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七
堂
伽
藍
と
幽
玄
な
空
間

鷲
津
弘
通
所
石
碑

鷲
津
弘
通
所
石
碑

水
の
音
た
だ
に
ひ
と
つ
ぞ
き
こ
え
け
る

そ
の
ほ
か
は
な
に
も
申
す
こ
と
な
し

本
興
寺
に
お
い
で
ん

　
―
「
お
い
で
ん
」
と
は
湖
西
弁
で
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
の
こ
と

本堂と開
かい

山
さん

杉
すぎ

鐘
しょう

楼
ろう

お
墓
の
奥
に
あ
る
西
に
し
の

郡
ご
う
り
の

局
つ
ぼ
ね

供く

養よ
う

塔と
う

方ほ
う

丈
じ
ょ
う

玄
関

客
きゃく

殿
でん

大
だい

黒
こく

堂
どう

三
さん

十
じゅう

番
ばん

神
じん

堂
どう

谷
たにの

文
ぶん

晁
ちょう

ふすま絵のある上段の間

北原白秋歌碑

花
の
寺
静
か
な
人
出
中
に
歩
す

星野立子句碑

忠
ちゅう

霊
れい

塔
とう

弁
べん

天
てん

堂
どう

小
こ

堀
ぼり

遠
えん

州
しゅう

流
りゅう

庭園と奥
おく

書
しょ

院
いん

四
月
二
十
八
日
に
本
山
本
興
寺
で
は
、
日
陣
尊
聖
人

六
百
御
遠
忌
・
落
慶
大
法
要
が
行
わ
れ
ま
す
。



　
子
育
て
幽
霊

そ
の
昔
、
臨
月
に
近
い
頃
に
、
苦
し
ん
で
亡

く
な
っ
た
若
い
女
が
お
り
ま
し
た
。
家
族
の
も

の
は
悲
嘆
に
く
れ
、
箕
輪
の
「
お
と
山｣

と
い

う
と
こ
ろ
に
お
墓
を
建
て
、
ね
ん
ご
ろ
に
葬
り

ま
し
た
。

同
じ
村
に
一
件
の
古
い
飴
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
飴
を
滋
養
飴
と
い
い
ま
し
た
。
　

そ
の
飴
屋
へ
、
そ
の
頃
か
ら
毎
晩
、
飴
を
買

い
に
来
る
見
な
れ
な
い
若
い
女
が
お
り
ま
し
た
。

無
駄
口
ひ
と
つ
き
く
で
も
な
く
、
そ
っ
と
来
て

は
音
も
な
く
去
っ
て
行
く
の
で
し
た
。

不
審
に
思
っ
た
主
人
は
あ
る
夜
、
そ
の
女
の

後
を
つ
け
て
行
き
ま
し
た
。
お
と
山
の
墓
地
の

中
ほ
ど
ま
で
来
た
時
、
そ
の
女
の
姿
は
ふ
っ
と

消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
不
思
議
に
思
っ
て
探

し
て
い
る
と
、
小
さ
な
穴
を
見
つ
け
ま
し
た
。

伝
説
・
名
物
・
お
土
産

周
辺
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト

子

育

て

飴

「
大
津
屋
」
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文
晁
も
な
か
と
酒
饅
頭

翌
朝
、
村
の

人
た
ち
と
来
て

そ
の
穴
を
掘
り

ま
し
た
。
す
る

と
、
中
か
ら

丸
々
と
太
っ
た

赤
子
が
出
て
き

ま
し
た
。
ま
わ

り
に
は
、
い
く

つ
も
の
飴
の
空

袋
が
散
ら
か
っ
て
い
ま
し
た
。

飴
屋
た
ち
は
さ
っ
そ
く
、
先
日
亡
く
な
っ
た

女
の
主
人
に
赤
子
を
届
け
ま
し
た
。

「
お
う
、
た
し
か
に
私
の
子
だ
。
で
は
死
ん
だ

妻
が
…｣

と
言
っ
て
主
人
は
涙
を
流
し
て
喜
ん

だ
そ
う
で
す
。
こ
の
子
は
そ
の
後
、
す
く
す
く

成
長
し
、
本
興
寺
第
十
七
世
日
観
上
人
（
十
七

世
紀
末
頃
）
に
な
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。

豊田佐吉記念館 －トヨタ自動車のルーツ－

遠州灘と潮見坂 －どこまでも続く砂浜－

浜名湖 －風光明媚な汽水湖－

新居関所 －東海道五十三次－

本興寺は別名を
文晁寺と
呼ばれている
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三
ツ
輪
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湖
畔
ま
で
歩
い
て
10
分

寺
か
ら
車
で
10
分

寺
か
ら
車
で
15
分

寺
か
ら
車
で
5
分

昔ながらのきなこ味


