
復刊第二十四号

2015年 8月
身延別院発行

〒103-0001
東京都中央区

日本橋小伝馬町3-2
Tel 03-3661-3996
Fax 03-3663-2766

平成２７年（２０１５年） ８月 願 満（年３回発行）

寺
子
屋
修
養
道
場

過
去
最
多
二
十
人
の
子
ど
も
さ
ん
が
参
加

「
お
寺
に
泊
ま
ろ
う
！

～
寺
子
屋
修
養
道
場
～
」
が
八
月
二
、
三
日
、
身
延
別
院

本
堂
な
ど
を
会
場
に
開
か
れ
ま
し
た
。
当
院
青
年
会
が
開
催
し
た
も
の
で
、
檀
信
徒

の
子
ど
も
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
な
ど
、
こ
れ
ま
で
最
多
の
二
十
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

「
寺
子
屋
修
養
道
場
」
は
、
青
年
会
が
子
育
て
支
援
活
動
の
一
環
と
し
て
企
画
を
練

り
、
平
成
二
十
二
年
に
初
め
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
が
家

族
か
ら
離
れ
、
お
寺
で
生
活
す
る
こ
と
で
、
人
や
命
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
養

っ
て
も
ら
う
こ
と
が
目
的
で
す
。

「
い
の
ち
の
大
切
さ
」
「
あ
り
が
と
う
の
心
」
「
助
け
合
い
の
心
」
を
感
じ
る
こ
と

が
テ
ー
マ
で
し
た
。
一
日
目
の
午
後
一
時
か
ら
、
保
護
者
も
参
加
し
て
開
会
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
日
程
説
明
、
法
話
の
後
、
子
ど
も
た
ち
は
日
本
橋
か
ら
隅
田
川
ク
ル

ー
ズ
に
出
か
け
ま
し
た
。
お
寺
に
戻
っ
て
か
ら
は
夕
食
、
銭
湯
体
験
、
就
寝
前
に
は

ビ
ン
ゴ
大
会
も
行
わ
れ
、
楽
し
い
一
日
を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

二
日
目
は
午
前
六
時
に
起
床
。
朝
の
お
勤
め
と
し
て
、
お
自
我
偈
と
お
題
目
を
唱
え

ま
し
た
。
朝
食
前
に
は
、
み
ん
な
で
手
分
け
を
し
て
本
堂
、
廊
下
、
境
内
の
清
掃
を

行
い
ま
し
た
。
こ
の
後
、
九
段
下
の
科
学
技
術
館
へ
遠
足
に
向
か
い
、
館
内
の
施
設

で
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。
昼
食
の
お
弁
当
を
い
た
だ
い
た
後
、
館
内
で

記
念
写
真
を
撮
影
。
お
寺
に
戻
っ
た
子
ど
も
た
ち
と
ス
タ
ッ
フ
一
同
は
、
午
後
二
時

半
か
ら
当
院
で
閉
会
式
に
臨
み
ま
し
た
。

寺
子
屋
で
は
「
い
の
ち
の
大
切
さ
」
「
助
け
合
い
の
心
」
「
あ
り
が
と
う
の
心
」
を

中
心
に
子
ど
も
さ
ん
た
ち
に
色
々
な
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
一
泊
二
日
で
、
す
べ

て
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
子
ど
も

さ
ん
た
ち
の
将
来
に
役
に
立
っ
て
く
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

（
平
山
）
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第
二
十
四
回

千
葉
市
若
葉
区
・
慈
眼
寺

お
不
動
さ
ま
で
親
し
ま
れ
る
日
蓮
宗
寺
院

「
○
○
不
動
尊
」
「
□
□
の
お
不
動
さ
ま
」
な
ど
と
呼

ば
れ
、
地
域
で
親
し
ま
れ
て
い
る
お
寺
が
各
地
に
あ
り
ま

す
（
○
○
や
□
□
は
地
域
名
）
。
た
と
え
ば
「
成
田
不
動

尊
」
「
高
幡
不
動
尊
」
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
そ
の
多
く

が
不
動
明
王
を
ま
つ
り
、
真
言
宗
系
の
お
寺
で
す
。

私
は
先
日
、
千
葉
市
若
葉
区
野
呂
町
の
「
野
呂
不
動

尊
」
を
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
実
を
言
え
ば
、
「
野
呂
不
動

尊
」
を
訪
ね
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
日
蓮
宗
寺

院
で
あ
る
慈
眼
寺
の
御
首
題
を
い
た
だ
こ
う
と
訪
ね
た
の

で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
慈
眼
寺
の
住
所
に
建
っ
て
い
た
の

が
「
野
呂
不
動
尊
」
だ
っ
た
の
で
す
。

ク
ル
マ
一
台
が
や
っ
と
通
れ
る
、
雑
木
林
の
中
の
道
を

進
み
ま
し
た
。
初
め
て
訪
ね
る
人
は
「
こ
の
先
に
、
お
寺

が
建
つ
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
思
っ
て
し
ま

う
ほ
ど
の
狭
い
道
で
し
た
。
や
が
て
本
堂
が
右
手
に
現
れ

ま
し
た
。
す
ぐ
隣
に
庫
裏
ま
た
は
客
殿
と
思
わ
れ
る
建
物

も
建
っ
て
い
ま
し
た
。
無
住
の
お
寺
で
し
た
。
ど
う
や
ら

私
は
お
寺
の
裏
側
の
道
を
通
っ
て
き
た
よ
う
で
し
た
。

本
堂
は
、
水
田
を
見
お
ろ
す
高
台
に
建
っ
て
い
ま
し

た
。
私
は
ク
ル
マ
を
降
り
て
、
正
面
の
参
道
の
ほ
う
へ
下

っ
て
み
ま
し
た
が
、
参
道
入
り
口
に
建
っ
て
い
る
の
は

「
野
呂
不
動
尊
」
の
石
碑
だ
け
。
「
慈
眼
寺
は
ど
こ
に
あ

る
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
思
い
が
高
ま
る
ば
か
り
で
し

た
。再

び
本
堂
の
方
へ
と
参
道
の
石
段
を
上
っ
て
い
こ
う
と

し
た
と
き
、
左
手
に
進
む
道
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
ち
ら
へ

下
り
て
い
く
と
、
清
水
が
湧
い
て
い
る
場
所
が
あ
り
、
す

ぐ
そ
ば
に
「
由
緒
沿
革
」
と
刻
ま
れ
た
石
碑
が
建
っ
て
い

ま
し
た
。

「
当
山
は
建
治
元
年
（
西
暦
一
二
七
五
年
）
の
創
立
で

当
地
の
領
主
曽
谷
四
郎
右
衛
門
直
秀
が
宗
祖
日
蓮
聖
人
の

教
化
を
受
け
、
邸
内
に
自
ら
の
守
護
神
た
る
不
動
明
王
を

勧
請
し
て
常
に
信
仰
篤
く
…
…
当
地
は
土
地
高
燥
の
た
め

日
常
飲
料
水
に
乏
し
か
り
し
が
明
王
の
加
護
に
依
り
て
邸

内
西
北
の
一
隅
よ
り
清
水
の
滾
滾
と
し
て
湧
き
出
せ
る
を

奇
異
と
し
、
直
秀
感
ず
る
処
あ
り
て
…
…
堂
宇
を
建
立
し

不
動
山
と
号
し
、
中
老
僧
日
合
上
人
を
迎
え
て
当
山
の
開

山
と
せ
り
…
…
平
成
七
年
八
月
吉
日

慈
眼
寺
」
。

や
は
り
こ
こ
が
慈
眼
寺
で
間
違
い
な
か
っ
た
の
で
し

た
。
現
在
、
慈
眼
寺
の
住
職
を
代
務
し
て
い
る
の
は
、
千

葉
市
若
葉
区
野
呂
町
に
あ
る
日
蓮
宗
五
十
七
本
山
の
一

つ
、
妙
興
寺
で
し
た
。
私
は
確
か
に
参
拝
し
て
き
た
こ
と

を
お
伝
え
し
、
妙
興
寺
の
ご
住
職
か
ら
御
首
題
を
い
た
だ

い
た
の
で
し
た
。
日
蓮
宗
の
お
寺
で
あ
り
な
が
ら
、
「
不

動
尊
」
「
お
不
動
さ
ま
」
の
呼
び
方
の
ほ
う
が
親
し
ま
れ

て
い
る
と
い
う
の
は
と
て
も
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
す
。
お
不

動
さ
ま
を
ま
つ
る
お
堂
の
前
で
は
、
お
不
動
さ
ま
の
真
言

を
唱
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
の
日
、
お

自
我
偈
に
続
い
て
、
団
扇
太
鼓
と
共
に
お
題
目
を
唱
え
て

ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
だ
け
不
思
議
な
感
覚
だ
っ
た
こ
と
を

今
で
も
思
い
出
し
ま
す
。
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身
延
別
院
本
堂
で
七
月
二
十
三
日
、
「
怪
談

～
伝
馬
町
僧
侶
語
り
～
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。

昨
年
夏
に
京
都
・
日
蓮
宗
蓮
久
寺
の
住
職
、
三

木
大
雲
師
を
当
院
に
招
き
、
怪
談
を
聴
く
会
を

開
催
し
た
と
こ
ろ
、
大
好
評
で
再
開
催
を
望
む

声
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
院
青

年
会
が
再
び
開
催
し
ま
し
た
。

京
都
・
蓮
久
寺
は
江
戸
時
代
初
期
の
建
立

で
、
島
原
の
遊
女
・
吉
野
太
夫
と
の
縁
が
深
い

名
刹
で
す
。
ま
た
、
三
木
上
人
の
も
と
に
は
、

不
可
解
な
超
常
現
象
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
人
、

さ
ま
よ
う
霊
を
供
養
成
仏
さ
せ
て
ほ
し
い
と
い

っ
た
人
が
絶
え
な
い
そ
う
で
す
。
一
方
で
、
三

木
上
人
は
、
関
西
テ
レ
ビ
の
「
怪
談
グ
ラ
ン
プ

リ
」
で
優
勝
し
た
、
名
人
芸
の
持
ち
主
で
す
。

た
だ
怖
い
話
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
僧
侶
な

ら
で
は
の
説
教
的
要
素
を
取
り
入
れ
て
い
ま

す
。当

日
の
参
加
者
は
百
五
十
一
人
の
満
員
御
礼

で
会
場
内
は
熱
気
で
あ
ふ
れ
、
三
木
上
人
の
怪

談
説
法
を
食
い
入
る
よ
う
に
聴
い
て
い
ま
し

た
。
今
回
の
お
話
は
そ
の
全
て
が
初
公
開
の
最

新
作
で
、
怖
い
怪
談
話
の
中
に
法
華
経
を
元
に

し
た
説
教
話
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で

に
仏
教
に
な
か
な
か
ご
縁
の
無
か
っ
た
方
々
の

誰
も
が
そ
の
場
で
共
感
で
き
る
怪
談
説
法
で
し

た
。身

延
別
院
青
年
会
で
は
、
当
院
の
檀
信
徒
で

な
く
て
も
気
軽
に
お
寺
に
来
て
い
た
だ
け
る
よ

う
な
企
画
を
引
き
続
き
開
催
し
て
い
き
ま
す
。

多
く
の
参
加
者
で
会
場
は
満
員
御
礼
に

説教的要素も取り入れて語る三木上人。

多くのメディアで怪談和尚として取り上

げられている
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男
女
十
四
人
が
参
加
、
美
味
し
く
完
成

身
延
別
院
青
年
会
が
四
月
十
二
日
、
身
延
別
院
で

「
お
寺
で
縁
結
び
コ
ン
」
を
開
き
ま
し
た
。
若
者
に

お
寺
へ
足
を
運
ん
で
も
ら
い
、
お
寺
を
縁
に
し
て
、

男
女
の
縁
を
結
ぼ
う
と
い
う
試
み
で
す
。

今
回
は
、
参
加
者
が
長
さ
十
メ
ー
ト
ル
の
ロ
ン
グ

太
巻
き
作
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
し
た
。
太
巻
き
の

よ
う
に
、
太
く
長
い
ご
縁
を
結
ぶ
こ
と
を
願
っ
て
の

試
み
で
す
。

今
回
は
男
女
十
四
人
（
男
性
七
人
、
女
性
七
人
）

が
参
加
し
ま
し
た
。
参
加
者
は
午
後
三
時
過
ぎ
に
本

堂
に
集
合
。
同
三
時
半
か
ら
地
下
ホ
ー
ル
で
ロ
ン
グ

太
巻
き
作
り
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
材
料
と
下
ご
し
ら

え
は
、
保
育
士
で
食
育
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
吉
澤

晶
子
さ
ん
が
監
修
し
ま
し
た
。
参
加
者
は
ま
ず
海
苔

を
並
べ
、
そ
の
う
え
に
酢
飯
を
薄
く
置
い
て
い
き
、

海
老
や
キ
ュ
ウ
リ
、
レ
ン
コ
ン
な
ど
の
具
を
の
せ
て

い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
簀
の
子
の
代
わ
り
に
プ
リ
ン

ト
用
紙
を
使
い
、
一
斉
に
海
苔
、
酢
飯
、
具
材
を
巻

い
て
い
き
ま
し
た
。

用
紙
を
外
し
て
太
巻
き
が
姿
を
見
せ
た
時
は
、
参

加
者
か
ら
歓
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
出
来
上
が
っ
た

太
巻
き
は
、
長
さ
十
メ
ー
ト
ル
。
見
た
目
も
、
味

も
、
初
め
て
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
上
手
に
、
美
味
し

く
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
本
堂
で
は
副
住
職
が
「
い

た
だ
き
ま
す
」
「
ご
馳
走
さ
ま
」
の
法
話
と
、
良
縁

成
就
の
御
祈
願
を
行
い
、
参
加
者
の
ご
多
幸
を
お
祈

り
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
イ
タ
リ
ア
ン
レ
ス
ト
ラ
ン

で
二
次
会
を
開
き
、
参
加
者
た
ち
は
連
絡
先
な
ど
を

交
換
し
合
い
ま
し
た
。

若
い
世
代
に
お
寺
へ
足
を
運
ん
で
も
ら
う
た
め
に

今
後
も
青
年
会
は
縁
結
び
コ
ン
を
開
い
て
い
き
ま

す
。



平成２７年（２０１５年） ８月 願 満（年３回発行）

海
外
の
青
年
実
業
家
ら
約
七
十
人
が
参
拝

世
界
各
国
の
青
年
実
業
家
や
そ
の
通
訳
者
な
ど
約
七

十
人
が
、
七
月
八
日
、
当
院
を
参
拝
し
ま
し
た
。

公
益
社
団
法
人
東
京
青
年
会
議
所
中
央
区
委
員
会
が
開

催
し
た
「
国
際
ア
カ
デ
ミ
ーin

TO
K

Y
O

」
中
央
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
っ
ぴ
ー
キ
ャ
ン
バ
ス
に
参
加
し
た
メ
ン
バ
ー

で
す
。
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
日
本
の
文
化
な
ど
を
学
ぶ

た
め
に
来
日
し
て
お
り
、
そ
の
中
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一

つ
と
し
て
当
院
を
参
拝
し
、
日
本
橋
小
伝
馬
町
の
歴

史
、
お
寺
の
歴
史
を
学
び
、
後
半
は
誰
に
で
も
簡
単
に

作
る
こ
と
が
出
来
る
数
珠
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
を
作
製
し
ま

し
た
。
短
い
時
間
で
し
た
が
お
寺
と
世
界
の
方
々
の
交

流
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
や
中
央
区
を
も
っ
と
好
き

に
な
っ
て
い
た
だ
き
、
是
非
当
院
を
参
拝
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

七
夕
の
短
冊
に
願
い
込
め

身
延
別
院
で
七
月
七
日
、
七
夕
祈
願
を
行
い
ま
し
た
。

地
域
の
皆
さ
ん
に
お
寺
に
親
し
ん
で
も
ら
お
う
と
、
平

成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
年
）
か
ら
始
め
た
行
事
で
す
。

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
か
ら
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
願
い
事

が
叶
う
よ
う
に
御
祈
願
し
ま
し
た
。

本
堂
で
施
餓
鬼
大
法
要

身
延
別
院
の
盂
蘭
盆
会
施
餓
鬼
大
法
要
が
、
七
月
十
六

日
午
後
一
時
か
ら
、
本
堂
で
厳
か
に
営
ま
れ
ま
し
た
。

お
盆
（
盂
蘭
盆
会
）
の
送
り
火
の
日
に
行
っ
て
い
る
恒

例
の
行
事
で
す
。
今
年
は
檀
信
徒
約
五
十
人
が
本
堂
に

集
い
、
全
員
で
提
婆
達
多
品
、
お
自
我
偈
、
お
題
目
な

ど
を
唱
え
、
ご
先
祖
を
は
じ
め
、
有
無
両
縁
の
諸
精
霊

を
供
養
し
ま
し
た
。

お
稚
児
さ
ん
募
集

毎
年
十
一
月
三
日
に
行
わ
れ
る
身
延
別
院
の
お
会
式

で
、
お
稚
児
さ
ん
を
募
集
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
お
会

式
で
本
堂
の
内
外
に
飾
り
付
け
る
花
の
製
作
を
十
月
二

十
、
二
十
一
日
に
行
い
ま
す
。
都
合
の
つ
く
日
、
都
合

の
つ
く
時
間
帯
だ
け
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
一
時
間
で

も
、
二
時
間
で
も
、
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
、
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

厳かに営まれた盂蘭盆会施餓鬼大法要



副
住
職
ら
が
富
士
山
経
ヶ
岳
大
祭
に
参
拝

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
富
士
山
で
七
月
七
日
、
経

ヶ
岳
大
祭
が
営
ま
れ
ま
し
た
。
例
年
で
す
と
、
身
延
別

院
の
檀
信
徒
さ
ん
も
加
わ
っ
て
の
団
参
と
な
り
ま
す

が
、
今
年
は
箱
根
山
の
噴
火
、
昨
年
の
御
嶽
山
の
噴
火

な
ど
火
山
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮

し
、
藤
井
教
祥
副
住
職
、
藤
井
教
瑞
師
、
阿
部
育
修
師

の
３
人
の
僧
侶
が
訪
れ
、
現
地
で
池
の
妙
音
寺
副
住
職

ご
夫
妻
と
合
流
し
ま
し
た
。

富
士
山
経
ヶ
岳
は
、
日
蓮
聖
人
が
文
永
六
年
（
一
二
六

九
年
）
の
夏
、
富
士
山
の
中
腹
五
合
五
勺
の
地
を
訪

れ
、
法
華
経
に
よ
る
天
下
太
平
・
国
土
安
穏
を
願
っ
て

み
ず
か
ら
書
写
さ
れ
た
法
華
経
を
お
埋
め
に
な
っ
た
場

所
で
す
。
「
宗
祖
埋
経
霊
場
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。

こ
の
日
は
、
小
雨
の
降
る
荒
れ
た
天
気
に
加
え
、
麓
か

ら
富
士
山
五
合
目
を
結
ぶ
有
料
道
路
「
富
士
ス
バ
ル
ラ

イ
ン
」
で
交
通
事
故
が
あ
っ
た
た
め
、
車
線
規
制
が
行

わ
れ
、
法
要
の
時
刻
に
遅
れ
る
ハ
プ
ニ
ン
グ
に
見
舞
わ

れ
ま
し
た
。
副
住
職
ら
は
、
常
唱
殿
で
お
自
我
偈
や
お

題
目
を
唱
え
ま
し
た
。

岩
手
・
法
華
寺
の
阿
部
上
人
が
当
院
に

当
院
と
ご
縁
の
深
い
岩
手

県
遠
野
市
・
法
華
寺
の
阿
部

是
秀
住
職
の
次
男
、
阿
部
育

修
上
人
（
三
十
三
歳
）
が
六

月
五
日
、
当
院
で
の
修
行
の

た
め
に
着
任
し
ま
し
た
。
阿
部
上
人
は
、
総
本
山
身
延

山
久
遠
寺
の
信
行
道
場
を
出
た
後
、
東
京
都
杉
並
区
の

本
山
、
堀
之
内
妙
法
寺
で
二
年
間
、
修
行
の
日
々
を
送

り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
大
本
山
・
中
山
法
華
経
寺
大
荒
行
堂
で
初

行
成
満
し
、
自
坊
の
法
華
寺
で
修
行
し
て
お
り
ま
し

た
。
こ
の
た
び
、
ご
縁
が
あ
っ
て
当
院
で
二
年
間
の
修

行
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

阿
部
上
人
は
「
身
延
別
院
の
諸
行
事
の
お
手
伝
い
を

し
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
、
い
つ
で
も
気
軽
に
声
を

か
け
て
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん
の
お
役
に
立
て
た
ら
と
思

っ
て
い
ま
す
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

九
月

一
日
（
火
）
願
満
祖
師
終
日
お
開
帳

二
十
日
（
日
）
～
二
十
六
日
（
土
）
秋
季
彼
岸
会

二
十
六
日
（
土
）
秋
季
彼
岸
会
施
餓
鬼
法
要

午
後
一
時
よ
り

十
月
十
五
日
（
木
）
大
黒
天
祭

午
後
二
時
よ
り

十
九
日
（
月
）
・
二
十
日
（
火
）

べ
っ
た
ら
市

二
十
日
（
火
）
・
二
十
一
日
（
水
）

お
会
式
花
づ
く
り

十
一
月
三
日
（
火
）
身
延
別
院
お
会
式
法
要

午
後
一
時
よ
り

願
満
二
十
四
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

一
面
に
掲
載
し
た
寺
子
屋
修
養
道
場
に
は
、
今
回
、

二
十
人
も
の
子
ど
も
さ
ん
が
参
加
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
で
最
も
多
い
参
加
者
数
で
、
青
年
会
ス
タ
ッ
フ
も
こ

れ
ま
で
以
上
に
子
ど
も
さ
ん
の
対
応
に
あ
た
っ
た
よ
う

で
す
。
三
木
上
人
の
怪
談
語
り
、
ロ
ン
グ
太
巻
き
作
り

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
縁
結
び
の
集
い
に
も
た
く
さ
ん
の

参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
お
寺
の
活
発
な
動
き
を
皆
さ
ま
に
願

満
紙
上
で
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
、
本
当
に
う
れ
し

く
思
い
ま
す
。
次
回
は
お
会
式
後
の
発
行
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

（
平
山
）

平成２７年（２０１５年） ８月 願 満（年３回発行）

常唱殿を参拝した当院副住職（中央）、教瑞師（右から２番

目）、阿部育修師（右端）、妙音寺副住職ご夫妻（左２人）



平成２７年（２０１５年） ８月 願 満（年３回発行）

べ
っ
た
ら
市
と
宝
田
神
社
の
由
来

特
別
寄
稿

石
倉

知
之

下
町
の
、
歳
の
市
の
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
と
し
て
べ
っ
た
ら
市
が
開
催
さ
れ

る
。
そ
の
起
源
は
、
ず
っ
と
古
く
三
百
五
十
年
以
上
前
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
最

初
は
、
恵
比
寿
講
前
夜
の
肴
（
さ
か
な
）
市
で
あ
っ
た
。
「
江
戸
図
説
」
三

(

一
七
七
〇
年)

に
、
大
伝
馬
町
二
丁
目(

現
大
伝
馬
町
一
之
部
町
会)

に
、
「
一

月
・
十
月
恵
比
寿
講
の
前
夜
、
こ
こ
に
肴
市
が
立
つ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

慶
長
十
一
年(

一
六
〇
六
年)

、
江
戸
城
拡
張
の
た
め
、
宝
田
村
の
住
人
が
移

住
さ
せ
ら
れ
て
大
伝
馬
町
が
出
来
た
。
隣
の
千
代
田
村
が
小
伝
馬
町
に
移
っ

た
。
そ
の
時
、
宝
田
村
の
鎮
守
様
も
一
緒
に
移
り
、
引
越
し
の
先
頭
に
立
っ
た

江
戸
草
分
け
名
主
の
一
人
、
馬
込
勘
解
由
（
か
げ
ゆ
）
屋
敷
内
に
勧
請
さ
れ
た

と
い
う(

当
時
は
宝
田
稲
荷)

。
徳
川
家
康
か
ら
今
の
ご
神
体
で
あ
る
恵
比
寿
神

を
拝
受
し
、
合
祀
さ
れ
宝
田
恵
比
寿
神
社
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
徳
川
家
康

は
、
江
戸
の
振
興
を
図
っ
て
、
伊
勢
の
松
坂
か
ら
多
数
の
太
物(
木
綿)

商
人
を

呼
び
寄
せ
、
大
伝
馬
町
に
住
ま
わ
せ
た
。
歌
川
広
重
の
浮
世
絵
「
東
都
大
伝
馬

街
繁
栄
之
図
」
に
あ
る
様
に
、
大
伝
馬
町
は
、
江
戸
で
最
初
に
繁
栄
し
た
町
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
各
商
家
は
、
一
月
・
十
月
の
二
十
日
に
ご
贔
屓
筋
、
親
類

縁
者
を
招
い
て
盛
大
に
恵
比
寿
講
を
祝
っ
た
。
そ
の
後
、
恵
比
寿
講
は
十
月
二

十
日
だ
け
に
な
っ
た
が
、
そ
の
前
夜
祭
が
肴
市
で
あ
る
。
こ
の
肴
市
が
、
現
在

の
「
べ
っ
た
ら
市
」
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
。
肴
市
は
当
初
十
月
十
九
日
と
決
ま
っ

て
い
た
が
、
終
戦
後
、
二
十
日
に
も
続
け
て
市
を
立
つ
よ
う
に
し
た
。

こ
の
市
で
は
大
根
を
麹
漬
け
に
し
た
漬
物
「
大
根
の
浅
漬
け
」
が
人
気
を
博

し
、
店
の
数
も
増
え
、
景
気
の
い
い
兄
さ
ん
た
ち
が
、
「
買
わ
な
い
と
、
綺
麗

な
着
物
に
べ
っ
た
り
付
け
る
ぞ
」
と
若
い
娘
た
ち
を
か
ら
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

市
そ
の
も
の
の
名
称
も
「
べ
っ
た
り
市
」
、
後
に
「
べ
っ
た
ら
市
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
名
称
と
し
て
定
着
し
た
。

宝
田
恵
比
寿
神
社
（
宝
田
稲
荷
）
は
、
文
政
年
間(

一
八
一
八
‐
一
八
三
〇)

に
、
馬
込
勘
解
由
屋
敷
内
か
ら
現
在
の
所
へ
遷
御
さ
れ
た
。
明
治
六
年
一
月
神

田
明
神
の
兼
務
社
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

数
年
前
に
「
べ
っ
た
ら
音
頭
」
（
野
村
博
作
詞
・
中
川
翼
作
曲
）
が
出
来
、

シ
ニ
ア
会
の
皆
さ
ん
で
、
べ
っ
た
ら
市
の
中
で
披
露
さ
れ
る
。
ま
た
ニ
ュ
ー
ミ

ュ
ー
ジ
ッ
ク
「
べ
っ
た
ら
市
」
（
石
倉
知
之
作
詞
作
曲
・
斎
藤
弦
太
編
曲
）
が

べ
っ
た
ら
市
中
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
流
れ
て
い
る
。

御
献
灯
提
灯
の
数
は
約
千
五
百
灯
、
露
店
数
は
約
五
百
店
、
参
詣
者
数
は
約

十
万
人
。
旧
大
伝
馬
町
一
丁
目
が
、
関
東
大
震
災
後
の
町
名
変
更
で
、
本
町
三

丁
目
東
町
会
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
旧
大
伝
馬
町
一
丁
目
（
現
本
町
三
丁
目

東
町
会
）
と
旧
大
伝
馬
町
二
丁
目
（
現
大
伝
馬
町
一
之
部
町
会
）
か
ら
役
員
を

出
し
て
「
諌
鼓
（
れ
ん
こ
）
会
」
を
組
織
し
、
同
会
が
宝
田
恵
比
寿
神
社
を
お

守
り
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
「
べ
っ
た
ら
市
保
存
会
諌
鼓
会
」
と
改
名
し
て
い

る
。
こ
の
歴
史
の
あ
る
「
べ
っ
た
ら
市
」
を
保
存
し
、
伝
統
を
守
っ
て
い
く
こ

と
が
、
こ
こ
に
住
む
者
の
責
任
で
あ
り
、
義
務
で
あ
る
と
心
得
て
い
る
。

◇石倉知之（いしくら・ともゆき）
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