


青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡
り
報
告
書
の
発
刊
に
あ
た
っ
て
の
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青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡
り
報
告
書
の
発
刊
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

当
報
告
書
の
作
成
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
調
査
研
究
を
目
的
に
、
昨
年
度
か
ら
今
年
度
の
２
か
年
に
わ
た
っ
て
、
元
気
町
あ
ぶ
ら

か
わ
街
づ
く
り
委
員
会
委
員
長
の
木
村
愼
一
氏
を
は
じ
め
、
油
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
考
え
る
会
の
葛
西
代
表
や
役
員
の
皆
様
に
よ
り
、

地
域
探
訪
ツ
ア
ー
が
実
施
さ
れ
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ツ
ア
ー
で
は
、
石
仏
一
体
ご
と
に
お
手
入
れ
や
参
拝
を
し
な
が
ら
、

山
道
を
約
５
時
間
か
け
て
、
石
仏
を
奉
納
さ
れ
た
方
の
お
名
前
や
御
本
尊
名
な
ど
に
つ
い
て
記
録
し
な
が
ら
廻
ら
れ
た
と
の
こ
と
で

あ
り
、
皆
様
の
熱
意
と
行
動
力
に
敬
意
と
感
謝
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
に
重
要
な
青
森
の
宝

を
、
大
切
に
守
り
伝
え
て
こ
ら
れ
ま
し
た
歴
代
の
信
道
院
の
住
職
の
皆
様
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
を
模
し
昭
和
八
年
九
月
に
開
山

さ
れ
、
そ
の
開
山
式
に
あ
っ
て
は
、
約
八
百
人
の
人
々
に
よ
り
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
と
の
記
録
に
あ
る
と
お
り
、
当
時
の
人
々
の
注

目
を
一
心
に
集
め
た
出
来
事
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
石
仏
の
奉
納
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
時
の
油
川
町
と
青
森
市
の
方
を
は
じ
め
、

浅
虫
村
や
富
柳
村
（
現
浪
岡
地
域
）
、
遠
く
は
北
海
道
か
ら
も
奉
納
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
地
域
の
力
を
結
集
し
た

霊
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
、
霊
場
や
寺
社
な
ど
を
廻
る
巡
礼
に
つ
き
ま
し
て
は
、
従
来
の
修
行
や
信
仰
は
も
と
よ
り
、
癒
し
、
自
分
探
し
と
い
っ
た

心
身
の
健
康
増
進
又
は
観
光
な
ど
の
目
的
も
加
わ
り
な
が
ら
、
多
く
の
人
々
に
浸
透
し
て
参
り
ま
し
た
。
こ
の
た
び
、
皆
様
が
作
成

さ
れ
ま
し
た
青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所
巡
り
報
告
書
は
、
信
道
院
は
じ
め
油
川
市
民
セ
ン
タ
ー
や
小
・
中
学
校
に
も
寄
贈
さ
れ
る
と

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
油
川
地
域
の
歴
史
が
、
油
川
地
域
に
留
ま
ら
ず
市
内
外
に
、
ま
た
後
世
の
人
々
に
引
き
継
が
れ
、
広

く
語
り
継
が
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。 

そ
し
て
、
こ
ら
か
ら
当
霊
場
を
巡
る
人
々
の
道
標
と
し
て
の
活
用
は
も
と
よ
り
、
実
際
に
霊
場
を
巡
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
に
と
っ

て
も
、
同
様
の
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
が
出
来
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

油
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
考
え
る
会
の
皆
様
に
よ
る
、
こ
の
た
び
の
報
告
書
作
成
に
向
け
た
活
動
も
含
め
、
日
々
の
献
身
的
か
つ
精
力

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
対
し
、
改
め
て
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の
ま
す
ま
す
の
御
活
躍
を
期
待
い
た
し
ま
し
て
、
青

森
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡
り
報
告
書
の
発
刊
に
あ
た
っ
て
の
お
祝
い
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。 

平
成
二
十
四
年
九
月 



 

「
青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
」
に
つ
い
て 
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町
油
川
街
づ
く
り
委
員
会 

 

委
員
長 

木
村 

愼
一 

六
十
六
年
前
の
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
年
）
の
夏
、
油
川
の
我
が
家
に
南
津
軽
郡
藤
崎
町
在
の
田
舎
か
ら
、
当
時
五
八

歳
の
祖
母
が
、
私
ど
も
孫
達
の
顔
を
見
よ
う
と
い
そ
い
そ
と
や
っ
て
き
た
。
そ
の
際
親
達
の
会
話
の
中
で
「
次
に
来
た
と
き

は
〝
八
十
八
ヶ
所
〞
を
必
ず
か
（
駆
）
げ
ね
ば
ま
い
ね
。」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
が
、
な
ぜ
か
今
も
記
憶
に
あ
る
。「
八
十
八

ヶ
所
」
っ
て
そ
れ
程
大
し
た
所
な
の
か
な
と
、
当
時
中
学
生
の
私
は
疑
問
に
思
っ
た
。 

「
八
十
八
ヶ
所
」
が
野
木
和
の
奥
の
鶴
ヶ
峰
一
帯
の
山
地
を
巡
っ
て
開
山

か

い

ざ

ん

し
た
の
は
、
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
年
）
の
九

月
で
あ
っ
た
。
そ
の
話
題
は
、
祖
母
が
油
川
を
訪
ね
た
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
年
）
に
は
、
す
で
に
南
津
軽
郡
の
田
舎
の

す
み
ず
み
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

一
九
三
三
年
（
昭
和
八
年
）
と
言
え
ば
、
現
在
の
野
木
和
団
地
に
旧
青
森
飛
行
場
が
開
港
し
た
年
で
も
あ
る
。
空
港
の
竣

工
記
念
祝
賀
会
に
は
見
物
人
が
二
万
人
集
ま
っ
た
。
そ
の
年
の
油
川
の
人
口
は
約
五
千
人
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
（
昭
和

四
五
年
）
、
油
川
中
学
校
郷
土
研
究
部
は
、
地
元
の
名
所
で
も
あ
る
八
十
八
ヶ
所
霊
場
を
実
施
調
査
し
、
そ
の
記
録
を
部
報

「
郷
土
研
２
号
」
に
集
録
し
今
に
残
し
た
。
こ
の
年
教
室
で
の
学
習
会
が
始
ま
っ
た
の
が
四
月
二
六
日
で
、
実
施
調
査
を
一

先
ず
終
え
た
の
は
夏
休
み
中
の
八
月
十
一
日
。
調
査
は
、
翌
四
六
年
に
も
部
の
後
輩
た
ち
に
引
き
継
が
れ
、
足
か
け
二
年
間

続
け
ら
れ
た
。
初
年
度
の
指
導
に
は
私
が
当
た
っ
た
。 

一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
年
）
三
月
二
五
日
発
行
「
郷
土
研
２
号
」
に
、
調
査
活
動
の
中
心
と
し
て
活
躍
し
た
三
年
佐
藤

恵
美
子
が
、「
青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
」
と
題
し
て
報
告
書
を
載
せ
て
い
る
。
以
下
引
用
し
て
み
よ
う
。 

 

信
道
院
住
職
夫
人
と
の
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
記
事
か
ら
。
聞
き
手
佐
藤
恵
美
子
。 

 

「
問
」
ど
ん
な
理
由
で
こ
こ
に
八
十
八
ヶ
所
を
ひ
ら
い
た
の
で
す
か
・
・
・ 

 

「
答
」
霊
場
を
開
い
た
人
は
私
た
ち
の
祖
父
の
荻
原
信
道
で
す
。
お
じ
い
さ
ん
は
九
州
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
小
さ
い
頃

は
と
て
も
体
が
弱
く
、
お
医
者
様
か
ら
、
こ
の
子
は
助
か
ら
な
い
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
で
も
、
両

親
は
あ
き
ら
め
ら
れ
ず
、
神
様
や
仏
様
に
熱
心
に
祈
り
続
け
ま
し
た
。
何
年
か
し
て
、
お
じ
い
さ
ん
が
だ
ん
だ

ん
丈
夫
に
な
り
、
と
う
と
う
健
康
な
男
の
子
に
育
ち
ま
し
た
。
お
じ
い
さ
ん
は
、
丈
夫
な
体
に
し
て
く
れ
た
仏

様
に
お
礼
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
九
州
か
ら
四
国
に
入
り
、
八
十
八
ヶ
所



の
札
所
巡
礼
を
始
め
た
そ
う
で
す
。 

 
 
 

 

 
 
 
 

満
願
を
終
え
た
お
じ
い
さ
ん
は
、
こ
の
あ
り
が
た
い
お
大
師
様
（
弘
法
大
師
）
の
恵
み
を
自
分
一
人
だ
け
授
か
る

の
で
は
な
く
、
不
治
の
病
や
、
悩
み
で
苦
し
ん
で
い
る
全
国
各
地
の
人
々
に
も
授
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、

昭
和
の
は
じ
め
北
海
道
に
渡
り
、
ま
ず
函
館
の
近
く
に
八
十
八
体
の
石
仏
を
巡
拝
す
る
霊
場
を
開
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
目
が
不
自
由
な
方
の
目
が
直
っ
た
り
、
そ
の
外
沢
山
の
方
が
お
大
師
様
の
ご
利
益
（
り
や
く
）
に
預

か
っ
た
そ
う
で
す
。
で
も
、
お
じ
い
さ
ん
は
、
も
っ
と
多
く
の
人
々
を
仏
の
恵
み
で
救
っ
て
あ
げ
た
い
と
考
え
、

一
九
三
三
年
（
昭
和
八
年
）
津
軽
海
峡
を
渡
っ
て
油
川
の
地
に
更
に
も
う
一
ヶ
所
の
霊
場
を
開
い
た
の
で
す
。 

 

「
問
」
石
の
仏
様
に
国
分
寺

こ

く

ぶ

ん

じ

だ
と
か
岩
谷
寺

い

わ

や

じ

だ
と
か
お
寺
の
名
前
が
彫
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
・
・
・ 

 

「
答
」
そ
れ
は
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
の
札
所
寺
の
名
前
で
す
。
ま
た
、
阿
弥
陀

あ

み

だ

如
来

に

ょ

ら

い

と
か
千
手
（
せ
ん
じ
ゅ
）
観
音
と
か

も
彫
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
各
札
所
寺
の
ご
本
尊

ほ

ん

ぞ

ん

様
の
名
前
で
す
。 

〜
以
下
略
〜 

本
尊
と
は
、
お
寺
の
本
堂
の
一
番
奥
の
高
い
壇
の
真
ん
中
に
居
る
仏
様
で
、
そ
の
寺
で
最
も
大
事
な
仏
様
の
こ
と
。
例
え

ば
油
川
淨
満
寺
の
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
で
、
一
段
下
の
協

き
ょ
う

侍 じ

は
、
向
っ
て
右
に
観
世
音

か

ん

ぜ

お

ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

、
左
に
勢
至

せ

い

し

菩
薩

ぼ

さ

つ

が
居
り
、
こ

の
組
み
合
わ
せ
は
阿 あ

弥
陀

み

だ

三
尊
仏

さ
ん
ぞ
ん
ぶ
つ

で
、
浄
土
宗
の
寺
院
は
大
抵
こ
の
形
に
な
る
。
三
尊
仏
を
ま
つ
る
壇
を
須 し

ゅ

弥
壇

み

だ

ん

と
い
う
。

油
川
八
十
八
ヶ
所
霊
場
の
本
山
と
も
言
う
べ
き
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
は
、
真
言
宗
の
開
祖
弘
法
大
師

こ

う

ぼ

う

だ

い

し

（
空
海
）
の
遺
蹟
を

巡
拝
す
る
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
。
ま
ず
徳
島
県
鳴
門
市
の
一
番
寺
霊
山
寺
を
ス
タ
ー
ト
し
、
高
知
県
、

愛
媛
県
、
香
川
県
内
に
ま
た
が
る
八
十
七
ヶ
寺
を
廻
り
、
最
後
は
香
川
県
讃
岐
市
の
八
十
八
番
大
窪
寺
に
詣
で
て
万
願
と
な

る
。
こ
の
札
所
寺
院
を
巡
拝
す
る
こ
と
を
特
に
〝
遍
路

へ

ん

ろ

〞
と
い
う
。 

さ
て
、
油
川
八
十
八
ヶ
所
石
仏
四
九
番
を
登
り
き
れ
ば
少
し
展
望
が
開
け
た
高
台
に
出
る
。
こ
こ
に
休
憩
所
を
兼
ね
た
奥

の
院
が
建
っ
て
い
る
。
本
報
告
書
に
、
こ
こ
の
棟 む

な

札 ふ

だ

の
写
真
を
載
せ
て
い
る
事
は
貴
重
で
あ
る
。
城
や
寺
社
仏
閣
、
民
家
や

土
蔵
等
調
査
の
際
は
、
何
を
お
い
て
も
棟
札
を
探
し
求
め
る
。
棟
札
は
、
建
物
の
棟
木

む

な

ぎ

を
支
え
る
束
柱

つ
か
ば
し
ら

に
架
け
ら
れ
、
天
井

の
上
に
あ
る
も
の
で
普
通
は
見
え
な
い
。
奥
の
院
束
柱
に
架
け
ら
れ
た
棟
札
の
願
文
は
、
「
道
中
安
全
の
為
、
新
し
く
安
息

所
を
建
立
し
奉
る
（
向
っ
て
左
か
ら
）
諸
天
の
善
神
（
一
行
と
ん
で
右
）
皆
来
た
り
て
守
護
せ
ん
。
」
と
読
ん
で
み
た
。
右



下
の
ー
當
主
八
十
八
ヶ
所
霊
場
―
は
こ
の
棟
札
の
奉
納
者
で
あ
る
。
中
央
上
の
梵 ぼ

ん

字 じ

は
愛
染

あ

い

ぜ

ん

明

王

み
ょ
う
お
う

と
解
せ
る
が
、
奥
の
院

本
尊
火
炎

か

え

ん

不
動

ふ
ど
う

と
の
か
か
わ
り
は
分
か
ら
な
い
。
向
っ
て
右
上
梵
字
は
大
日
如
来
と
も
読
め
、
左
上
は
薬
師

や

く

し

如
来

に

ょ

ら

い

だ
ろ
う
か
。

五
十
番
附
近
の
高
台
の
諸
石
仏
の
配
置
か
ら
み
て
、
こ
こ
が
山
岳
宗
教
修
験

し

ゅ

げ

ん

道 ど

う

の
山
と
も
目
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
ち

な
み
に
、
油
川
伝
馬

て

ん

ま

の
熊
野
宮
の
棟
札
は
、
江
戸
時
代
前
期
一
六
六
六
年
（
寛 か

ん

文 ぶ

ん

六
年
）
の
奉
納
で
、
中
世
地
域
史
解
明
の

貴
重
な
歴
史
資
料
。
こ
れ
は
『
新
青
森
市
史
・
資
料
編
２
・
古
代
中
世
編
』
に
、
写
真
グ
ラ
ビ
ア
カ
ラ
ー
版
で
載
っ
て
い
る
。 

信
道
院
境
内
に
立
つ
修
業

し
ゅ
ぎ
ょ
う

大
師

だ

い

し

（
弘
法
大
師
〜
空
海
〜
）
像
の
建
立

こ
ん
り
ゅ
う

施
主

せ

し

ゅ

に
つ
い
て
、
当
時
の
東
奥
日
報
記
事
を
載
せ
て

い
る
。
こ
の
修
業
大
師
は
、
油
川
の
窪
田
萬
吉
が
独
力
で
寄
進
し
た
と
あ
り
、
そ
の
経
費
は
千
円
也な

り

と
い
う
。
一
九
三
三
年

（
昭
和
八
年
）
の
米
価
は
米
一
石
（
一
五
〇
キ
ロ
）
二
十
一
円
。
当
時
二
十
円
も
あ
れ
ば
一
ヶ
月
一
家
族
楽
に
暮
ら
せ
た
。

一
千
円
は
、
さ
し
ず
め
現
在
の
一
千
万
円
に
相
当
し
よ
う
。
窪
田
家
は
先
代
兼
一
が
大
正
期
に
漁
業
海
産
物
商
で
富
を
上
げ
、

油
川
町
多
額
納
税
者
の
ト
ッ
プ
に
居
た
。
昭
和
に
入
っ
て
女
婿

じ
ょ
せ
い

萬
吉
が
更
に
富
を
割さ

い
て
見
内
各
地
の
寺
社
仏
閣
に
高
額
の

寄
進
を
し
た
こ
と
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
現
平
川
市
の
猿
賀
神
社
入
口
に
そ
び
え
る
大
鳥
居
は
、
一
九
二
八
年

（
昭
和
三
年
）
す
べ
て
萬
吉
が
自
費
で
奉
納
し
た
。
そ
の
際
、
年
内
に
奉
納
行
事
一
切
も
賄

ま
か
な

っ
た
と
い
う
か
ら
換
算
す
れ
ば

諸
経
費
合
計
一
億
円
ぐ
ら
い
の
出
費
で
あ
っ
た
ろ
う
。
昭
和
初
期
油
川
の
産
業
経
済
の
活
況
を
示
す
一
例
で
あ
っ
た
。 

又
、
子
安

こ

や

す

大
師
は
、
県
内
外
か
ら
子
宝
を
授
か
り
た
い
方
た
ち
の
救
い
の
仏
様
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
各
石
仏
の
台

座
に
名
前
を
と
ど
め
ら
れ
た
方
は
、
ほ
と
ん
ど
が
他
界
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
ご
健
在
の
方
も
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

石
仏
の
寄
進
者
が
家
族
全
員
の
名
前
を
彫
ら
せ
、
そ
の
中
に
昭
和
初
年
生
ま
れ
の
幼
児
や
赤
ん
坊
も
入
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。 

 

「
青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡
り
報
告
書
」
は
、
石
仏
の
写
真
集
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
各
石
仏
一
体
一

体
の
顔
の
表
情
が
豊
か
に
撮
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
何
と
も
優
し
い
表
情
は
何
回
見
て
も
心
が
和
む
の
で
あ
る
。
撮
影
担
当
者

の
技
術
は
と
も
か
く
、
さ
ぞ
仏
教
文
化
に
も
造
詣

ぞ

う

け

い

の
あ
る
方
で
あ
ろ
う
か
。 

今
回
の
調
査
事
業
、
報
告
書
作
成
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
「
油
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
考
え
る
会
」
の
監
事
佐
藤
剛
氏
で
、

調
査
か
ら
報
告
書
の
発
行
ま
で
三
ヵ
年
に
渡
っ
た
ご
苦
労
に
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
。
ち
な
み
に
、
か
つ
て
油
川
中
学
校



郷
土
研
究
部
の
調
査
活
動
の
リ
ー
ダ
ー
佐
藤
恵
美
子
は
、
氏
の
妹
で
あ
る
。
地
域
掘
り
起
こ
し
活
動
で
、
兄
と
妹
が
四
十
年

も
時
を
隔
て
、
全
く
偶
然
に
貢
献
し
た
事
実
は
、
こ
の
町
の
明
る
い
話
題
と
し
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。 

 

な
お
、
発
祥
地
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
に
習
い
、
国
内
各
地
に
は
八
十
八
ヶ
寺
の
札
所
寺
院
を
編
成
し
た
本
格
的
な
霊
場

が
二
十
八
ヶ
所
あ
り
、
そ
の
最
北
端
の
霊
場
は
、
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
に
開
山
し
た
関
東
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
で

こ
こ
は
、
一
都
五
県
に
ま
た
が
る
真
言
宗
寺
院
八
十
八
ヶ
寺
札
所
と
し
て
い
る
。
油
川
の
「
青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
」

の
よ
う
に
石
仏
の
み
を
巡
る
霊
場
は
県
内
外
に
も
っ
と
あ
る
と
思
う
。 

 

油
川
の
「
青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
」
は
、
地
元
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
の
格
好
な
遠
足
地
で
あ
っ
た
。
本
来

は
信
仰
の
山
で
は
あ
る
が
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
気
分
で
訪
れ
る
人
も
多
い
。
石
仏
め
ぐ
り
を
、
“
地
蔵
様
か
げ
る
”
と
い
う
人
も

い
る
が
そ
れ
で
も
い
い
で
は
な
い
か
。
春
は
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ー
の
大
群
落
、
秋
は
紅
葉
、
四
季
お
り
お
り
の
小
鳥
の
鳴
き
声
な

ど
聞
き
な
が
ら
、
自
然
の
息
吹

い

ぶ

き

を
満
喫

ま
ん
き
つ

す
る
た
め
に
も
、
も
っ
と
多
く
の
人
々
に
来
て
も
ら
い
た
い
。 

  



 

「
発
刊
に
あ
た
っ
て
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

宗
教
法
人
修
験
道
信
道
院
住
職 

 

伊
藤
信
教 

此
度
の
編
集
に
ご
尽
力
下
さ
い
ま
し
た
「油
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
考
え
る
会
」
の
皆
様
に
、
お
寺
を
代
表
し
ま
し
て
、
感
謝
申
上
げ
ま

す
。 

 

当
山
は
、
来
年
で
開
山
よ
り
八
十
年
を
迎
え
ま
す
。
昭
和
八
年
に
、
初
代
住
職
荻
原
信
道
和
尚
が
、
「
青
森
大
師
講
」
と
し
て

野
木
和
の
地
に
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
の
尊
像
を
、
信
者
各
位
の
寄
進
に
よ
り
二
里
（
８
キ
ロ
）
に
安
置
し
て
以
来
、
多
く
の
人
々
の
護

信
心
に
支
え
ら
れ
て
現
在
に
至
り
ま
し
た
。
当
山
は
、
七
月
十
日
を
「
観
音
功
徳
日
」と
し
、
当
日
は
早
朝
よ
り
多
く
の
方
々
が
八

十
八
ヶ
所
を
参
拝
さ
れ
、
お
観
音
様
と
縁
を
結
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
参
拝
に
当
り
、
皆
様
の
願
い
事
は
「家
内
安
全
」
・
「先
祖
代
々
」

等
様
々
な
れ
ど
、
当
山
に
安
置
し
て
お
り
ま
す
百
数
対
の
佛
・
菩
薩
は
信
道
院
ご
本
尊
「
弘
法
大
師
空
海
上
人
」
様
と
共
に
、
お
聞

き
届
け
の
事
と
確
信
し
て
お
祈
り
ま
す
。 

今
回
の
発
刊
に
当
た
り
、
一
体
一
体
の
寄
進
者
住
所
・
氏
名
が
克
明
に
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
多
く
の
人
々
の
身
に
触
れ

て
、
八
十
年
前
に
寄
進
戴
き
ま
し
た
信
者
各
位
様
の
血
縁
者
様
等
が
、
再
び
故
人
の
得
業
を
偲
び
御
参
拝
戴
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
初
め
て
当
山
を
お
知
り
に
な
ら
れ
た
方
に
は
、
こ
れ
も
御
仏
の
お
導
き
と
思
い
、
八
十
八
ヶ
所
を
御
参
拝
戴
け
れ
ば
と
存
じ

ま
す
。 

 

最
後
に
、
青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
が
未
来
永
劫
、
衆
生
救
済
の
功
徳
修
行
の
場
と
し
て
、
存
在
し
続
け
る
為
に
、
皆
様

の
御
信
心
及
び
御
協
力
を
切
に
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。  

 
 
 
 

合
唱 











　　　本霊場は、青森市内で唯一宗教法人「修験道信道院」として登録されており、本堂須弥壇には弘法大師像が
　　本尊として安置され、予言・加持・祈祷等が行なわれています。
　　　開山した故住職荻原國策は、九州出身で幼少の頃からの大病を患い親、医師からも見放されことから信仰心
　 に目覚めその後、全快し四国八十八ヶ所の巡礼を重ねて、初めに北海道函館に開山しました。

　　山麓の信道院を起点に鶴ヶ峯山中一円約８Ｋｍ程の上り下りの細道に八十八体の石仏が鎮座されています。
　　　空海（弘法大師）が、開山した四国八十八ヶ所１番寺から８８番寺の本尊を模したもので、野木和公園西側

　　　昭和８年９月８日、梵珠山連と青森湾の眺望に霊鳥飛び合う山紫水明の地で、諸神諸仏が鎮座するには
　　絶好の霊域として、２番目の霊場をあぶらかわの地に開山されました。

　　　　　　　　　　　　第１４４回　油川地域史研究会例会より



開山祖墓標

信道院御本尊（大師木彫坐像）

石仏等奉納者名簿

開山祖荻原信道直筆書



瀧
澤
初
太
郎

奉納者姓名

小
山
内
　
傅

昭
和
九
年
旧
三
月

奉
納

一
番
札
所
之

石
塔

二
十
一
日
建
立

金剛
こ ん ご う

悲
ひ

地藏
じ ぞ う

坐像
ざ ぞ う

奉納者姓名

長
科
村

中
澤
村

本 尊 名
一
番
札
所
内

座
像
石
仏



　
　
仝
　
フ
ク

 
森
川
善
吉

　
　
仝
　
チ
セ

　
葛
西
弥
兵

ェ

本 尊 名

金剛
こ ん ご う

宝
ほ う

地藏
じ ぞ う

坐像
ざ ぞ う

奉納者姓名

油
川
町

一
番
札
所
内

座
像
石
仏

本 尊 名

田
中
喜
之
助

油
川
町

放
ほ う

光
こ う

王
お う

地藏
じ ぞ う

坐像
ざ ぞ う

奉納者姓名

仝
　
そ
わ

仝
　
と
せ

一
番
札
所
内

座
像
石
仏



金剛
こ ん ご う

幢
ど う

地藏
じ ぞ う

立
り ゅ う

像
ぞ う

本 尊 名

油
川
町

　
櫻
田
要
次
郎

　
仝
　
そ
わ

奉納者姓名

一
番
札
所
内

立
像
石
仏

寄進者姓名

本 尊 名

羽
白
村
中

金剛
こ ん ご う

願
が ん

地藏
じ ぞ う

立
り ゅ う

像
ぞ う

一
番
札
所
内

立
像
石
仏



中
村
宮
助

本 尊 名

中
村
松
五
郎

中
村
甚
作

預
よ

天
て ん

賀
が

地藏
じ ぞ う

立
り ゅ う

像
ぞ う

奉納者姓名

新
城
村

川
村
常
吉

一
番
札
所
内

立
像
石
仏

旧
三
月
廿
一
日

本尊名

青
森
金
沢

高
橋
健
吉

水子
み ず こ

観世音
か ん ぜ お ん

奉納者姓名

　仏閣の入口付近の祠等に安置されている。

　　浄土信仰が普及した平安時代以降、極楽浄土に往生の叶わない子どもを

　地獄の責苦から守り・救う菩薩という思想から、六道（６種の生命を繰返す世界）

において衆生の苦しみを、救済する六種の地蔵菩薩と言われている。主に寺院

1番～奥の院まで

奥の院～88番まで

・・・・　約３．０ｋｍ

・・・・　約５．０ｋｍ 徒歩で７１分

徒歩で５９分

像容は、剃髪した僧侶姿に袈裟を纏い、瓔珞を身に着ける。左手に如意宝珠、

　右手に錫杖を持つ。又右手に代願印相をとる像もある。　　　　Ｗikipediaより

巡路について

六地藏ついて

立
像
石
仏

一
番
札
所
内



一番 石仏　

青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所

本 尊 名

釋
し ゃ く

迦
か

如来
に ょ ら い

寺 号

霊山
り ょ う ぜ ん

寺
じ

奉納者姓名

　
玉

　
玉

　
玉
青
森

歩行時間 番寄り 〆 秒

所
霊
場

四
国
霊
場

本　尊

所在地 徳島県鳴門市 （阿波
アワ

の國
クニ

）

田
治
郎

田
ち
あ

田
治
三
郎

市

〆

釋迦如来

寺　号 霊山寺

山
さ ん

　号
ご う

竺
じ く

和
わ

山
ざ ん

所在地 徳島県鳴門市 （阿波の國）



本 尊 名

寺 号

奉納者姓名

二番 石仏　

極楽寺
ご く ら く じ

　
柿
崎

　
石
戸 仝

青
森
市

　
工
藤仝

青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所

阿弥陀
あ み だ

如来
に ょ ら い

秒

所在地 徳島県鳴門市

崎
み
ゑ

番寄り 40一

戸
谷
よ
志

四
国
霊
場

本　尊 阿弥陀如来

寺　号 極楽寺

山　号 日照
に っ し ょ う

山
ざ ん

仝
　
信
一

市藤
ト
サ

仝
　
勇
介

歩行時間

所
霊
場

（阿波の國）



三番 石仏　
本 尊 名

寺 号

奉納者姓名

　
齊
藤

青
森
市

　
齊
藤

　
齊
藤

青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所

釈迦
し ゃ か

如来
に ょ ら い

金泉寺
こ ん せ ん じ

　
三
橋

　
三
橋 藤

庄
作

市藤
忠
八

藤
清
作

徳島県
板野郡板野町

（阿波の國）

所
霊
場

歩行時間 二 番寄り 秒20

四
国
霊
場

本　尊 釈迦如来

寺　号 金泉寺

山　号 亀
き

光
こ う

山
ざ ん

所在地

橋
長
次
郎

橋
長
吉

板野郡板野町



本 尊 名

青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所

四番 石仏　
大日
だ い に ち

如来
に ょ ら い

寺 号

奉納者姓名

大日
だ い に ち

寺
じ

和
田

青
森
市

黒
こ く

巌
が ん

山
ざ ん

50

所
霊
場

歩行時間

四
国
霊
場

本　尊

寺　号

山　号

所在地

秒三 番寄り

田
興
作

市

徳島県
板野郡板野町

（阿波の國）

大日如来

大日寺

板 郡板



本 尊 名

寺 号

　
　
　
仝

青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所

地藏
じ ぞ う

菩薩
ぼ さ つ

奉納者姓名

五番 石仏　

　
　
　
仝

地藏
じ ぞ う

寺
じ

　
　
　
仝

　
　
　
仝

油
川

　
福
井仝

　
み
や

所
霊
場

地蔵寺

山　号 無尽
む じ ん

山
ざ ん

歩行時間 四 番寄り

仝
　
ま
る

25

所在地

仝
　
き
く
ゑ

仝
　
や
ゑ

秒

町井
み
ゑ

四
国
霊
場

本　尊 勝軍
し ょ う ぐ ん

地蔵菩薩

寺　号

徳島県
板野郡板野町

（阿波の國）
板野郡板野町



　
奈
良

　
新
谷

　
伊
藤

　
工
藤

青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所

六番 石仏　

寺 号

奉納者姓名

本 尊 名

安楽
あ ん ら く

寺
じ

藥
や く

師
し

如来
に ょ ら い

　
伊
丸

青
森
市

番寄り 10

良
浅
吉

谷
と
よ

藤
喜
一

藤
た
み

所
霊
場

歩行時間 五

丸
岡
春
吉

秒

市

四
国
霊
場

本　尊 薬師如来

寺　号 安楽寺

山　号 温泉
お ん せ ん

山
ざ ん

所在地
徳島県

板野郡板野町
（阿波の國）

板野郡板野町



七番 石仏　

　
今
村

本 尊 名

寺 号

奉納者姓名

油
川

青
森
四
国
八
十
八
ヶ
所

阿弥陀如来

十楽
じ ゅ う ら く

寺
じ

　
　
仝

　
　
仝

　
　
仝

　
　
仝

歩行時間

村
ミ
ン

町
所
霊
場

仝
　
ト
シ

仝
　
シ
マ

515 秒

仝
　
要
之
助

仝
　
幸
之
助

山　号 光明
こ う み ょ う

山
ざ ん

所在地 徳島県阿波市 （阿波の國）

六 番寄り

四
国
霊
場

本　尊 阿弥陀如来

寺　号 十楽寺




