

ん

剛ご
う

院い
ん

日に
ち

増ぞ
う

師
も
ご
奉
公
に
来
て
、
屋や

久く

島し
ま

、
口く

ち

永の
え

良ら

部ぶ

島じ
ま

の
二
島
も
住じ

ゅ
う

民み
ん

全ぜ
ん

部ぶ

が
ご
信
者

に
な
っ
た
ん
だ
。

　

そ
し
て
明め

い

応お
う

四
年
（
一
四
九
五
）、
領
主
の
時

氏
に
よ
り
西に

し

之の

表お
も
て

（
種
子
島
の
城じ

ょ
う

下か

町ま
ち

）
に
本ほ

ん

源げ
ん

寺じ

が
建た

て
ら
れ
た
ん
だ
。

　

次じ

回か
い

は
い
よ
い
よ
最さ

い

終し
ゅ
う

回か
い

だ
よ
。

日
典
師
の
遺
志
を
継
い
で
種
子
島
へ

種
子
島
の
ご
弘
通

ぐ

づ
う

た
ね

が

し
ま

　

南
シ
ナ
海
に
浮う

か
ぶ
種た

ね

子が

島し
ま

は
、
鉄て

っ

砲ぽ
う

伝で
ん

来ら
い

の

地
と
し
て
有ゆ

う

名め
い

だ
け
ど
、
実じ

つ

は
門も

ん

祖そ

聖し
ょ
う

人に
ん

の
時じ

代だ
い

に
、
領

り
ょ
う

主し
ゅ

始は
じ

め
住

じ
ゅ
う

民み
ん

の
多
く
が
律り

つ

宗し
ゅ
う

の
信し

ん

心じ
ん

か

ら
、
御お

題だ
い

目も
く

を
唱と

な

え
る
ご
信
心
に
替か

え
た
こ
と
で

も
有
名
な
ん
だ
よ
。
で
も
そ
れ
に
は
悲か

な

し
い
大た

い

変へ
ん

な
出で

来き

事ご
と

が
あ
っ
た
ん
だ
。
今
日
は
そ
の
お
話
を

し
ま
し
ょ
う
。

定

源

院

日

典

に
っ

て
ん

じ
ょ
う

げ
ん

い
ん

日
典
ヶ
浜
の「
石
子
詰
め
」

に
っ
て
ん

が
は
ま

づ

い
し

こ

意
志
を
継
い
で

い

し

つ

種子島日典ヶ浜に建つ石子詰めの碑

長薫寺から150キロも離れた本源寺本堂で（後列左から５番目が御牧要昌師）

宣薫寺での一座お看経の模様

青
年
教
務
会
の
全
ヵ
寺
助
行

熊
本
長
薫
寺
と
門
末
寺
院
へ
激
励


