
正
信
偈
講
座
⑨

（
赤
い
経
本
６
～
７
㌻
）

普
放
無

量

無
辺
光

無
礙
無
対
光
炎
王

ふ-

ほ
う

む-
り
よ
う

む-

へ
ん

こ
ー
う

む-

げ-

む-

た
い

こ
う

え
ん
の-

う

清

浄
歓
喜
智
慧
光

不
断
難
思
無
称

光

し
よ
う
じ
よ
う
か
ん

ぎ-
ち-

え-

こ-

う

ふ-

だ
ん

な
ん

じ-

む-

し
よ
う
こ-

う

超
日
月
光
照
塵
刹

一
切
群
生
蒙
光

照

ち
よ
う
に
ち

が
つ

こ
う
し
よ
う
じ
ん
せ
ー
つ

い
つ

さ
い

ぐ
ん
じ
よ
う

む-

こ
う
し
よ-

う

-

阿
弥
陀
さ
ま
の
十
二
の
光-

そ
の
二

前
回
か
ら
阿
弥
陀
さ
ま
の
十
二
の
光
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
ま

す
。「
あ
ま
ね
く
、
①
無
量
②
無
辺
光
③
無
礙
④
無
対
⑤
光
炎

王
⑥
清
浄
⑦
歓
喜
⑧
智
慧
光
⑨
不
断
⑩
難
思
⑪
無
称
光
⑫

超
日
月
光
を
放
ち
て
塵
刹
を
照
ら
す
。
一
切
の
群
生
、
光
照
を

じ

ん

せ
つ

ぐ
ん
じ
よ
う

こ
う
し
よ
う

蒙
る
」
と
あ
る
部
分
で
す
。
今
回
は
そ
の
う
ち
の
③
無
礙
と
④
無

こ
う
む

対
と
い
う
光
の
意
味
を
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。

③
「
無
礙
」
と
は
、「
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
が
無
い
」
と
い
う
意
味

で
す
。
一
つ
に
は
、
物
質
的
に
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
無
く
、
ど
こ
に

居
よ
う
と
も
私
た
ち
を
必
ず
救
う
と
い
う
仏
さ
ま
の
光
を
表
し

て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
ど
の
よ
う
な
煩
悩
に
私
た
ち
が
苛
ま
れ

さ
い
な

て
い
よ
う
と
も
必
ず
見
捨
て
ぬ
と
い
う
仏
さ
ま
の
は
た
ら
き
を
表

し
て
い
ま
す
。
仏
教
で
は
煩
悩
が
あ
る
と
仏
に
成
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
厳
し
い
修
行
を
行
い
、
善
行
を
積
み
、
自
ら
の
煩
悩
を

抑
え
て
払
い
除
け
て
、
仏
へ
の
階
段
を
一
段
一
段
歩
ん
で
行
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
我
々
は
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
と

て
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
仏
道
修
行
を
歩
む
ど
こ

ろ
か
、
自
分
の
こ
と
に
精
一
杯
で
こ
の
世
に
し
が
み
つ
き
、
自
ら
の

煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
て
苦
し
み
、
更
な
る
煩
悩
を
生
み
出
し
、
悩

み
続
け
て
い
る
と
い
う
の
が
現
実
の
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ

の
よ
う
な
我
々
を
こ
そ
救
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
、
ど
の
よ
う
な
煩

悩
の
淵
に
沈
ん
で
い
よ
う
と
も
、
苦
し
み
の
海
を
泳
い
で
我
々
を

救
お
う
と
活
動
な
さ
っ
て
い
る
。そ
の
よ
う
に
果
て
る
こ
と
の
な
い

煩
悩
を
も
ろ
と
も
せ
ず
に
、
必
ず
救
い
取
る
と
い
う
姿
を
表
さ
せ

た
の
が
「
無
礙
光
」
と
い
う
光
な
の
で
す
。

次
の
④
「
無
対
」
と
は
、「
比
べ
る
も
の
が
無
い
」
と
い
う
意
味
で

す
。
仏
さ
ま
の
世
界
は
み
ん
な
光
り
輝
い
て
い
る
と
お
経
の
中
に

は
表
現
さ
れ
ま
す
。
大
日
如
来
に
し
て
も
薬
師
如
来
に
し
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
仏
さ
ま
は
光
り
輝
い
て
い
ま
す
。
無
対
光
と
表
現
さ

れ
る
阿
弥
陀
さ
ま
は
、そ
れ
ら
の
仏
さ
ま
よ
り
比
べ
も
の
に
な
ら

な
い
ほ
ど
光
り
輝
い
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
赤
い
夕
焼
け
に
照
ら

さ
れ
る
と
私
た
ち
の
体
を
含
め
一
帯
の
景
色
は
赤
く
輝
き
ま

す
。
同
じ
よ
う
に
、
無
対
光
と
言
わ
れ
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
光
に
照

ら
さ
れ
た
私
た
ち
も
光
り
輝
い
て
い
る
は
ず
で
す
。こ
の
世
で
は

煩
悩
に
眼
を
さ
え
ぎ
ら
れ
て
私
た
ち
の
体
が
光
っ
て
い
る
の
を
目
に
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
が
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
な
ら
ば
私
た
ち
の
体

は
黄
金
色
に
輝
く
よ
と
お
経
の
中
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
さ

ま
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
念
仏
に
出
遇
っ
た
方
々
が
と
も
に
等
し
く
輝
い

て
い
る
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
と
親
鸞
聖
人
は
お
示
し
を
下
さ
っ
て
い
ま

す
。書

院
修
復
工
事
報
告

書
院
修
復
工
事
は
大
詰
め
を
向
か

え
、
外
壁
の
漆
喰
が
綺
麗
に
塗
り
上
が

り
、
現
在
は
内
装
工
事
に
入
っ
て
い
る
。

ま
た
、
五
月
の
門
信
徒
会
で
議
題
に

上
が
っ
た
鐘
楼
の
地
盤
改
良
工
事
な

ら
び
に
納
骨
堂
無
量
寿
院
屋
根
工
事

に
も
着
手
し
、
順
調
に
工
事
が
進
ん
で

い
る
。

鐘
楼
の
地
盤
は
、
雨
水
の
影
響
に
よ

り
周
辺
の
地
盤
が
沈
下
し
、
鐘
楼
の
土

台
部
分
に
大
き
な
ヒ
ビ
が
入
っ
て
い
た
。

現
在
、
鐘
楼
を
ジ
ャ
ッ
キ
で
持
ち
上
げ
、

石
組
み
と
周
辺
部
分
に
薬
剤
を
注
入

し
地
盤
の
強
化
を
図
っ
て
い
る
。

納
骨
堂
屋
根
は
、
建
設
よ
り
三
十

年
が
過
ぎ
、
至
る
所
で
破
損
が
見
ら
れ
て
い
た
。
今
回
の
工
事
で
は
屋

根
を
約
十
五
セ
ン
チ
迫
り
出
さ
せ
、
上
を
銅
板
に
葺
き
替
え
て
い
る
。

い
づ
れ
の
工
事
も
十
二
月
の
報
恩
講
ま
で
に
完
成
を
目
指
す
。

副
住
職

信
映
、
本
山
安
居
専
修
科
講
師
を
拝
命

副
住
職
信
映
は
七
月
十
八

日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
本
山

本
願
寺
に
て
行
わ
れ
た
安
居

（
あ
ん
ご
）
専
修
科
（
せ
ん
し
ゅ

う
か
）
に
お
い
て
仏
教
概
論
を

講
じ
た
。
安
居
と
は
宗
派
最
高

の
講
会
（
学
問
の
場
）と
位
置
づ

け
ら
れ
て
お
り
、
お
釈
迦
様
の

時
代
か
ら
各
仏
教
教
団
で
続

け
ら
れ
て
い
る
伝
統
的
な
学
問

修
行
で
あ
る
。
本
願
寺
で
は
そ

の
安
居
に
専
修
科
と
い
う
予
科

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
副
住
職

は
専
修
科
で
五
十
分
十
二
コ
マ

に
わ
た
っ
て
、
お
釈
迦
様
の
生
涯

か
ら
初
期
仏
教
教
義
、
倶
舎
教

義
を
講
義
し
た
。

住
職

顕
信
、
徳
島
中
組
組
長
に

住
職
顕
信
は
、
徳
島
市
か
ら
阿
波
市
ま
で
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

十
七
ヶ
寺
で
構
成
す
る
徳
島
中
組
（
と
く
し
ま
な
か
そ
）の
組
長
に
就

任
し
た
。
組
長
（
そ
ち
ょ
う
）と
は
、
各
組
の
事
務
を
統
括
し
、
本
山
と
各

末
寺
と
の
窓
口
を
行
う
役
目
で
あ
る
。

行
事
予
告

◎

秋
季
彼
岸
会
永
代
経
法
要

【
９
月

日
】

両
日
と
も
午
後
一
時
よ
り
尊
光
寺
本
堂

22

【
９
月

日
】

※

日
は
仏
教
婦
人
会
に
よ
る
特
別
養
護
老
人
ホ

23

23ー
ム
お
接
待
日
で
す
。
朝
９
時
頃
よ
り
お
手
伝
い

お
願
い
致
し
ま
す
。

〈
法
話

本
願
寺
派
布
教
使

金
岡
親
量

師
〉

◎

報
恩
講
法
要

ほ
う

お
ん
こ
う

【

月

日
】
午
後
１
時

日
中
法
要

12

22

午
後
６
時

大
逮
夜
法
要
・
御
伝
鈔
拝
読

【

月

日
】
午
前

時

総
永
代
経
法
要

お
昼
御
斎(

食
事)

お
と
き

12

23

10

午
後
１
時

報
恩
講
御
満
座
・
御
伝
鈔
拝
読

〈
法
話

本
願
寺
派
布
教
使

李
平
博
昭

師
〉

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
遺
徳
を
偲
び
、
念
仏
に
出
逢
え
た
こ
と
を
悦
ば
せ
て

頂
く
、
一
年
で
一
番
大
切
な
法
要
で
す
。
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
参
拝
下

さ
い
。
な
お

日
は
参
拝
の
皆
様
に
御
斎
（
昼
食
）
を
準
備
し
て
お
り
ま

23

す
。

※
本
年
度
の
執
行
当
番
は
土
成
東
組(

藤
原
・
吉
田
・
宮
川
内
・

平
間
・
法
林
地
・
浦
ノ
池)

で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

◎

除
夜
の
鐘

【

月

日
】
午
後

時

分
頃
よ
り

12

31

11

40

鐘
の
音
と
お
念
仏
で
来
る
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

ど
な
た
様
も
鐘
を
つ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎

ご
本
山
・
大
谷
本
廟
参
拝
団
の
募
集

今
回
は
ご
本
山
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
に
参
拝
し
ま
す
。

約
四
十
年
ぶ
り
の
ご
本
山
の
代
替
わ
り
法
要
で
す
。

【
４
月

日
～

日

一
泊
二
日
】

費
用
３
万
５
千
円
。

14

15

大
谷
本
廟
、
ご
本
山
法
要
参
拝
の
後
、
白
浜
宿
泊
、
観
光
予
定
。

【
４
月

日

日
帰
り
】

費
用
１
万
５
千
円
。

14
大
谷
本
廟
、
ご
本
山
法
要
参
拝
の
後
、
鉄
道
博
物
館
観
光
予
定
。

※
申
し
込
み
は
お
早
め
に
尊
光
寺
ま
で
。
詳
し
く
は
次
回
ご
案
内
。

《
裏
面
へ
つ
づ
く
》

浄土真宗本願寺派 四州教区徳島中組 金輪山 無量壽院 尊光寺 TEL0883-36-3026 ホームページに pdf版を掲載しています
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幸
せ
の
仏
教
国
ブ
ー
タ
ン
訪
問
記

副
住
職
信
映
は
、
八
月
二
十
三
日
よ
り
八
月
三
十
日
ま
で
ア
ジ
ア

の
仏
教
国
ブ
ー
タ
ン
を
訪
れ
、
ブ
ー
タ
ン
が
幸
せ
の
国
と
呼
ば
れ
る
そ
の

由
縁
に
触
れ
た
。

ブ
ー
タ
ン
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
に
あ
る
面
積
が
九
州
ほ
ど
の
国
で
あ
る
。

四
方
を
山
々
に
囲
ま
れ
、
特
に
陸
路
で
の
入
国
は
容
易
で
は
な
い
。
現

在
、
日
本
か
ら
の
直
行
便
は
無
く
、
今
回
は
タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
を
経
由
し

空
路
で
の
入
国
と
な
っ
た
。

ブ
ー
タ
ン
の
国
際
空
港
が
あ
る
パ
ロ（
標
高2

3
0
0

㍍
）に
到
着
し
、
す

ぐ
に
心
が
踊
る
。
空
気
が
薄
い
か
ら
で
は
な
い
。
飛
行
機
を
誘
導
す
る
人

か
ら
荷
物
を
運
送
す
る
人
ま
で
、
空
港
の
ど
の
係
員
も
民
族
衣
装
を
ま

と
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
ど
の
建
物
の
装
飾
も
実
に
意
匠
に
富

み
、
訪
れ
る
者
の
心
を
一
気
に
ブ
ー
タ
ン
色
に
染
め
て
い
く
の
だ
。
空
港

は
周
り
を
高
山
に
囲
ま
れ
、
世
界
で
も
離
着
陸
の
難
し
い
空
港
の
一
つ

と
言
わ
れ
て
い
る
。そ
の
不
安
を
乗
り
越
え
て
降
り
立
っ
た
地
に
は
も
て

な
し
の
心
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。

ブ
ー
タ
ン
入
国
の
た
め
の
ビ
ザ

取
得
は
他
国
と
事
情
が
異
な
る
。

行
動
は
必
ず
現
地
人
ガ
イ
ド
を

共
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、ビ
ザ
は

ブ
ー
タ
ン
の
旅
行
店
に
申
請
を
代

行
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
の
だ
。

そ
の
た
め
今
回
は
日
本
の
旅
行
代

理
店
を
通
じ
て
現
地
旅
行
代
理

店
に
手
配
を
依
頼
し
た
。
一
応
、

日
本
語
対
応
ガ
イ
ド
と
言
う
こ
と

で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
私
が
対
面
し

た
ガ
イ
ド
は
日
本
語
が
ま
ま
な
ら

ず
、
ガ
イ
ド
の
カ
タ
コ
ト
日
本
語

と
、
私
の
カ
タ
コ
ト
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
で
会
話
す
る
と
い
う
終
始
妙
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ガ
イ
ド
の
私
を
も
て
な
そ
う

と
す
る
そ
の
姿
勢
に
は
感
銘
を
受
け
た
。
長
い
歩
行
を
伴
う
時
に
は
私

の
荷
物
を
持
つ
と
言
い
、
各
地
の
名
産
を
ぜ
ひ
味
わ
え
と
様
々
に
勧
め
て

く
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
非
常
に
マ
ナ
ー
に
敏
感
で
あ
り
、
お
寺
を
訪
れ

る
際
の
礼
儀
作
法
な
ど
を
詳
細
に
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

《

幸
せ
の
カ
ギ
は
仏
教
に
ア
リ
》

さ
て
、
ブ
ー
タ
ン
を
一
躍
有
名
に
し
た
の
はG

N
H

（
国
民
総
幸
福
量
）

で
あ
る
。
経
済
の
指
数
で
あ
るG

N
P

（
国
民
総
生
産
）よ
り
も
国
民
の
幸

福
を
優
先
し
て
国
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

急
激
な
経
済
発
展
に
よ
る
格
差
拡
大
な
ど
を
危
惧
し
、
経
済
的
豊
か

さ
よ
り
も
心
の
豊
か
さ
を
求
め
る
国
民
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。そ
の
国
民
性
の
根
底
に
あ
る
も
の
、そ
れ
は
仏
教
思
想
に
他
な
ら
な

い
と
今
回
の
訪
問
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
ず
ブ
ー
タ
ン
に
降
り
た
っ
て
感
じ
ら
れ
る

こ
と
、
そ
れ
は
仏
教
に
関
す
る
も
の
の
多
さ
で

あ
る
。
街
の
辻
や
橋
の
た
も
と
に
は
マ
ニ
車
と

言
う
お
経
の
入
っ
た
大
き
な
筒
が
あ
り
、
行
き

交
う
人
々
は
そ
の
マ
ニ
車
を
手
で
回
し
た
り
、

水
車
で
回
し
た
り
と
、
と
に
か
く
マ
ニ
車
を
回

し
て
功
徳
を
日
々
積
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

ブ
ー
タ
ン
人
は
マ
ニ
車
を
回
す
の
が
よ
ほ
ど
好

き
ら
し
く
、
最
近
で
は
車
の
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド

の
上
に
太
陽
光
発
電
に
よ
っ
て
自
動
で
回
る

マ
ニ
車
を
設
置
す
る
人
も
多
く
、
ド
ラ
イ
バ
ー

の
車
に
も
装
備
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
町
中
や
道
路
の
真
ん
中
で
多
く
の

犬
や
牛
に
出
く
わ
す
。
し
か
し
車
は
ク
ラ
ク
シ

ョ
ン
を
鳴
ら
す
で
も
な
く
、
動
物
が
過
ぎ
去
る

の
を
待
つ
の
で
あ
る
。ハ
エ
や
蚊
も
決
し
て
叩
か

ず
、
殺
虫
剤
も
使
用
し
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
生
き

物
を
大
切
に
し
て
い
る
の
だ
。
大
切
に
す
る
あ

ま
り
、
夜
中
に
多
く
の
犬
が
遠
吠
え
を
し
て
は

私
の
睡
眠
を
邪
魔
す
る
の
で
あ
る
が
、

ブ
ー
タ
ン
人
は
お
構
い
な
し
の
様
子
で

あ
っ
た
。

さ
ら
に
ブ
ー
タ
ン
の
教
育
は
仏
教
が

基
盤
に
あ
る
よ
う
だ
。い
く
つ
か
の
寺
で

現
地
の
高
校
生
に
出
会
っ
た
が
、
多
く

の
生
徒
が
お
供
え
物
の
バ
タ
ー
（
灯
の

燃
料
と
な
る
）
を
持
ち
参
拝
し
て
い
た
。

ま
た
、
お
寺
に
は
多
く
の
子
ど
も
達
が

出
家
し
、
僧
侶
の
た
ま
ご
と
し
て
生
活

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
達
は
仏

教
へ
の
興
味
か
ら
出
家
し
た
者
も
い
る

が
、
多
く
は
家
庭
の
経
済
事
情
に
よ
り
出
家
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た

子
ど
も
達
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
た
と
え

貧
し
く
て
も
寺
に
出
家
す
れ
ば
十
分

な
教
育
が
受
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、

生
活
の
保
障
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
。そ
こ

に
は
寺
を
支
え
る
多
く
の
一
般
市
民
の

布
施
や
、
国
家
予
算
に
よ
る
仏
教
保
護

の
政
策
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

《

輪
廻
を
信
じ

福
徳
を
積
む
国
民
性
》

こ
の
よ
う
に
ブ
ー
タ
ン
国
中
に
は
と

に
か
く
仏
教
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
人
々
は

仏
教
の
因
果
応
報
、
輪
廻
の
思
想
を
心
の
基
礎
に
置
い
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
良
い
行
い
を
す
れ
ば
よ
り
良
い
来
世
へ
、
悪
い
行
い
を
す
れ
ば
悪

い
来
世
を
必
ず
引
き
起
こ
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。こ
の
世
で
な
る
べ
く

殺
生
な
ど
の
悪
行
を
す
る
こ
と

な
く
、
篤
く
仏
教
を
敬
い
、
他
人

お
よ
び
他
の
命
の
幸
福
を
願
っ
て

行
動
し
、
自
ら
の
よ
り
良
い
来
世

を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貪
る
こ

と
無
か
れ
、
足
る
を
知
り
、つ
つ
し

み
深
く
行
動
せ
よ
と
、
お
釈
迦
様

の
声
が
聞
こ
え
そ
う
だ
。

経
済
が
発
展
し
て
ゆ
く
ブ
ー

タ
ン
は
各
地
で
建
築
工
事
や
道

路
工
事
が
進
ん
で
い
る
。
経
済

格
差
が
徐
々
に
広
が
り
を
見
せ

て
い
る
も
の
の
、
他
の
急
速
な
経

済
発
展
を
遂
げ
る
国
の
よ
う
な

国
民
の
ぎ
ら
つ
き
は
少
な
い
よ
う

に
感
じ
ら
れ
た
。
他
人
を
押
し
の

け
て
で
も
成
り
上
が
る
と
い
う
考

え
は
馴
染
ま
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
経
済
的
な
豊
か
さ
に
翻

弄
さ
れ
る
日
本
人
も
こ
の
ブ
ー

タ
ン
の
国
民
性
に
学
ぶ
べ
き
点

は
多
い
だ
ろ
う
。
ブ
ー
タ
ン
の
国
民
が
今
後
も
こ
う
で
あ
る
こ
と
を
願
う
。

平成29年 年忌表

1周忌 平成28年

3回忌 平成27年

7回忌 平成23年

13回忌 平成17年

17回忌 平成13年

25回忌 平成 5年

33回忌 昭和60年

50回忌 昭和43年

61回忌 昭和32年

100回忌 大正 7年

150回忌 慶応 4年

明治元年

200回忌 文化15年

文政元年

250回忌 明和 5年

300回忌 享保 3年
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平成28年 年忌表

1周忌 平成27年

3回忌 平成26年

7回忌 平成22年

13回忌 平成16年

17回忌 平成12年

25回忌 平成 4年

33回忌 昭和59年

50回忌 昭和42年

61回忌 昭和31年

100回忌 大正 6年

150回忌 慶応 3年

200回忌 文化14年

250回忌 明和 4年

300回忌 享保 2年

過去帳を

お調べ下さい。 ブータンの僧侶達と

伝統的なマニ車車に装備された太陽光マニ車学校行事で参拝登山する高校生

断崖にそびえるタクツァン僧院へ片道３時間登山

行政庁舎兼寺院のゾン 装飾が美しい


