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豊田（３回シリーズ）１～ 3月
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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　耕平さんかわら版  令和２年（2020年）１２月  弘法さんの日（２１日） 第２２２号

耕
平
さ
ん
か
わ
ら
版
発行編集部

大塚耕平事務所

052-757-1955

kouhei@oh-kouhei.org

発行編集部

大塚耕平事務所

052-757-1955

kouhei@oh-kouhei.org

発行編集部

大塚耕平事務所

052-757-1955

kouhei@oh-kouhei.org

発行編集部

大塚耕平事務所

052-757-1955

kouhei@oh-kouhei.org

　（弘法さんの日）知立・耕平さんかわら版　令和２年（2020年１２月５日（旧暦 10/21） 第９３号 (覚王山版 第２２２号)

※ 次回の「弘法さん」縁日は１月４日 (月 ) です。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
気
が
つ

け
ば
師
走
、
今
年
も
あ
と
わ
ず
か
。

早
い
で
す
ね
ぇ
。
年
末
の
ご
多
忙
な

中
、
体
調
を
崩
さ
れ
ぬ
よ
う
、
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
。

　

ど
こ
の
家
で
も
年
末
の
恒
例
は
大

掃
除
。
普
段
は
あ
ま
り
掃
除
し
な
い

と
こ
ろ
も
年
に
一
回
は
念
入
り
に
お

掃
除
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
最

後
は
玄
関
を
整
え
、
門
松
を
立
て
て

新
年
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
の
「
玄
関
」
も
仏
教
用
語
で
す
。

　

「
玄
関
」
の
「
玄
」
は
「
深
い
覚
（
悟
）

り
」
を
意
味
し
ま
す
。
深
い
覚
り
で

あ
る
「
玄
妙
（
げ
ん
み
ょ
う
）
」
に
入

る
た
め
の
「
関
門
」
と
い
う
意
味
を

表
す
の
が
「
玄
関
」
。
つ
ま
り
、
覚
り

へ
の
入
口
で
す
。

　

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
禅
宗
が
発

展
し
ま
し
た
。
禅
宗
で
は
、
覚
り
を

開
く
た
め
の
道
場
で
あ
る
寺
院
の
入

口
の
こ
と
を
「
玄
関
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
の
家
は
、
公
家
、
武
士
、

庶
民
の
い
ず
れ
も
、
屋
敷
や
家
に
明

確
な
出
入
口
は
な
く
、
縁
側
の
よ
う

な
と
こ
ろ
か
ら
出
入
り
す
る
の
が
普

通
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
時
代

が
進
む
と
、
公
家
や
武
士
の
屋
敷
で

は
、
訪
問
者
を
恭
（
う
や
う
や
）
し

く
送
迎
し
た
り
、
訪
問
者
に
威
厳
を

示
す
た
め
に
、
禅
寺
を
模
し
て
「
玄

関
」
が
登
場
し
ま
し
た
。

　

高
位
の
公
家
や
勢
力
を
誇
る
武
士

の
屋
敷
は
立
派
な
門
構
え
と
な
り
、

大
規
模
な
門
と
「
玄
関
」
が
発
展
し

て
い
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
町
人
や
農
民
に
は
「
玄
関
」

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
現

在
の
よ
う
に
、
庶
民
の
家
、
普
通
の

家
の
出
入
口
も
「
玄
関
」
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
以
降
の

こ
と
で
す
。

　

毎
日
、
覚
り
へ
の
入
口
、
す
な
わ

ち
「
玄
関
」
を
通
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
と
、
神
妙
な
気
分
に
な
り
ま

す
ね
。
家
の
内
で
も
外
で
も
、
感
謝

の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、
覚
り
を
開

け
る
よ
う
に
自
ら
の
気
持
ち
を
引
き

締
め
て
身
を
律
す
る
瞬
間
が
玄
関
を

通
る
時
で
す
。

　

「
玄
関
」
を
き
れ
い
に
掃
除
し
て

整
え
、
気
持
ち
よ
く
お
正
月
を
迎
え

た
い
で
す
ね
。
お
正
月
と
言
え
ば
「
お

せ
ち
料
理
」
。「
お
せ
ち
料
理
」
は
「
御

節
料
理
」
と
書
き
ま
す
。
「
御
節
」
も

仏
教
用
語
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
す

が
、
こ
れ
は
違
い
ま
す
（
笑
）
。

　

公
家
の
行
事
で
あ
る
「
節
会
（
せ

ち
え
）
」
の
習
慣
が
庶
民
に
も
広
が
り
、

「
お
せ
ち
料
理
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

料
理
を
作
る
場
所
は
、
普
通
の
家

で
は
台
所
。
お
寺
の
台
所
の
こ
と
を

「
庫
裏
（
く
り
）
」
と
言
い
ま
す
。
仏

教
寺
院
に
お
け
る
伽
藍
の
ひ
と
つ
で

す
。
「
庫
裡
」
と
も
書
き
ま
す
。
ど
ち

ら
も
「
う
ち
」
や
「
な
か
」
を
意
味

す
る
漢
字
で
す
。

　

お
寺
の
住
職
の
奥
さ
ん
の
こ
と
を

「
お
く
り
さ
ん
」
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
の

「
庫
裏
」
に
由
来
し
ま
す
。
か
つ
て
は

お
寺
の
食
事
係
の
僧
を
「
お
庫
裏
さ

ん
」
と
言
っ
た
の
で
、
必
ず
し
も
奥

さ
ん
の
こ
と
だ
け
を
指
し
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
禅
宗
で
は
食
事
係

は
「
典
座
（
て
ん
ぞ
）
」
と
も
言
わ
れ

ま
す
。

　

さ
て
さ
て
、
こ
ん
な
こ
と
を
書
き

続
け
て
い
る
と
、
年
末
の
大
掃
除
も

手
が
回
ら
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
あ

た
り
で
切
り
上
げ
て
、
片
付
け
に
か

か
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
は
皆
さ
ん
、
良
い
年
を
お

迎
え
く
だ
さ
い
。

※


