
―お正月も飛騨御坊にお参りください―
除夜の鐘と修

しゅ

正
しょう

会
え

　

仰
る
と
お
り
、
現
代
は
お
金

や
科
学
の
力
で
何
も
か
も
が

人
間
の
意
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う

時
代
と
な
り
ま
し
た
。
物
が
豊
か
に

な
る
一
方
、
欲
望
は
際
限
な
く
膨
ら

み
、
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
傲
慢
に
な
っ
た
私
た
ち
は
、
都

合
の
悪
い
も
の
は
目
の
前
か
ら
消
そ

う
と
し
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
食

事
が
、
他
の
い
の
ち
を
犠
牲
に
し
て

成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
さ
え

顧か
え
り

み
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
食
べ
る
こ
と
を
や
め
た

り
、
他
の
い
の
ち
を
傷
つ
け
た
り
せ

ず
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が

私
た
ち
で
す
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の

で
し
ょ
う
か
。

　

親
鸞
聖
人
は
「
煩
悩
は
死
ぬ
ま
で

な
く
な
ら
な
い
」
と
仰
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
煩
悩
を
抱
え
た
ま
ま
の
私
た

ち
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
の
が
お
念

仏
の
教
え
な
の
で
し
ょ
う
。
申
し
訳

な
い
と
い
う
思
い
を
ご
縁
と
し
て
、

ご
一
緒
に
仏
さ
ま
の
教
え
を
聞
い
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

答
今
の
時
代
は
、
お
金
を
出
せ
ば
食

べ
た
い
物
、
欲
し
い
物
は
簡
単
に

手
に
入
り
ま
す
。
ま
た
、
ゴ
キ
ブ
リ
や

ハ
エ
な
ど
は
殺
虫
剤
、
雑
草
は
農
薬
な

ど
で
処
理
し
ま
す
。
自
分
に
と
っ
て
迷

惑
だ
と
思
え
ば
、
同
じ
命
に
対
し
て
も

こ
ん
な
恐
ろ
し
い
こ
と
を
当
た
り
前
の

よ
う
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
本
当
に
申

し
訳
な
い
人
間
で
す
。
ど
う
し
た
ら
い

い
の
で
し
ょ
う
か
。

問
お
し
え
て

　く
れ
ん
さ
い

万 灯 会  １２月３１日（木）午後１１時
除夜の鐘  １２月３１日（木）午後１１時４５分 ※甘酒を用意しております

修 正 会  １月１日（金）午前０時　法話 出
いず

雲
も

路
じ

 善
ぜん

公
こう

 輪番
　 　 　  １月２日（土）午後１時　法話 三

み

島
しま

多
た

聞
もん

氏
　 　 　  １月３日（日）午後１時　法話 窪

くぼ

田
た

　哲
さとし

  氏

　高山別院では年の暮れ、参道両脇や階段にロウソクを灯す万
まん

灯
とう

会
え

、年越し前
から除夜の鐘つきが始まります。年が
明け、午前0時から本堂にて修正会が
勤まります。修正会は、一年の初めに
荘厳を整え、身も心もひきしめ、仏恩
報謝の思いをもって新しい年にのぞむ
仏事です。ぜひ、高山別院にお参りいた
だき、新年の歩みを始めましょう。

高た
か

柳や
な
ぎ

正ま
さ

裕ひ
ろ

〈
略
歴
〉

１
９
５
６
年
生
ま
れ
。
金
沢
大

学
卒
業
後
、
タ
ク
シ
ー
会
社
・

鉄
工
所
勤
務
後
、
大
谷
専
修

学
院
、
大
谷
大
学
大
学
院
を
経

て
、
教
学
研
究
所
に
勤
務
し

２
０
０
９
年
末
退
職
。

「
怨う

ら

み
」の
呪じ

ゅ

縛ば
く

か
ら
解と

か
れ
る
道
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カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の
ケ

ア
を
受
け
る
こ
と
で
見
え
て

く
る
の
は
、
教
員
に
な
る
た

め
に
我
慢
し
て
「
い
い
子
」

「
正
し
い
子
」
と
し
て
生

き
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
ま
た
エ
リ
ー
ト
社
員
と

言
わ
れ
世
間
か
ら
羨う

ら
や

ま
し
が

ら
れ
る
よ
う
な
人
が
、
と
ん

で
も
な
い
事
件
を
起
こ
す
の

は
、
そ
の
根
に
、
い
つ
も
人

は
自
分
の
表
面
し
か
見
て
く

れ
ず
、
立
派
で
正
し
く
な
け

れ
ば
見
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
、

深
い
飢き

餓が

感
を
伴
う
強
迫
観

念
に
基
づ
く
、
自
己
破
壊
衝

動
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ

は
言
い
換
え
れ
ば
、
ず
っ
と

善
人
・
正
し
い
人
を
演
じ
続

け
な
け
れ
ば
捨
て
ら
れ
る
、

そ
し
て
親
か
ら
も
世
間
か
ら

も
捨
て
ら
れ
て
き
た
と
い

う
、
深
い
怨
み
で
こ
そ
あ
る

の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
怨
み
を
深

く
心
の
底
に
抱
い
て
い
る

「
正
し
く
、
立
派
な
親
」
が

い
る
家
庭
は
、
と
て
も
息
苦

し
い
。
そ
れ
は
「
オ
レ
は

ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
き
た
の
に

お
前（
子
供
）は
、
何
や
っ
て

る
ん
だ
」
と
、
子
供
に
対
し

て
苛
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
か

ら
で
す
。
子
供
に
対
し
て
だ

け
で
な
く
、
誰
か
を
「
何

や
っ
て
る
ん
だ
」
と
責
め
立

て
ず
に
お
れ
な
い
衝
動
が
内

に
潜ひ

そ

ん
で
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
こ
の
怨
み
は
、
実

は
私
は
周
り
か
ら
崇あ

が

め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
国

王
に
な
り
た
い
と
い
う
欲
求

で
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
単

に
傲ご

う

慢ま
ん

と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
誰
一
人
信
じ
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
自
分
を
強
く

し
、
周
り
を
支
配
す
る
こ
と

で
自
分
を
守
ら
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
、
辛
く
て
孤
独
な

心
で
す
。

　

こ
の
孤
独
は
、
ど
ん
な
に

自
分
が
世
間
か
ら
見
捨
て

ら
れ
て
も
絶
対
に
捨
て
な

い
、
仏
の
大
悲
に
触
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
溶
け
る
の

で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
正

し
い
と
思
っ
て
い
た
自
分
が

実
は
、
自
分
自
身
な
ん
と
も

な
ら
ぬ
、
怨
み
に
翻
弄
さ
れ

る
愚
か
で
悲
し
い
者
で
あ
る

こ
と
が
、
身
に
し
み
て
、
逃

れ
よ
う
も
な
く
気
付
か
さ

れ
、
頭
が
さ
が
る
時
で
あ
る

の
で
す
。

　

し
ば
ら
く
前
に
、大
阪
で

バ
ス
の
運
転
手
が
、
ク
ラ
ク

シ
ョ
ン
を
鳴
ら
さ
れ
て
頭
に

来
た
と
い
う
男
に
刺
殺
さ
れ

る
と
い
う
事
件
が
お
き
ま
し

た
。
し
か
も
殺
さ
れ
た
運
転

手
は
、
そ
の
男
の
車
に
ク
ラ

ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
た
人
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
犯

人
は
、
相
手
を
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
ほ
ど
内
か
ら

わ
き
上
が
っ
た
怒
り
に
翻ほ

ん

弄ろ
う

さ
れ
て
、
事
件
を
起
こ
し
た

の
で
す
。
殺
人
を
犯
し
て
し

ま
っ
た
そ
の
男
は
、
自
分
自

身
で
も
、
後
悔
ど
こ
ろ
か

「
な
ん
で
自
分
は
こ
ん
な
こ

と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
か
」

と
呆ぼ

う

然ぜ
ん

自じ

失し
つ

し
、
絶
望
的
気

持
ち
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
想
像
に
難か

た

く
あ
り
ま

せ
ん
。

　

私
は
、
そ
の
事
件
は
特
別

短
気
で
粗そ

暴ぼ
う

な
人
間
が
起
こ

し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
分

に
は
関
係
な
い
と
は
、
全
く

思
え
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な

く
、
こ
の
事
件
は
、
私
た
ち

現
代
人
が
心
の
底
に
抱
え
て

い
る
イ
ラ
イ
ラ
と
怨
み
の
現

れ
の
典て

ん

型け
い

で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
、
イ
ラ
イ
ラ
と

怨
み
が
解
け
な
い
限
り
、
誰

で
も
が
こ
う
し
た
事
件
を
起

こ
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
、

感
じ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で

す
。

　

だ
い
ぶ
以
前
か
ら
、「
キ

レ
る
若
者
」
や
「
暴
走
老
人
」

な
ど
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
現
代
人
は
み
な

い
つ
も
苛い

ら

つ
き
、
何
か
の

き
っ
か
け
で
怒
り
が
爆
発
し

て
し
ま
う
。
駅
の
構
内
で
肩

が
ぶ
つ
か
っ
た
り
、
足
を
踏

ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
怒

り
に
駆
ら
れ
て
相
手
を
ホ
ー

ム
か
ら
突
き
落
と
し
た
り
、

コ
ン
ビ
ニ
で
少
し
店
員
か
ら

注
意
さ
れ
た
だ
け
で
、「
客

に
向
か
っ
て
失
礼
だ
ろ
う
」

と
土
下
座
を
要
求
せ
ず
に
は

お
れ
な
い
よ
う
な
衝し

ょ
う
ど
う動
が
、

私
た
ち
の
心
に
は
確
か
に
満

ち
て
い
ま
す
。

　

何
故
こ
う
も
相
手
の
非ひ

を

決
め
つ
け
、
掴つ

か

み
か
か
り
、

責
め
立
て
ず
に
は
お
れ
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、

自
分
自
身
が
生
ま
れ
て
か
ら

こ
の
方
、
ず
っ
と
責
め
立
て

ら
れ
て
き
た
と
い
う
怨
み

が
、
無
意
識
下
に
深
く
蓄ち

く

積せ
き

さ
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。
怨

み
の
力
が
噴ふ

ん
し
ゅ
つ出
し
て
く
る
と

き
、
私
た
ち
は
自
分
自
身
で

さ
え
、
こ
の
力
に
翻
弄
さ
れ

て
し
ま
う
。

　

こ
の
怨
み
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
様
々
な
形
で
蓄
積
さ
れ
ま

す
。
例
え
ば
生
徒
に
暴
力
を

ふ
る
っ
て
し
ま
う
教
員
が
、

2016年1月19日（火）・2016年2月18日（木）

テーマ「怯
おび

えと不安が溶ける道」

今月号執筆の高柳正裕さんがお話されます。

会　場　高山別院 御坊会館
時　間　午後２時から４時（両日とも）
聴講料　各日600円

別院真宗公開講座のご案内



真
しん

宗
しゅう

本
ほん

廟
びょう

おみがき奉仕団非戦平和展
　御影堂・阿弥陀堂の仏具のおみがきを日程の
中心とした奉仕団です。親鸞聖人を宗祖と仰
ぎ、たずねてこられた無数の人々の歴史を体
感することをとおして、真宗門徒としての歩み
を確かめます。日程中に帰敬式（おかみそり）
を受式することもできます。

年末年始に原爆の図を別院
本堂に展示します。ぜひ
ご覧ください。

※詳細は高山教務所へお問い合わせください。

期　間　３月１日（火）～２日（水）
【一泊二日】

日　程　お話・話し合い
　　　　清掃奉仕（仏具みがき）
宿　泊　真宗本廟同朋会館
定　員　20名
参加費　１８,000 円
締　切　１月２５日（月）

期　間 12月29日（火）
　　　　～1月4日（月）
展示内容 第6部：原子野
　　　　 第7部：竹やぶ

大谷婦人会
新年定例会

期 日　１月11日（月）
時 間　午後１時から
会 場　御坊会館
法 話　出雲路善公 輪番

甘酒の接待があります

家
族
で
語
ろ
う

募集

ご
回
壇

ご
回
壇

ごごごごごごごごごごご
回回回回回回回回回回
壇壇壇壇壇壇壇壇壇壇壇

ごごごごごごごごご
回回回回回回回
壇壇壇壇壇壇壇壇壇

ご
回
壇

酒さ
か

井い

義よ
し

一か
ず

　
私
を
照
ら
す

　
ひ
か
り
の
言
葉
⑪
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定
例
法
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法
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ら
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21
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月
）…
石
井
宗
会
計　

○
12
月
27
日（
日
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
12
月
28
日（
月
）…
三
木
朋
哉
氏
［
淨
福
寺
］　

○
1
月
11
日（
月
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
1
月
1３
日（
水
）…
伊
達
俊
幸
氏
［
稱
讃
寺
］
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次
回
は
藤
場
芳
子
さ
ん
の
「
女
と

男
の
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
⑪
」
で
す
。

を
思
い
起
こ
し
、
心
に
刻
み
、
忘
れ
な

い
と
誓
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

言
葉
を
換
え
れ
ば
、
そ
の
人
と
の
別

れ
を
大
切
に
体
験
し
な
が
ら
、
今
を
生

き
る
私
が
、
教
え
に
道
を
尋た

ず

ね
て
い
く

出
発
点
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

こ
ん
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　
　

亡
き
人
を
拝
む
私
が

　
　

亡
き
人
か
ら
拝
ま
れ
て
い
る

　
　

迷
う
な　

と

　
　

生
き
ろ　

と

　

こ
の
言
葉
は
、
亡
き
人
の
冥
福
を
拝

ん
で
い
る
私
こ
そ
が
、
逆
に
亡
き
人
か

ら
、
迷
わ
ず
に
人
生
を
生
き
切
っ
て
ほ

し
い
と
拝
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て

い
る
言
葉
で
す
。

　

亡
き
人
と
の
別
れ
と
い
う
出
来
事

が
、
教
え
に
道
を
尋
ね
て
い
く
仏
縁
と

な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
人
と
の
別
れ
を
無
駄
に
は
し
な

い
生
き
方
を
、
私
が
始
め
て
い
く
こ
と
。

そ
こ
に
こ
そ
、
本
当
の
意
味
で
の
供
養

と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
　

悔く

い
の
残
る
別
れ

　

そ
の
人
は
、
母
と
の
別
れ
を
と
て
も
悔

や
ん
で
い
ま
し
た
。
生
前
に
親
孝
行
ら
し

い
こ
と
は
何
ひ
と
つ
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
母
に
ひ

ど
い
言
葉
を
投
げ
か
け
、
ひ
ど
い
態
度
を

取
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
思
い
返
し
て
は
、

胸
が
締
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
思
い
に

沈
ん
で
い
ま
し
た
。
今
か
ら
で
も
母
の

た
め
に
何
か
を
し
て
あ
げ
た
い
。
そ
れ

が
そ
の
人
の
痛
切
な
思
い
で
し
た
。

　
　

思
い
が
届
か
な
い

　

そ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
、
そ
の

人
は
母
の
た
め
に
立
派
な
お
内
仏
を
購

入
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
生
前
に
母
が

好
き
だ
っ
た
も
の
を
お
供そ

な

え
し
ま
し

た
。
そ
れ
が
母
へ
の
、
せ
め
て
も
の
供

養
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
あ
る
時
、
そ
の
人
は
ご
く
当

然
の
事
実
に
気
が
つ
き
、
愕が

く

然ぜ
ん

と
し
た

の
で
す
。
そ
れ
は
、
い
く
ら
お
供
え
を

し
て
も
、
そ
れ
が
一
向
に
減
ら
な
い
と

い
う
事
実
で
し
た
。
い
っ
た
い
自
分
の

思
い
は
、
亡
き
母
に
ち
ゃ
ん
と
届
い
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
人
は
と
て
も

不
安
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
　

言
葉
と
の
出
会
い

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
そ
の
人
は
こ
ん
な

言
葉
に
出
会
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
自

ら
の
人
生
に
と
っ
て
大
き
な
方
向
転
換

を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の

言
葉
と
は
、

　
　

亡
き
人
へ　

　
　

い
い
と
こ
ろ
へ
行
く
ん
だ
よ

　
　

と
言
う

　
　

そ
う
い
う
私
は　

　
　

ど
こ
へ
い
く
ん
だ
ろ
う

と
い
う
言
葉
で
し
た
。

　

本
当
の
供
養
と
は
、
決
し
て
亡
き
人

の
冥め

い

福ふ
く

を
い
の
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
人
に
教
え
る
言

葉
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
肝
心
の
こ
の
私
は
一
体
ど

こ
に
向
か
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
し
て

い
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
確
か
め
て
い

く
こ
と
を
、
自
ら
に
迫
っ
て
く
る
言
葉

で
し
た
。

　
　

自
分
に
出
遇
う

　

一
体
自
分
は
ど
こ
に
向
か
っ
て
生
き

て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

　

や
が
て
、
そ
の
人
は
あ
る
こ
と
に
気
が

付
い
た
の
で
し
た
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
亡

き
母
の
供
養
の
た
め
と
思
っ
て
自
分
が
し

て
き
た
こ
と
は
、
本
当
の
供
養
な
の
で
は

な
く
、
自
分
自
身
の
後
悔
の
気
持
ち
や

自じ

責せ
き

の
念
を
消
す
た
め
の
行
為
で
は
な

か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
身
を

焼
か
れ
る
よ
う
な
自
責
の
念
か
ら
、
早

く
解
放
さ
れ
て
楽
に
な
り
た
い
と
い
う
思

い
が
私
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

亡
き
母
を
拝
ん
で
い
る
よ
う
で
、
実

は
自
分
自
身
が
安
ら
か
に
な
る
こ
と
を

拝
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
っ

た
の
で
す
。

　
　

本
当
の
供
養
と
は

　

供
養
と
い
う
と
、
亡
き
人
の
冥
福
を
い

の
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う
で
す
。

　

本
当
の
供
養
と
は
、
そ
の
人
が
確
か

に
こ
の
世
を
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と

高山別院お煤
すす

払い奉仕のお願い
　12月21日（月）午後１時からのおつとめ
の後、本堂のお煤払いを行います。１年
の汚れを落とし、新年をお迎えします。
　ぜひともご奉仕をお願いいたします。
※持参品…マスク・タオル・軍手など

【
1
月
】

11
日（
月
）暎
芳
寺

［
下
一
之
町
］

17
日（
日
）稱
讃
寺

［
下
一
之
町
］

ち
も
の
ち
に
多
く
捕
ま
り
、
死
罪
十
九
人
、
遠え

ん

島と
う

十
四
人
な
ど
、
罰
金
刑
な
ど
の
軽
い
罪
を
含
め
る

と
一
万
人
近
く
の
人
々
が
処
罰
さ
れ
た
と
い
い
ま

す
。
こ
れ
を
大
原
騒
動
の
う
ち
の
安
永
騒
動
と
い

い
ま
す
。

　

当
時
の
水
無
神
社
は
神
仏
習
合
の
寺
社
で
あ
り
、

広
い
境
内
の
中
に
神
社
と
寺
院
が
並
ん
で
い
た
と
い

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
騒
動
で
神
主
が
処
刑
さ

れ
、
新
た
に
信
州
か
ら
神
主
が
招
か
れ
ま
し
た
。
そ

の
際
に
神
道
の
み
の
神
社
と
あ
ら
た
め
ら
れ
、
境
内

の
仏
教
に
関
す
る
建
造
物
等
は
撤
去
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
水
無
神

社
に
あ
っ
た
山
門

は
、現
在
徃お

う

還げ
ん

寺じ

の
門
と
し
て
移
築

さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
の
世
の
飛
騨

の
農
民
た
ち
の
取

り
組
み
を
見
て
い

た
遺
構
な
の
で

す
。

飛騨の真宗

伝承散歩⑲歴史を見た山門
　

一
七
六
六
（
明
和
三
）
年
、
代
官
と
し
て
飛
騨

に
着
任
し
た
大
原
彦ひ

こ

四し

郎ろ
う

は
、
年
貢
の
取
り
立
て

の
強
化
な
ど
、
様
々
な
改
革
を
行
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
改
革
に
よ
り
農
民
は
追
い
詰
め
ら
れ

て
い
き
、
一い

っ

揆き

に
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
（
大
原

騒
動
）。

　

一
七
七
三
（
安
永
二
）
年
九
月
、
水み

無な
し

神
社

（
一
之
宮
町
）
に
飛
騨
中
の
農
民
が
一
万
人
集
結

し
、
代
官
へ
の
抗
議
活
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
農
民
た
ち
は
高
山
の
町
へ
米
や
炭
な
ど
の
物
資

の
流
通
を
止
め
、
大
き
な
打
撃
を
与
え
ま
し
た
。

　

十
月
、
数
多
く
の
農
民
が
陣
屋
へ
赴
き
、
代
官

に
直
接
訴
え
る
強ご

う

訴そ

を
決
行
し
ま
し
た
。
こ
の
ま

ま
で
は
天
領
で
あ
る
飛
騨
で
不
祥
事
が
起
き
か
ね

な
い
と
判
断
し
た
代
官
は
、
幕
府
を
通
じ
て
郡ぐ

上じ
ょ
う

藩は
ん

を
は
じ
め
と
す
る
近
隣
の
諸
藩
へ
援
軍
を
要
請

し
ま
し
た
。

　

十
一
月
十
五
日
朝
、
郡
上
藩
の
兵
は
農
民
が
多

く
集
ま
っ
て
い
る
宮
村
（
現
一
之
宮
町
）
を
襲
撃

し
、
水
無
神
社
に
集
ま
っ
て
い
た
農
民
た
ち
と
神

主
を
捕
え
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
逃
亡
し
た
農
民
た

徃還寺の山門【高山市一之宮町】


