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皆
さ
ん
、
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
も
紙
上
遍
路
の
か

わ
ら
版
。
残
す
は
三
十
五
ヶ
寺
。
頑
張

っ
て
打
ち
通
し
ま
し
ょ
う
。
で
は
出
発
。

★
火
伏
せ
不
動
尊

   

五
十
三
番
か
ら
約
三
十
四
・
五
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、
五
十
四
番
は
近
見
山
（
ち

か
み
ざ
ん
）
延
命
寺
。

   

山
号
の
近
見
山
は
実
際
に
今
治
市
内

に
あ
る
山
。
標
高
二
四
四
メ
ー
ト
ル
で

す
。

   

行
基
和
尚
開
基
、
嵯
峨
天
皇
勅
願
で
、

お
大
師
様
が
再
興
し
た
と
言
わ
れ
る
延

命
寺
。
当
初
は
山
頂
に
あ
り
ま
し
た
が
、

再
三
兵
火
に
見
舞
わ
れ
移
転
。
天
正
年

間
に
現
在
の
山
麓
に
落
ち
着
き
ま
し
た
。

   

ご
本
尊
は
宝
冠
を
か
ぶ
っ
た
珍
し
い

不
動
明
王
。
再
三
火
災
か
ら
逃
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
火
伏
せ
不
動
尊
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

   

当
初
は
円
明
寺
（
え
ん
め
い
じ
）
が

寺
号
で
し
た
が
、
五
十
三
番
の
円
明
寺

（
え
ん
み
ょ
う
じ
）
と
同
字
異
音
で
紛

ら
わ
し
い
た
め
、
江
戸
時
代
に
俗
称
と

し
て
延
命
寺
が
定
着
。
明
治
時
代
以
降

に
正
式
に
延
命
寺
と
な
り
ま
し
た
。

   

山
門
は
も
と
も
と
今
治
城
の
城
門
。

明
治
時
代
の
城
取
壊
し
の
際
に
移
築
さ

れ
た
そ
う
で
す
。

★
大
通
智
勝
如
来

   

五
十
四
番
か
ら
約
三
・
七
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
五
十
五
番
は
別
宮
山
（
べ
っ
く

さ
ん
）
南
光
坊
（
な
ん
こ
う
ぼ
う
）
。
四

国
霊
場
の
う
ち
、
寺
号
に
「
坊
」
が
つ

く
の
は
こ
こ
だ
け
。

   

ご
本
尊
も
珍
し
い
大
通
智
勝
（
だ
い

つ
う
ち
し
ょ
う
）
如
来
。
も
ち
ろ
ん
四

国
霊
場
で
唯
一
で
す
。

   

こ
の
如
来
は
法
華
経
の
化
城
喩
品
（
け

じ
ょ
う
ゆ
ほ
ん
）
に
登
場
す
る
仏
で
、
お

釈
迦
様
の
お
師
匠
さ
ん
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

   

伊
予
水
軍
の
祖
、
越
智
玉
澄
（
た
ま

ず
み
）
公
が
文
武
天
皇
の
勅
願
を
受
け

て
大
三
島
（
お
お
み
し
ま
）
と
い
う
場

所
に
大
山
積
（
お
お
や
ま
ず
み
）
明
神

を
勧
請
し
、
大
山
祇
（
お
お
や
ま
ず
み
）

神
社
を
建
立
。
そ
の
際
に
建
て
た
法
楽

所
が
始
ま
り
で
す
。

   

渡
海
し
て
の
参
拝
が
不
便
な
こ
と
か

ら
、
ほ
ど
な
く
現
在
地
に
移
設
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
地
を
拠
点
と
し
た
村
上
水
軍
、
河

野
水
軍
に
も
信
仰
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

★
土
砂
加
持

   

五
十
五
番
か
ら
約
三
・
二
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
五
十
六
番
は
金
輪
山
（
き
ん
り

ん
ざ
ん
）
泰
山
寺
（
た
い
さ
ん
じ
）
で

す
。

   
こ
の
地
を
流
れ
る
蒼
社
川
（
そ
う
じ

ゃ
が
わ
）
は
、
度
々
氾
濫
し
て
多
く
の

人
命
を
奪
う
こ
と
か
ら
、
別
名
人
取
川

（
ひ
と
と
り
が
わ
）
と
呼
ば
れ
、
悪
霊

の
仕
業
と
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

   

こ
の
地
を
訪
れ
た
お
大
師
様
は
土
砂

加
持
（
ど
し
ゃ
か
じ
）
を
七
座
に
わ
た

っ
て
修
法
し
満
願
。

   

お
大
師
様
は
不
忘
（
わ
す
れ
ず
）
の

松
を
植
え
、
地
蔵
菩
薩
を
彫
っ
て
本
尊

と
し
、
泰
山
寺
と
命
名
。

   

寺
号
は
、
延
命
地
蔵
経
の
十
大
願
の

第
一
、
女
人
泰
産
か
ら
と
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

★
伊
予
の
石
清
水
八
幡
宮

   

五
十
六
番
か
ら
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

五
十
七
番
は
府
頭
山
（
ふ
と
う
ざ
ん
）
栄

福
寺
。

   

府
頭
山
（
八
幡
山
）
を
目
指
し
て
田

圃
道
を
進
む
と
、
山
麓
か
ら
急
な
参
道

に
な
り
ま
す
。
正
面
に
進
む
と
八
幡
宮
、

途
中
か
ら
右
に
折
れ
る
と
栄
福
寺
の
境

内
に
入
り
ま
す
。

   

古
来
こ
の
近
海
で
は
海
難
事
故
が
絶

え
ず
、
お
大
師
様
が
巡
錫
し
た
折
に
海

神
供
養
の
護
摩
供
を
修
法
。
感
得
し
た

阿
弥
陀
如
来
を
ご
本
尊
と
し
て
奉
安
し

ま
し
た
。

平
安
時
代
初
期
に
行
教
（
ぎ
ょ
う
き
ょ

う
）
上
人
が
府
頭
山
の
山
容
が
京
都
石

清
水
八
幡
の
あ
る
男
山
と
酷
似
し
て
い

る
こ
と
に
気
づ
き
、
神
仏
合
体
の
宮
を

創
建
。
以
来
、
栄
福
寺
は
神
仏
合
体
の

勝
岡
八
幡
宮
、
伊
予
の
石
清
水
八
幡
宮

と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
が
、
明

治
時
代
の
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
寺
社

が
独
立
。
現
在
の
配
置
と
な
り
ま
し
た
。

★
お
加
持
の
井
戸

   

さ
て
、
来
月
も
今
治
市
内
の
札
所
が

続
き
ま
す
。
境
内
か
ら
今
治
市
街
、
瀬

戸
内
海
の
島
々
、
し
ま
な
み
海
道
が
一

望
で
き
、
諸
病
を
救
っ
た
お
加
持
の
井

戸
を
擁
す
る
五
十
八
番
か
ら
で
す
。
乞

ご
期
待
。

五十七番 府頭山栄福寺

五十六番 金輪山泰山寺

五十五番 別宮山南光坊

五十四番 近見山延命寺

高知県高知県

愛媛県愛媛県

愛媛県今治市愛媛県今治市
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