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新講座（３回シリーズ）
中日文化センター/暮らしの中の仏教

三河新四国を旅する

講師　早稲田大学客員教授　大塚耕平

　本四国の「写し」霊場として、知
多四国とともに全国のお遍路さんに
知られる三河新四国。1626 年（寛
永 2年）、浦野上人開創に遡り、
1926 年（昭和 2年）、1965 年（昭
和 40年）の二度にわたる再興を経
て今日に至る歴史を旅します。そも
そも邊地修行と言われたお遍路とは
何か。お遍路の源流から旅は始まり
ます。

詳しくは下記フリーダイヤルまでお問合せください。
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※ 次回の「弘法さん」縁日は６月１２日 (金 ) です。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
国
の
緊

急
事
態
宣
言
は
解
除
さ
れ
ま
し
た

が
、
ま
だ
ま
だ
油
断
で
き
ま
せ
ん
。

ご
不
自
由
な
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、

引
き
続
き
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ

さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語
を
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
使
っ
て
い
る
仏
教
用
語
。
そ
れ

だ
け
日
本
人
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
外
出
自
粛
が
続
く
中
、
な
か

な
か
友
人
、
知
人
の
家
を
訪
問
す
る

の
も
遠
慮
が
ち
の
今
日
こ
の
頃
で
す
。

訪
問
先
で
「
お
邪
魔
し
ま
す
」
と
い

う
挨
拶
を
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
こ
の
「
邪
魔
」
も
仏
教
用

語
で
す
。

　

漢
字
か
ら
何
と
な
く
仏
教
用
語
的

な
印
象
が
あ
り
ま
す
ね
。
本
来
「
邪

魔
」
と
い
う
仏
教
用
語
は
、
文
字
ど

お
り
お
釈
迦
さ
ま
の
修
行
を
妨
げ
る

「
邪
（
よ
こ
し
ま
）
な
悪
魔
」
を
意

味
し
ま
す
。

　

「
魔
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

「
マ
ー
ラ
」
と
い
う
魔
神
の
こ
と
。
お

釈
迦
様
が
覚
（
悟
）
り
に
至
る
べ
く

瞑
想
を
し
て
い
る
と
、
マ
ー
ラ
が
妨

害
し
ま
す
。
女
の
人
を
送
り
込
ん
で

誘
惑
し
た
り
、
天
か
ら
岩
を
降
ら
せ

て
驚
か
せ
た
り
、
怪
物
に
襲
わ
せ
て

恐
れ
さ
せ
た
り
、
あ
の
手
こ
の
手
で

瞑
想
を
妨
げ
ま
す
。
し
か
し
、
お
釈

迦
さ
ま
は
マ
ー
ラ
に
打
ち
勝
っ
て
、
め

で
た
く
覚
（
悟
）
り
に
至
り
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
が
戦
っ
た
マ
ー
ラ
、
つ

ま
り
「
邪
（
よ
こ
し
ま
）
な
悪
魔
」
は
、

自
分
自
身
の
中
に
沸
き
起
こ
る
煩
悩

や
恐
怖
心
で
す
。

　

日
常
生
活
で
私
た
ち
が
「
邪
魔
だ

な
ぁ
」
と
感
じ
る
こ
と
、
そ
れ
は
自

分
の
外
側
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
で

は
な
く
、
自
分
の
内
側
、
つ
ま
り
自

分
の
心
の
中
で
生
じ
て
い
る
思
い
の

結
果
で
す
。

　

で
は
、
そ
の
煩
悩
や
恐
怖
心
は
何

か
ら
生
じ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
あ
れ

が
し
た
い
」
「
こ
れ
が
し
た
い
」
「
あ

れ
が
ほ
し
い
」
「
こ
れ
が
ほ
し
い
」
と

思
う
「
欲
」
の
為
せ
る
業
（
わ
ざ
）
。

マ
ー
ラ
が
岩
や
怪
物
を
登
場
さ
せ
た

の
も
、
「
生
き
た
い
」
「
死
に
た
く
な

い
」
と
い
う
「
欲
」
か
ら
恐
怖
心
を

生
み
出
す
た
め
で
す
。

　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
延
期
に
な

り
ま
し
た
が
、
ア
ス
リ
ー
ト
の
皆
さ

ん
に
は
来
年
に
向
け
て
頑
張
っ
て
も

ら
い
た
い
で
す
ね
。
そ
の
ア
ス
リ
ー

ト
の
皆
さ
ん
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
の
マ
イ
ク
を
向
け
ら
れ
「
無

欲
で
臨
み
ま
す
」
「
平
常
心
で
戦
い

ま
す
」
と
答
え
る
姿
を
時
々
見
ま
す
。

　

こ
の
「
平
常
心
」
も
仏
教
用
語
で

す
。
仏
教
用
語
的
に
は
「
び
ょ
う
じ
ょ

う
し
ん
」
と
読
み
ま
す
。

　

日
常
会
話
で
は
「
普
段
ど
お
り
」

「
力
ま
な
い
」
「
緊
張
し
な
い
」
と
い

う
よ
う
な
意
味
で
使
い
ま
す
が
、
仏

教
用
語
の
「
平
常
心
」
は
「
善
悪
を

区
別
し
な
い
」
「
こ
だ
わ
り
の
な
い
」

心
を
指
し
ま
す
。
「
勝
つ
こ
と
が
善

い
」
「
勝
ち
が
全
て
」
と
思
い
込
ま

な
い
心
、
「
勝
利
に
こ
だ
わ
ら
な
い
」

「
勝
ち
た
い
と
思
わ
な
い
」
心
が
「
平

常
心
」
で
す
。
「
欲
」
に
囚
わ
れ
な
い

心
が
「
平
常
心
」
で
あ
り
、
ま
さ
し

く
「
無
欲
」
で
す
。

　

世
界
が
自
分
ひ
と
り
で
あ
れ
ば
、

比
較
す
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
す
か

ら
、
欲
も
、
欲
が
生
み
出
す
対
立
や

争
い
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
他

者
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
欲
、
対
立
、

争
い
の
始
ま
り
で
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
、
欲
の
塊
で
あ
る
他
の
人
間
が

や
っ
て
き
て
、
「
お
邪
魔
し
ま
す
」
と

相
手
に
告
げ
る
挨
拶
は
な
か
な
か
奥

深
い
で
す
ね
ぇ
。

　

物
や
人
に
対
し
て
「
邪
魔
だ
な
ぁ
」

と
思
う
の
は
、
自
分
の
心
が
「
邪
（
よ

こ
し
ま
）
な
悪
魔
」
つ
ま
り
「
煩
悩
」

や
「
欲
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
証
（
あ

か
し
）
で
す
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す

る
と
、
気
持
ち
や
言
葉
づ
か
い
も
穏

や
か
に
な
り
ま
す
ね
。

　

で
は
ま
た
来
月
、
ご
き
げ
ん
よ
う
。

※


