
「愛知四国霊場の旅」中日新聞社 2020 年
寺院数日本一の愛知県 - 四十七都道府県の中で寺院数が一番多いのが愛知県。
なぜ愛知県の寺院数がそんなに増えたのか―県内各地の寺院を訪ね歩いた著者が、仏教
史とお遍路の関わりを紐解き、弘法大師ゆかりの写し霊場に焦点を当ててその理由を探
究します。
本書でご紹介する「知多四国」と「三河新四国」は、四国八十八ヶ所霊場を模した写し
霊場。いずれもお大師様の足跡が語り継がれています。
三英傑を生み出した郷土の歴史を辿りながら、ひとつひとつの札所にまつわる逸話もあ
わせてご紹介。
皆さまを “紙上遍路 " の旅へと誘 ( いざな ) います。

ISBN978-4-8062-0768-9　C0015 定価 本体 1,500 円 +税
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大法輪閣 / 2008 年
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既刊
仏教通史

「弘法さんかわら版」講座
大法輪閣 / 2015 年
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お遍路さん必携
四国霊場と般若心経
大法輪閣 / 2017 年

ISBN 9784804613994 
定価 本体1,300円＋税 

既刊

弘法さんかわら版執筆者　大塚耕平

大塚耕平の仏教シリーズ好評販売中！
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※ 次回の「弘法さん」縁日は令和４年１月２３日 (日 ) です。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
い
よ

い
よ
師
走
。
今
年
も
あ
と
わ
ず
か

で
す
ね
。
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
。

　

丸
五
年
間
ご
紹
介
し
て
き
ま
し

た
が
、
い
く
つ
覚
え
て
い
ま
す
か
。

忘
れ
て
も
一
向
に
構
い
ま
せ
ん
。

何
度
も
読
み
返
し
て
く
だ
さ
い
。

し
か
し
、
日
常
生
活
で
は
忘
れ
て

は
困
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
な
ど
は

最
た
る
も
の
で
す
。

　

実
は
暗
証
番
号
の
「
暗
証
」
も

仏
教
用
語
で
す
。

　

「
暗
い
証
（
あ
か
）
し
」
と
書

い
て
「
暗
証
」
。
仏
教
用
語
的
に
は

「
正
し
い
裏
付
け
の
な
い
覚
（
悟
）

り
」
を
意
味
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、

師
匠
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の

に
自
分
で
勝
手
に
覚
っ
た
と
言
い

張
る
こ
と
が
「
暗
証
」
で
す
。
つ

ま
り
、
自
分
だ
け
に
し
か
通
用
し

な
い
こ
と
を
戒
め
る
言
葉
で
す
。

　

平
た
く
言
え
ば
「
自
惚
れ
」「
自

己
陶
酔
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。
「
井
の
中
の
蛙
、
大
海
を
知
ら

ず
」
と
い
う
諺
（
こ
と
わ
ざ
）
が

あ
り
ま
す
が
、
「
暗
証
な
人
間
」
は

井
戸
の
中
で
鳴
い
て
い
る
蛙
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
戒
め
の
仏
教
用
語

で
す
。

　

禅
宗
で
は
、
経
論
の
勉
強
と
と

も
に
、
座
禅
な
ど
の
実
践
を
通
し

て
覚
り
に
至
り
ま
す
。
「
暗
証
禅
師

（
ぜ
ん
じ
）
」
と
い
う
言
葉
は
、
経

論
の
勉
強
（
つ
ま
り
修
行
）
を
疎

か
に
し
て
、
独
り
善
が
り
（
ひ
と

り
よ
が
り
）
な
覚
り
を
自
負
す
る

こ
と
を
戒
め
る
表
現
で
す
。

　

逆
も
ま
た
真
な
り
。
経
論
の
勉

強
に
偏
っ
て
没
頭
す
る
者
は
「
文

字
法
師
」、
呪
文
の
よ
う
に
経
文
を

読
む
だ
け
の
者
は
「
誦
文
（
ず
も

ん
）
法
師
」
と
言
わ
れ
、
や
は
り

真
の
覚
り
を
得
て
い
な
い
者
と
し

て
批
判
さ
れ
ま
す
。

　

徒
然
草
に
も
「
文
字
（
も
ん
じ
）

の
法
師
、
暗
証
の
禅
師
、
た
が
い

に
測
り
て
、
己
（
お
の
れ
）
に
し

か
ず
と
思
へ
る
、
共
に
当
ら
ず
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

仏
教
の
教
え
は
「
暗
証
禅
師
」

「
文
字
法
師
」
「
誦
文
法
師
」
に
な

る
こ
と
な
く
、
実
践
と
勉
強
の
行

学
二
道
の
覚
り
の
重
要
性
を
諭
し

て
い
ま
す
。

　

他
の
分
野
の
勉
強
で
も
単
な
る

「
暗
証
」
で
は
十
分
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
丸
暗
記
も
時
に
は
必
要
で

す
が
、
そ
の
本
質
、
意
味
、
背
景

な
ど
を
学
ん
で
こ
そ
、
本
当
に
身

に
つ
く
も
の
で
す
。

　

批
判
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
た
「
暗
証
」
と
い
う
仏
教
用
語

で
す
が
、
長
い
時
間
を
経
て
「
自

分
に
し
か
通
用
し
な
い
」
と
い
う

意
味
か
ら
「
自
分
だ
け
知
っ
て
い

る
」
と
い
う
意
味
に
変
化
し
て
い

き
ま
し
た
。

　

他
人
は
知
ら
な
い
が
、
自
分
は

知
っ
て
い
る
。
他
人
は
で
き
な
い

が
、
自
分
は
で
き
る
。
そ
こ
か
ら

派
生
し
て
、
や
が
て
手
紙
等
に
記

す
「
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
添
え
書
き
」
を
指
し
て
「
暗
証
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
後
の
「
花
押
（
か
お
う
）
」
に

転
じ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
現
代
。
「
暗
証
」
番
号
と

は
、
そ
れ
を
使
用
し
よ
う
と
し
て

い
る
者
が
自
分
自
身
を
証
明
す
る

た
め
、
つ
ま
り
本
人
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
た
め
に
用
い
る
番
号

と
な
り
ま
し
た
。
「
自
分
が
本
人
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
」
「
自
分
し

か
知
ら
な
い
」
番
号
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

年
々
歳
々
、
加
齢
と
と
も
に
物

忘
れ
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
カ
ー

ド
の
暗
証
番
号
な
ど
も
忘
れ
な
い

よ
う
に
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
は
皆
さ
ん
。
よ
い
年
を
お

迎
え
く
だ
さ
い
。


