
十
一
月
二
十
五
日
に
当
寺
の
報

恩
講
を
お
勤
め
い
た
し
ま
し
た
。

昨
年
に
引
き
続
い
て
感
染
症
拡

大
防
止
に
配
慮
し
て
午
後
一
時

か
ら
の
一
座
の
み
、
短
時
間
開

催
と
し
ま
し
た
。
お
斎
（
会
食

と
き

の
こ
と
）
は
な
く
、
代
わ
り
の

記
念
品
と
し
て
ち
ょ
っ
ぴ
り
高

価
な
ハ
ン
カ
チ
を
用
意
し
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
手
洗
い
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

こ
の
度
の
法
座
に
は
広
島
市
東

区
の
樽
谷
和
幸
師
に
高
座
説
教

こ
う
ざ

を
お
願
い
し
ま
し
た
。
当
寺
で

は
三
年
ぶ
り
に
高
座
を
据
え
て

節
談
の
語
り
で
お
説
教
を
聞
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

戦
前
ま
で
の
お
説
教
と
言
え
ば

こ
の
高
座
で
行
わ
れ
る
節
談
説

ふ
し
だ
ん

教
だ
っ
た
そ
う
で
、
江
戸
時
代

に
浪
曲
や
落
語
な
ど
の
も
と
に

ろ
う
き
ょ
く

な
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

講
師
は
黒
衣
に
五
条
袈
裟
と
い

こ
く
え

ご
じ
ょ
う
げ
さ

う
僧
侶
の
正
装
で
高
座
に
座
り

時
折
節
回
し
を
付
け
た
語
り
口

で
行
う
お
説
教
。
戦
後
は
高
座

は
用
い
ず
立
っ
た
ま
ま
の
簡
易

的
な
形
で
、
仏
教
用
語
を
板
書

し
な
が
ら
現
在
の
法
座
に
移
行

し
ま
し
た
。

ご
講
師
の
節
談
の
語
り
口
に
あ

わ
せ
る
よ
う
に
お
念
仏
で
応
え

る
お
同
行
。
浄
土
真
宗
の
何
百

年
も
の
法
座
の
景
色
と
先
人
の

姿
を
見
る
よ
う
で
、
「
あ
ゝ
、

こ
う
し
た
歴
史
を
重
ね
て
私
ま

で
お
念
仏
を
つ
な
い
で
く
だ
さ
っ

た
の
だ
な
ぁ
」
と
し
み
じ
み
と

お
念
仏
申
し
ま
し
た
。

な
か
な
か
お
集
ま
り
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

延
期
し
て
お
り
ま
し
た
護
持
会

報
告
会
を
、
報
恩
講
終
了
後
に

行
い
ま
し
た
。

同
時
に
令
和
四
年
度
会
費
納
入

も
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
お

越
し
頂
け
な
か
っ
た
皆
さ
ま
に

は
報
告
資
料
と
会
費
納
入
願
い

を
郵
送
い
た
し
ま
し
た
。

引
き
続
き
ご
協
力
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

『
正
信
偈
の
十
二
光
』

し
ょ
う
し
ん
げ

じ
ゅ
う
に
こ
う

阿
弥
陀
仏
は
す
べ
て
の
人
を
救

あ
み
だ
ぶ
つ

う
た
め
に
ど
の
よ
う
な
仏
に
な

ら
れ
た
の
か
？
親
鸞
さ
ま
は
そ

し
ん
ら
ん

の
働
き
を
『
正
信
偈
』
で
十
二

の
光
と
お
教
え
く
だ
さ
い
ま
す
。

今
回
は
九
番
目
の
光
「
不
断
光
」

ふ
だ
ん
こ
う

に
つ
い
て
で
す
。
ど
の
よ
う
な

お
働
き
な
の
か
、
親
鸞
さ
ま
の

ご
和
讃
を
通
し
て
味
わ
っ
て
み

わ
さ
ん

ま
す
。

⑨
不
断
光

ふ
だ
ん
こ
う

「
光
明
照
ら
し
て
絶
え
ざ
れ
ば

こ
う
み
ょ
う

不
断
光
仏
と
名
け
た
り

聞
光
力
の
故
な
れ
ば

も
ん
こ
う
り
き

ゆ
え

心
不
断
に
て
往
生
す
」

し
ん
ふ
だ
ん

阿
弥
陀
仏
は
「
聞
光
力
」
を
備

え
て
い
る
か
ら
「
不
断
光
仏
」

な
の
だ
と
お
し
ゃ
い
ま
す
。

「
聞
光
力
」
に
つ
い
て
、
親
鸞

さ
ま
は
他
の
と
こ
ろ
で
「
聞
く

と
い
ふ
は
こ
の
法
を
聞
き
て
信

じ
て
常
に
絶
え
ぬ
心
な
り
」
、

ま
た
「
き
く
と
い
ふ
は
、
本
願

を
き
き
て
疑
ふ
こ
こ
ろ
な
き
を

『
聞
』
と
い
ふ
な
り
。
ま
た
き

く
と
い
ふ
は
、
信
心
を
あ
ら
は

す
御
の
り
な
り
」
と
示
さ
れ
て

み
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
聞
と
い
ふ

は
、
衆
生
、
仏
願
の
生
起
本
末

を
聞
き
、
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
、

ぎ
し
ん

こ
れ
を
聞
と
い
ふ
な
り
」
と
も

著
さ
れ
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
誓
願

を
聞
い
て
聞
い
て
聞
き
抜
い
て
、

疑
う
心
が
な
く
な
る
の
が
「
聞
」
、

疑
う
心
が
な
い
の
が
信
心
だ
と

い
わ
れ
ま
す
。

聞
く
と
は
自
ら
の
行
為
で
あ
っ

て
、
「
香
を
聞
く
」
や
「
聞
き

酒
」
な
ど
、
自
分
の
感
覚
に
よ
っ

て
丁
寧
に
受
け
止
め
よ
う
と
す

る
意
味
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し

自
分
自
身
で
丁
寧
に
仏
の
教
え

を
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
も
、

納
得
し
疑
わ
な
い
心
へ
と
は
な

か
な
か
至
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
聞
い
て
い
る
自
分

に
ま
こ
と
を
受
け
取
る
力
が
な

い
か
ら
で
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
は

ま
こ
と
で
す
か
ら
、
本
来
阿
弥

陀
の
誓
願
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
で
そ
の
ま
ま
信
心
い
た

だ
く
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
が
、

聞
く
側
に
ま
こ
と
を
受
け
止
め

る
力
が
な
い
た
め
に
信
心
に
至

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

疑
う
心
が
な
く
な
る
ま
で
聞
か

せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、

「
い
つ
ま
で
も
あ
る
」
、
「
ど

こ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
」
、

「
絶
え
る
こ
と
は
な
い
」
と
い

う
妄
想
か
ら
私
自
身
が
解
放
さ

れ
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
刻
々
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い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
「
わ
か
っ
た

ぞ
」
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
が
お
あ
り

と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
皆
さ
ま

の
ご
経
験
を
「
ヘ
ウ
レ
ー
カ
（
そ
う

か
！
）
」
と
題
し
て
掲
載
し
て
い
ま

す
。
仏
教
や
浄
土
真
宗
に
関
す
る
こ

と
で
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
皆
様

方
か
ら
の
投
稿
を
お
待
ち
し
ま
す
。

今
回
は
仏
壮
会
員
の
玉
田
さ
ん
に
寄

稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
阿
弥
陀
様
は
何
を

食
べ
て
お
ら
れ
る
の
か
？

問
：私
達
は
食
事
を
し
て
栄
養

を
取
ら
な
け
れ
ば
死
ん
で
し
ま

い
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
は
死
仏
で
は
な

く
、
今
現
在
も
説
法
を
し
て
お

ら
れ
る
活
き
仏
で
す
。
し
か
も

い

ぼ
と
け

間
断
な
く
我
々
凡
夫
を
『
必
ず

か
ん
だ
ん

ぼ
ん
ぶ

救
う
、
我
に
任
せ
よ
』
と
働
き

続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
な
ら

ば
、
何
を
食
し
て
栄
養
に
し
て

お
い
で
な
の
で
し
ょ
う
か
？

答
：仏
様
は
食
物
を
食
べ
る
必

要
の
な
い
世
界
に
住
ん
で
お
ら

れ
ま
す
。
大
無
量
寿
経
に
は

『
食
あ
り
と
い
え
ど
も
、
実
は

食
す
る
に
非
ず
、
た
だ
色
を

見
、
香
を
聞
き
て
意
を
以
て
食

と
す
れ
ば
自
然
に
飽
足
す
』
と

ほ
う
そ
く

説
か
れ
て
い
ま
す
。
食
べ
ず
し

て
満
腹
す
る
、
ま
こ
と
に
世
話

の
な
い
の
が
仏
の
お
身
体
で
あ

り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
生
活
苦

も
な
く
、
食
糧
問
題
も
あ
り
ま

せ
ん
。

浄
土
論
に
は
『
仏
法
味
を
愛
楽

ぶ
っ
ぽ
う
み

あ
い
ぎ
ょ
う

し
て
、
禅
三
昧
を
食
す
』
と
説

ぜ
ん
ざ
ん
ま
い

か
れ
、
『
宝
積
経
』
に
は
『
阿

ほ
う
し
ゃ
く
き
ょ
う

弥
陀
仏
は
法
喜
を
以
て
食
す
』

ほ
う
き

も
っ

と
示
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。

（
玉
田
義
幸
）

（
『
真
宗
仏
事
の
解
説
』
か
ら

一
部
引
用
）

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
妙
徳
寺

（
安
芸
教
区
志
和
組
）

発
行
責
任

寺
報
編
集
委
員
会

東
広
島
市
八
本
松
町
飯
田
六
〇
二

電
話
〇
八
二ｰ

四
二
八ｰ

〇
一
四
四

1

行
事
予
定

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
リ
ス
ク
軽
減
を
目
的
に
法
座
回
数

を
当
面
減
ら
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

大
晦
日

午
後
十
一
時
半
よ
り

除
夜
会
（
じ
ょ
や
え
）

元
旦

午
前
十
時
よ
り
一
時
間
半

修
正
会
（
し
ゅ
う
し
ょ
う
え
）

一
月

十
一
日
（
火
）
午
後
一
時

御
正
忌
法
要
（
お
た
ん
や
）

講
師

八
本
松
町
篠

本
派
布
教
使

岡
本

法
治

師

三
月

十
日
（
木
）
午
後
一
時

春
彼
岸
会
（
は
る
ひ
が
ん
え
）

講
師

当
寺
住
職

自
勤

寺院活動のための
新型コロナウイルス感染症拡大防止の方針

安芸教区志和組13ヵ寺
<趣旨>
現在、地域の様 々な活動・行事が、また 本山
別院・各寺の法座や行事も自粛あるいは短縮や
中止などの判断をとっております。（中略）
今後私たちの法 座の機会を守り寺院活動 を消
極的なものにしないために志和組法中で協議、
感染防止対策をとりながらより安全な法座を開
催することを目的として、あらためて次の5点
を志和組法中の方針として申し合わせることと
しました。

<志和組法中としての方針>
[1] 手指の消毒設備の設置、マスクの着用依頼、
室内の換気、飲食提供に対する配慮等、適切
な感染防止対策を講じること

[2] 3密 (密閉・密 集・密接 )の状 態にならな い
よう互いに配慮を心がけること

[3] 大声での発声、歌唱とならないように配慮
し、又は近接した距離での会話等を控えるよ
うに呼び掛けること

[4] 参拝くださる方には事前の検温をお願いし、
37.5℃以上ある場合は参拝を控えていただく
ようお願いすること

[5] 相手の痛みを知る仏教徒として、感染者・
医療福祉関係者やその家族などを誹謗・中傷・
差別になる言動を厳に慎むこと

私
の
ヘ
ウ
レ
ー
カ

報恩講へのお参り
ありがとうございました

一
語
法
話

（
次
頁
へ
続
く
）

題
字
松
川
裕
子

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

ま
だ
不
安
な
こ
と
が
続
き
ま
す
が
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

本
年
も
皆
さ
ま
の
ご
健
勝
を
念
じ
て
お
り
ま
す
。

護
持
会
報
告
会



と
わ
が
身
、
わ
が
心
が
変
わ
り

ゆ
こ
う
と
も
「
大
丈
夫
」
と
常

に
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
阿
弥
陀
さ
ま
の
は
た
ら
き
が

あ
る
と
い
う
、
変
わ
ら
な
い
ま

こ
と
に
で
あ
い
、
う
な
ず
い
て

い
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

「
心
不
断
」
に
つ
い
て
、
親
鸞

さ
ま
は
「
弥
陀
の
誓
願
を
信
ず

る
心
絶
え
ず
し
て
往
生
す
と
な

こ
こ
ろ
た
え

り
」
、
ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
は

「
菩
提
心
の
絶
え
ぬ
に
よ
り
て

ぼ
だ
い
し
ん

不
断
と
い
う
」
と
お
示
し
で
あ

り
ま
す
。
私
に
は
信
ず
る
心
を

常
に
保
ち
続
け
る
こ
と
は
困
難

だ
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
さ
ま
か

ら
い
た
だ
い
た
こ
こ
ろ
だ
か
ら

絶
え
な
い
、
断
た
れ
る
こ
と
は

な
い
の
で
す
。

疑
う
心
が
な
く
な
る
ま
で
聞
き

続
け
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
が
な

い
私
で
あ
る
た
め
に
願
い
を
深

く
せ
ず
に
お
れ
ぬ
弥
陀
の
お
こ

こ
ろ
に
う
な
ず
い
て
い
く
こ
と
、

そ
し
て
こ
の
聞
に
よ
る
信
と
は

実
は
私
の
行
い
で
は
な
く
、
阿

弥
陀
の
側
か
ら
絶
え
間
な
い
は

た
ら
き
（
不
断
光
）
に
よ
る
か

ら
な
の
だ
よ
、
と
親
鸞
さ
ま
は

お
教
え
く
だ
さ
る
の
で
す
。

（
次
号
へ
続
く
）
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志和組テレホン法話「みのりの電話」
４３３－４９８９ （しじゅうさんざん、しくはっく）

1月 1日～ 妙徳寺 大江 了証
1月 11日～ 浄蓮寺 沼田 典生
1月 21日～ 報専坊 松島 典子
2月 1日～ 善正寺 武田 昭峰
2月 11日～ 寿福寺 田中 真
2月 21日～ 天龍寺 天野 英昭
3月 1日～ 報専坊 松島 純以
3月 11日～ 照栄寺 井口 英隆
3月 21日～ 長松寺 笠岡 潤一

志和、八本松川上地区の本派寺院13ヵ寺のテレホン法話
です。3分程度のお話を24時間いつでもお聞きいただけま
す。ぜひ、電話でもお聴聞してください。

「写経の会」開催予定日
1月 28日 (金) 午後2時より
2月 25日 (金) 午後2時より
3月 25日 (金) 午後2時より

「妙徳寺仏教壮年会例会」（原則毎月第2土曜日）
1月 22日 (土) 午後6時から定例会と懇親会
2月 12日 (土) 午後6時より定例会
3月 12日 (土) 午後6時より寺報編集会議

「生きていくための仏の教え仏教基礎講座」
1月 29日 (土) 午後2時より
2月 12日 (土) 午後2時より
3月 12日 (土) 午後2時より

「おみのりサロン」開催予定日
3月 20日 (水) 午後2時より1時間半（『大乗』講読会と座談会など）

「書道教室」（金曜日、月3回、午後2時半～午後5時の間）
金谷雷聲先生(蕾門会)による幼児・児童・大人対象、硬筆・毛筆教室です。
申込は金谷先生のFAX0823-82-9565,または妙徳寺へご連絡ください。

２

妙徳寺ホームページ
http://myotoku-ji.sakura.ne.jp/
「みょうとくチャンネル」もご覧ください

其
の
九

「
初
見
さ
れ
た
飯
田
村
」

「
古
文
書
」
は
過
去
・
現
在
・

未
来
を
繋
ぐ
財
産
で
す
が
、
学

習
機
会
に
恵
ま
れ
ま
せ
ん
。
最

近
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
書

籍
類
で
情
報
が
容
易
に
手
に
入

る
の
で
、
典
拠
の
真
相
に
気
付

か
ず
鵜
呑
み
す
る
傾
向
が
見
受

け
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
ネ
ッ
ト
上
の
内
容
は
根

拠
の
乏
し
い
も
の
が
散
見
さ
れ

ま
す
。

今
回
は
飯
田
村
が
古
文
書
に
初

め
て
登
場
し
た
も
の
を
紹
介
し

具
に
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

つ
ぶ
さ

❶
【
右
田
毛
利
家
文
書
】

山
口
県
文
書
館
所
蔵

【
解
説
】
こ
の
文
書
に
は
年
数

が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
花
押
か
ら

文
明
元
～
三
年
（
一
四
七
〇
）

頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

大
内
政
弘
が
弘
顕
に
知
行
し
て

ひ
ろ
あ
き

い
た
飯
田
村
百
貫
を
天
野
弘
氏

ひ
ろ
う
じ

に
預
け
た
と
い
う
簡
単
な
内
容

で
す
が
、
預
け
替
え
し
た
理
由

と
弘
顕
の
氏
姓
も
書
か
れ
て
い

ま
せ
ん
。
「
顕
」
は
天
野
家
一

統
の
氏
姓
で
「
南
北
朝
の
騒

乱
」
で
足
利
尊
氏
と
拮
抗
し
た

新
田
義
貞
が
仕
え
た
公
卿
・
北

畠
顕
家
の
偏
諱
と
想
定
さ
れ
、

あ
き
い
え

へ
ん
き

後
醍
醐
天
皇
側
の
南
朝
派
と
考

え
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
義
貞

は
河
内
源
氏
を
祖
と
し
、
足
利

尊
氏
と
同
門
で
す
が
、
両
雄
並

び
立
た
ず
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

敗
者
と
な
り
ま
し
た
。
「
志
和

町
史
」
に
は
典
拠
不
明
で
す
が

義
貞
の
孫
を
天
野
氏
が
養
育
し

た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

内
容
を
更
に
繙
い
て
み
る
と
、

先
ず
飯
田
村
の
耕
地
面
積
が
概

ね
予
測
で
き
ま
す
。
一
反
に
八

斗
～
一
石
が
当
時
の
出
石
高
と

し
て
、
十
二
町
歩
前
後
の
田
地

が
拓
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
現
在
の
面
積
の
一
割

弱
で
す
。
飯
田
村
の
大
部
分
は

湿
地
帯
で
覆
わ
れ
、
葦
の
生
い

茂
る
沼
地
を
想
像
し
て
下
さ

い
。
最
初
に
開
墾
さ
れ
た
の
は

「
城
佛
土
居
屋
敷
」
の
丘
陵
地

帯
と
思
わ
れ
ま
す
。
日
当
た
り

に
恵
ま
れ
、
深
堂
川
の
疎
水
が

流
れ
、
山
際
に
近
い
の
で
堆
肥

に
す
る
落
葉
が
多
量
に
入
手
で

き
ま
す
。
又
、
裏
山
を
背
に
し

て
い
る
の
で
北
風
が
凌
げ
ま

す
。
何
よ
り
正
面
南
方
に
曽

場
ヶ
城
が
聳
え
て
い
る
の
で
戦

そ
び

略
的
に
も
意
味
深
で
す
。
今
坂

峠
、
大
山
峠
の
関
所
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
二
）
の
地

詰
に
よ
る
と
六
拾
五
町
余
り
、

高
四
百
六
拾
石
余
り
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
百
参
拾
年
の
間

に
急
速
に
開
発
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
頃
か
ら
開
発
最
優
先

で
遺
跡
類
は
悉
く
破
壊
廃
棄
さ

れ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き

ま
す
。

▼
天
野
氏
は
伊
豆
国
天
野
郷

（
現
在
の
長
岡
市
）
か
ら
志
芳

庄
（
志
和
）
に
下
向
し
た
鎌
倉

の
御
家
人
で
す
。
東
天
野
、
堀

天
野
、
志
和
西
天
野
、
そ
の
他

と
四
家
に
分
か
れ
、
其
々
異
な

る
運
命
を
辿
っ
て
い
ま
す
。

▼
大
内
氏
は
六
一
一
年
、
百
済

国
滅
亡
前
に
聖
徳
太
子
（
先
祖

は
百
済
か
ら
渡
来
）
に
召
喚
さ

れ
、
周
防
国
多
々
良
浜
に
上
陸

し
、
太
子
に
謁
見
を
許
さ
れ
周

防
大
内
村
を
拝
領
し
た
の
が
発

端
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
最
近

で
は
創
作
で
は
な
い
か
と
云
わ

れ
て
い
ま
す
。
応
仁
の
乱
を
期

に
将
軍
足
利
義
稙
を
助
け
、
従

よ
し
た
ね

三
位
に
叙
せ
ら
れ
周
防
・
安
藝

国
守
護
大
名
に
昇
り
詰
め
て
い

き
ま
す
が
、
華
美
に
溺
れ
家
臣

の
謀
反
に
よ
り
一
族
郎
党
自
滅

し
て
い
き
ま
す

❷
「
平
賀
家
文
書
二
四
三
」

山
口
県
文
書
館
所
蔵

【
解
説
】
大
内
氏
城
番
・
蔵
田

備
中
守
房
信
が
籠
城
し
て
い
た

鏡
山
城
を
尼
子
軍
に
包
囲
さ

れ
、
城
内
の
身
内
の
裏
切
り
に

よ
り
房
信
は
切
腹
。
そ
の
戦
功

と
し
て
才
満
孫
太
郎
・
新
右
衛

門
父
子
は
飯
田
村
百
貫
を
尼
子

氏
（
平
賀
家
）
か
ら
知
行
さ
れ

た
。
こ
れ
は
原
文
の
一
部
で
す

が
、
原
文
で
は
二
十
四
の
村
々

を
主
要
武
士
が
所
領
し
た
内
容

が
見
ら
れ
、
東
西
条
は
五
千
七

十
五
貫
余
り
で
し
た
。
因
み
に

寺
町
村
八
百
貫
、
御
薗
宇
村
、

寺
家
村
、
原
村
は
三
百
貫
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
飯
田
村

は
百
貫
の
小
村
で
し
た
。
こ
の

文
章
を
根
拠
に
飯
田
村
に
財
満

氏
が
居
住
し
て
い
た
と
す
る
説

は
早
と
ち
り
で
す
。
飯
田
に
は

痕
跡
一
つ
遺
っ
て
い
ま
せ
ん
。

天
野
氏
も
こ
の
時
、
原
之
村
三

百
貫
知
行
さ
れ
て
い
た
の
で✦

大

永
五
年
（
一
五
二
五
）
天
野

興
定
は
米
山
城
を
大
内
氏
配
下

お
き
さ
だ

こ
め
や
ま

の
陶
・
毛
利
連
合
軍
に
包
囲
さ

れ
、
自
決
か
麾
下
か
の
二
者
択

き
か

一
に
迫
ら
れ
ま
し
た
。
元
就
と

の
起
請
文
を
交
わ
し
、
更
に
こ

の
後
、
義
隆
に
太
刀
を
献
上
し

大
内
氏
に
麾
下
し
ま
し
た
。

き
か

▼
毛
利
氏
は
相
模
国
森
ノ
庄

（
現
在
の
厚
木
市
）
か
ら
吉
田

庄
に
下
向
し
た
鎌
倉
御
家
人
。

▼
平
賀
氏
は
羽
後
国
平
鹿
郡

（
現
在
の
横
手
市
）
か
ら
高
屋

保
に
下
向
し
た
鎌
倉
御
家
人
。

❸
「
右
田
毛
利
家
文
書
三
九
」

山
口
県
文
書
館
所
蔵

【
書
き
下
し
文
】
現
代
語
訳

財
満
備
中
守
父
子
以
下
野
心
を

差
し
挿
む
の
処
、
隆
宜
・
隆
時

申
す
旨
に
任
さ
れ
、
既
に
陣
替

え
の
砌
、
即
時
討
ち
捕
ら
る
の

由
注
進
致
し
来
候
、
誠
に
感
悦

の
至
り
に
候
、
仍
っ
て
太
刀
一

振
り
盛
高
こ
れ
を
ま
い
ら
せ

候
、
猶
両
人
申
す
べ
く
候
、

恐
々
謹
言

【
解
説
】
天
文
八
年
（
一
五
三

九
）
大
内
氏
東
西
条
代
官
・
杉

隆
宣
と
内
藤
隆
時
は
財
満
父
子

が
尼
子
方
に
陣
替
す
る
の
で
大

内
氏
に
麾
下
し
て
間
も
な
い
興

定
に
誅
罰
を
命
じ
た
。
義
隆
は

そ
の
褒
賞
と
し
て
太
刀
一
振
り

を
ま
い
ら
せ
た
。
こ
れ
も
年
が

あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
じ
く
花
押

で
推
定
で
き
ま
す
。

大
内
氏
は
尼
子
氏
に
奪
わ
れ
た

鏡
山
城
を
そ
の
後
、
奪
還
し
尼

子
氏
に
翻
っ
た
者
を
軍
事
力
と

知
行
に
よ
り
味
方
に
引
き
戻
す

剛
柔
の
戦
略
を
採
り
ま
す
が
、

戦
力
と
し
て
使
え
る
者
は
生
か

し
、
そ
の
他
の
者
は
自
分
の
手

を
煩
わ
す
こ
と
な
く
、
麾
下
し

た
家
臣
に
誅
罰
さ
せ
る
の
で

す
。
毛
利
が
平
賀
、
武
田
を
、

天
野
は
財
満
を
誅
罰
さ
せ
て
い

ま
す
。
次
号
は
そ
の
戦
況
を
時

系
列
に
沿
っ
て
説
明
し
ま
す
。

（
次
号
へ
続
く
）

申し込みは 代表_西本さん(428-2466)、
または妙徳寺へご連絡下さい。

申し込みは 代表_廣川さん(428-5935)、
または妙徳寺へご連絡下さい。

（
前
頁
か
ら
の
続
き
）

『
藝
州
賀
茂
郡
飯
田
村

獨
歩
行
』

ひ
と
り
あ
る
き

竹
本
省
三

　
　

合
同
墓
・
墓
地
案
内

有
縁
の
皆
さ
ん
で
お
ま
も
り
し

て
い
る
合
同
墓
と
一
般
墓
地
が

あ
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
お
方

に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

大
内
義
隆
書
状

財
満
備
中
守
父
子
以
下
挿
野
心
之

処
、
被
任
隆
宣
・
隆
時
申
旨
、
既

陣
替
之
砌
、
即
時
被
討
捕
之
由
注

進
到
来
候
、
誠
感
悦
之
至
候
、
仍

太
刀
一
振
盛
高
進
之
候
、
猶
両
人

可
申
候
、
恐
々
謹
言

十
二
月
十
二
日
義
隆
（
花
押
）

天
野
民
部
大
輔
（
興
定
）
殿

安
藝
東
西
條
所
所
知
行
注
文

東
西
条
所
々
飯
田
村
百
貫
才
満
孫

太
郎
、
才
満
新
右
衛
門
知
行

大
永
三
年(

一
五
二
三)

八
月
十
日

大
内
政
弘
預
ヶ
状

安
芸
国
東
西
条
内
飯
田
村
百
貫
地

弘
顕
跡
事
、
預
進
之
候
、
任
先
例

可
被
全
御
知
行
候
、
恐
々
謹
言

六
月
十
九
日

政
弘
（
花
押
）

天
野
讃
岐
守
（
弘
氏
）
殿


